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解

題

中
尾

友
香
梨

一

『
観
頤
荘
記
﹄
の
伝
本

『
観か
ん

頤い

荘そ
う

記き

﹄
は
肥
前
佐
賀
藩
第
三
代
藩
主
・
鍋
島
綱
茂
の
手
に
な
る
も
の
で

あ
る
︒
綱
茂
は
慶
安
五
年
︵
一
六
五
二
︶
五
月
五
日
に
江
戸
桜
田
藩
邸
で
生
ま

れ
︑
宝
永
三
年
︵
一
七
〇
六
︶
十
二
月
二
日
に
没
し
た
︒
享
年
五
十
五
︒
幼
名
は

彦
法
師
丸
︑
致
徳
斎
・
休
復
・
松
柏
堂
・
活
水
・
静
観
堂
・
適
和
な
ど
と
号
し

た
︒
第
二
代
藩
主
・
鍋
島
光
茂
の
子
で
あ
る
︒
寛
文
元
年
︵
一
六
六
一
︶
十
歳
の

時
に
将
軍
家
綱
に
初
目
見
し
︑
同
七
年
︵
一
六
六
七
︶
に
元
服
︑
元
禄
八
年
︵
一

六
九
五
︶
に
父
光
茂
が
隠
居
し
た
た
め
︑
家
督
を
継
ぎ
襲
封
を
認
め
ら
れ
た
︒

儒
学
に
造
詣
が
深
く
︑
詩
文
を
嗜
ん
だ
が
︑
ま
と
ま
っ
た
著
作
は
﹃
観
頤
荘
記
﹄

の
み
で
あ
る
︒

綱
茂
自
筆
本
の
﹃
観
頤
荘
記
﹄
は
残
っ
て
い
な
い
が
︑
二
種
類
の
転
写
本
が

公
益
財
団
法
人
鍋
島
報
效
会
所
蔵
の
鍋
島
家
文
庫
に
含
ま
れ
て
お
り
︑
寄
託
先

の
佐
賀
県
立
図
書
館
に
は
そ
の
マ
イ
ク
ロ
・
フ
イ
ル
ム
も
蔵
さ
れ
て
い
る
︒
以

下
︑
説
明
の
便
宜
上
︑
二
種
類
の
転
写
本
を
そ
れ
ぞ
れ
甲
本
︵
請
求
記
号

鍋
〇

八
一
／
四
七
︶
・
乙
本
︵
請
求
記
号

鍋
〇
八
一
／
三
〇
︶
と
称
す
る
︒

甲
本
と
乙
本
は
い
ず
れ
も
関
防
印
や
落
款
印
が
墨
で
模
写
さ
れ
て
い
た
り
︑

印
枠
の
み
模
写
さ
れ
て
文
字
は
な
か
っ
た
り
し
て
い
る
の
で
︑
綱
茂
の
自
筆
本

で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
な
お
甲
本
に
記
さ
れ
て
い
る
見
せ
消
ち
や
補

入
字
が
︑
乙
本
で
は
い
ず
れ
も
文
中
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
︑
そ
の
た
め
一
行

の
文
字
数
が
他
行
よ
り
多
く
︑
不
自
然
に
詰
め
て
書
い
て
あ
る
の
で
︑
乙
本
は

甲
本
を
さ
ら
に
転
写
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
︒

ほ
か
に
︑大
正
十
四
年
の
転
写
本
が
国
文
学
研
究
資
料
館
に
蔵
さ
れ
て
お
り
︑

同
館
の
﹁
所
蔵
和
古
書
・
マ
イ
ク
ロ
／
デ
ジ
タ
ル
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
﹂
に
全

冊
の
画
像
が
公
開
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ
︑
扉
裏
に
﹁
鍋
島
綱
茂
公
自
筆
本
に
よ

り
影
写
せ
し
む
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
同
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
﹁
書
誌

注
記
﹂
も
﹁
鍋
島
綱
茂
自
筆
本
の
写
﹂
と
し
て
い
る
が
︑
実
は
朱
の
書
き
入
れ

を
含
め
て
前
掲
の
甲
本
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
書
き
写
し
た
も
の
で
あ
り
︑

け
っ
し
て
綱
茂
自
筆
本
の
写
し
で
は
な
い
︒

『観
頤
荘
記
﹄
本
文
に
関
し
て
は
︑﹃
佐
賀
県
教
育
史
﹄
第
一
巻
資
料
編
一
︵
佐

賀
県
教
育
委
員
会
︑
一
九
八
九
年
︶
に
﹁
勧
学
・
督
学
資
料
﹂
と
し
て
翻
刻
さ
れ
て

い
る
︒
本
文
だ
け
で
も
か
な
り
の
分
量
が
あ
る
の
で
︑
翻
刻
に
は
大
変
な
労
力

が
費
や
さ
れ
た
は
ず
で
あ
り
︑
こ
の
よ
う
な
難
業
を
成
し
遂
げ
た
先
学
に
は
誠

に
頭
が
下
が
る
︒
た
だ
少
し
ば
か
り
残
念
な
こ
と
に
︑
純
粋
に
翻
刻
の
み
で
訓

点
は
施
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
文
の
切
り
方
も
不
充
分
で
あ
り
︑
解
説
も
き
わ
め
て

1



簡
単
な
も
の
し
か
附
さ
れ
て
い
な
い
の
で
︑
こ
れ
だ
け
で
﹃
観
頤
荘
記
﹄
の
内
容

を
理
解
す
る
の
は
や
は
り
難
し
い
︒
し
か
も
附
録
編
の
内
容
は
翻
刻
さ
れ
て
お

ら
ず
︑
題
字
や
口
絵
も
す
べ
て
省
略
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
な
状
況
を
鑑
み
て
︑
本
書
で
は
﹃
観
頤
荘
記
﹄
全
冊
を
翻
刻
し
︑

書
き
下
し
文
と
簡
単
な
注
釈
︑
現
代
語
訳
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
佐
賀
の

先
賢
が
残
し
た
貴
重
な
資
料
を
︑
研
究
者
だ
け
で
な
く
一
般
の
読
者
に
も
広
く

読
ん
で
も
ら
う
こ
と
を
願
う
次
第
で
あ
る
︒

翻
刻
の
底
本
に
は
︑
現
存
す
る
伝
本
の
う
ち
成
立
が
最
も
早
い
も
の
と
見
ら

れ
る
甲
本
を
用
い
た
︒
ま
ず
鍋
島
家
文
庫
に
あ
る
二
種
類
の
転
写
本
の
書
誌
を

左
に
記
し
て
お
こ
う
︒

○
甲
本
︵
請
求
記
号

鍋
〇
八
一
／
四
七
︶

書
型

大
本
一
冊
︑
二
十
六
・
三
糎
×
十
八
・
七
糎
︒

装
丁

袋
綴
じ
の
四
つ
目
綴
じ
︒

表
紙

濃
紺
色
亀
甲
繫
型
押
厚
紙
の
三
方
折
込
表
紙
︒

外
題

左
肩
に
短
冊
型
元
題
簽
︒﹁
観
頤
荘
記
﹂
と
墨
書
︒

見
返

な
し
︒

構
成

大
き
く
前
半
︵
本
編
︶
と
後
半
︵
附
録
編
︶
に
分
け
ら
れ
︑
そ
れ
ぞ

れ
扉
一
丁
︑
前
遊
紙
一
丁
︑
口
絵
一
枚
︑
題
字
三
丁
︑
文
︵
本
編
は

二
十
一
丁
︑
附
録
編
は
二
十
三
丁
︶
︑
後
遊
紙
二
丁
で
構
成
さ
れ
て
い

る
︒

料
紙

楮
紙
︵
並
口
︶
︒

扉
題

本
編
・
附
録
編
の
そ
れ
ぞ
れ
の
扉
の
中
央
に
﹁
観
頤
荘
記
﹂
と
墨

書
︒

口
絵

本
編
・
附
録
編
に
そ
れ
ぞ
れ
一
枚
ず
つ
口
絵
が
具
わ
っ
て
い
る
︒

但
し
袋
綴
じ
で
は
な
く
︑
少
し
大
き
め
︵
上
部
は
継
ぎ
足
し
︶
の
一

枚
紙
を
挿
入
し
て
一
緒
に
綴
じ
て
お
り
︑
上
部
と
左
側
を
折
り
曲

げ
て
収
納
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
紙
質
も
本
文
料
紙
と
は
明

ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
︒
本
編
の
口
絵
の
左
上
と
附
録
編
の
口
絵

の
右
上
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
頤
上
九
曰
利
／
渉
大
川
象
曰
／
厲
吉
大

有
慶
／
也
伝
曰
如
伊
／
尹
周
公
何
嘗
／
不
勤
兢
哉
﹂︑﹁
易
曰
観マ
マ

頤

貞
／
吉
彖
曰
観
其
／
所
養
也
天
地
／
養
万
物
聖
人
／
養
賢
以
及
万

／
民
頤
之
時
大
／
矣
哉
﹂
と
い
う
賛
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
関
防
印

と
落
款
は
な
し
︒

題
字

本
編
・
附
録
編
の
巻
頭
に
そ
れ
ぞ
れ
﹁
観
﹂﹁
頤
﹂﹁
荘
﹂﹁
推
﹂﹁
義
﹂︑

﹁
推
﹂﹁
義
﹂﹁
拾
﹂﹁
英
﹂﹁
編
﹂
と
い
う
大
き
な
題
字
が
五
字
ず
つ

配
さ
れ
て
い
る
︒
半
丁
に
一
字
ず
つ
︑
計
三
丁
︒
本
編
で
は
冒
頭

に
長
方
形
の
関
防
印
が
枠
の
み
模
写
さ
れ
︑
文
字
は
記
さ
れ
て
い

2



な
い
が
︑
附
録
編
で
は
冒
頭
に
同
じ
形
の
関
防
印
が
模
写
さ
れ
︑

枠
の
み
で
な
く
﹁
致
徳
斎
﹂
と
い
う
白
抜
き
の
篆
字
ま
で
模
写
さ

れ
て
い
る
︒
落
款
に
関
し
て
は
︑﹁
致
徳
斎
篆
﹂
と
い
う
篆
字
と
と

も
に
﹁
肥
前
侯
／
拾
遺
補
／
闕
之
印
﹂︵
陽
刻
方
印
︶
︑﹁
藤
貞
／
之

印
﹂︵
陽
刻
方
印
︑
白
抜
き
文
字
︶
︑﹁
伯
固
／
氏
﹂︵
陽
刻
方
印
︶
三
顆

の
落
款
印
が
墨
で
模
写
さ
れ
︑
題
字
と
印
は
す
べ
て
拓
本
風
に
文

字
ま
た
は
印
の
周
り
を
墨
で
薄
く
塗
っ
て
陰
を
つ
く
り
︑
文
字
を

白
抜
き
に
し
て
立
体
的
に
見
せ
て
い
る
︒
し
か
も
本
編
の
題
字
は

木
拓
本
風
︑
附
録
編
の
題
字
は
石
拓
本
風
に
作
っ
て
い
る
︒

序
文

な
し
︒

目
録

な
し
︒

内
題

な
し
︒

丁
付

な
し
︒

写
式

無
辺
無
界
︑
本
編
六
行
十
三
字
前
後
︑
附
録
編
行
数
字
数
不
定
︒

漢
文
︒
句
点
・
訓
点
等
な
し
︒
楷
書
︒
附
録
編
の
注
小
字
双
行
︒

筆
跡
一
筆
︒
所
々
に
朱
筆
の
補
入
と
補
入
符
︑
見
せ
消
ち
あ
り
︒

印
記

本
編
の
本
文
冒
頭
に
長
方
形
の
関
防
印
を
思
わ
せ
る
点
線
の
枠
の

み
が
記
さ
れ
︑
文
字
は
な
し
︒
本
編
末
尾
に
も
三
顆
の
方
印
を
思

わ
せ
る
点
線
の
枠
の
み
が
記
さ
れ
︑
文
字
は
な
し
︒
そ
の
上
か
ら

題
字
の
落
款
印
と
同
じ
く
﹁
肥
前
侯
／
拾
遺
補
／
闕
之
印
﹂︵
陽
刻

方
印
︶
︑﹁
藤
貞
／
之
印
﹂︵
陽
刻
方
印
︑
白
抜
き
文
字
︶
︑﹁
伯
固
／
氏
﹂

︵
陽
刻
方
印
︶
と
墨
で
模
写
さ
れ
た
半
透
明
の
紙
片
が
貼
付
さ
れ
て

い
る
︒
附
録
編
の
末
尾
に
は
関
防
印
と
落
款
印
の
い
ず
れ
も
な

し
︒

跋
文

本
編
・
附
録
編
の
末
尾
に
そ
れ
ぞ
れ
綱
茂
の
自
跋
を
転
写
し
て
い

る
︒

奥
書

な
し
︒

識
語

な
し
︒

蔵
書
印

本
編
第
三
丁
表
︑
題
字
の
関
防
印
の
枠
に
か
か
る
よ
う
に
︑﹁
鍋
島

家
蔵
﹂︵
朱
陽
方
印
︶
︒
本
編
第
二
丁
︵
前
遊
紙
︶
表
右
下
に
﹁
清
陰

所
蔵
﹂
︵
朱
陽
長
方
印
︶
︒
清
陰
は
第
十
代
藩
主
・
鍋
島
直
正
の
庶

兄
で
︑
須す

古こ

鍋
島
家
を
継
い
だ
鍋
島
茂
真
︵
一
八
一
三
︱
一
八
六
六
︶

の
号
︒

○
乙
本
︵
請
求
記
号

鍋
〇
八
一
／
三
〇
︶
甲
本
と
異
な
る
部
分
を
中
心
に
記
す
︒

書
型

大
本
一
冊
︑
二
十
六
・
五
糎
×
横
十
八
・
五
糎
︒

表
紙

浅
縹
色
菊
唐
草
型
押
厚
紙
の
三
方
折
込
表
紙
︑
右
上
に
﹁
三
番
﹂

と
墨
書
︒
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外
題

左
肩
に
短
冊
型
後
題
簽
︒﹁
観
頤
荘
記

完
﹂
と
墨
書
︒

構
成

口
絵
な
し
︒

料
紙

楮
紙
︵
薄
口
︶
︒

扉
題

本
編
は
な
し
︒
附
録
編
は
扉
の
中
央
に
﹁
観
頤
荘
記
﹂
と
墨
書
︒

写
式

甲
本
と
ほ
ぼ
同
じ
︒
た
だ
︑
甲
本
で
補
入
︑
見
せ
消
ち
と
さ
れ
て

い
た
文
字
が
す
べ
て
文
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
甲
本

は
本
編
・
附
録
編
と
も
に
末
尾
に
綱
茂
の
落
款
印
が
書
き
写
さ
れ

て
い
な
い
も
の
の
︑
乙
本
は
附
録
編
末
尾
に
題
字
の
落
款
印
と
同

じ
落
款
印
が
書
き
写
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
跋
文
に
一
箇
所
︑
墨

筆
の
見
せ
消
ち
が
あ
る
︒

蔵
書
印

な
し
︒

裏
表
紙

短
冊
型
付
箋
に
﹁
綱
茂
公
御
自
作
の
記
文
﹂
と
墨
書
︒

二

綱
茂
と
観
頤
荘

綱
茂
の
生
涯
の
事
跡
は
︑﹃
綱
茂
公
御
年
譜
﹄︵﹃
佐
賀
近
世
史
料
﹄
第
一
編
第
三

巻
︑
佐
賀
県
立
図
書
館
︑
一
九
九
五
年
︶
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
随
所
に

和
歌
・
漢
詩
・
画
讃
が
鏤
ち
り
ば

め
ら
れ
て
い
る
の
で
︑
高
い
教
養
の
持
ち
主
で
あ
っ

た
こ
と
は
容
易
に
看
取
さ
れ
る
︒
直
茂
・
勝
茂
・
光
茂
の
年
譜
と
は
著
し
く
異

な
る
側
面
で
も
あ
る
︒
そ
し
て
年
譜
に
引
か
れ
た
﹃
武
林
隠
見
録
﹄
に
は
次
の

よ
う
に
あ
る
︒

綱
茂
公
ハ
天
性
ウ
ツ
タ
カ
ク
︑
大
禄
ノ
将
ト
見
ヘ
サ
セ
ラ
レ
︑
才
智
双
ヒ

ナ
ク
︑
博
学
多
聞
ニ
シ
テ
︑
諸
芸
ニ
達
セ
ラ
ル
︑
誠
ニ
無
双
ノ
侯
伯
ト
皆

人
称
嘆
セ
リ
ト
云
々
︒

綱
茂
が
博
学
で
諸
芸
に
通
じ
︑
才
智
無
双
の
殿
様
と
し
て
世
人
に
称
嘆
さ
れ

た
と
あ
る
が
︑
実
際
に
綱
茂
は
幕
府
の
学
問
を
司
っ
て
い
た
林
家
一
門
︑
殊
に

林
鳳
岡
や
人
見
竹
洞
と
懇
意
に
し
て
お
り
︑
鳳
岡
・
竹
洞
の
詩
文
集
に
も
し
ば

し
ば
そ
の
名
が
見
え
る
︒
ま
た
︑
佐
賀
の
歴
代
藩
主
の
文
武
の
嗜
み
等
を
記
し

た
﹃
雨
中
の
伽
﹄
︵
文
化
九
年
﹇
一
八
一
二
﹈︶
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

勝
茂
公
御
代
ま
で
は
乱
世
の
時
代
に
て
︑
儒
臣
も
な
く
︑
沙
門
に
の
み
文

章
な
ど
書
く
人
は
あ
り
し
な
ら
ん
︒
そ
の
こ
ろ
三
間
山
円
通
寺
瑞
岩
和
尚

抔
︑
文
字
に
達
し
た
る
に
て
や
有
け
む
︒
高
伝
寺
釈
迦
御
建
立
の
記
文
な

ど
︑
此
叟
に
仰
あ
り
て
︑
書
れ
し
と
見
へ
た
り
︒
綱
茂
公
学
問
を
好
せ
給

ひ
︑
詩
を
も
能
し
︑
書
画
に
も
達
し
給
ひ
ぬ
︒
将
軍
綱
吉
公
の
御
前
に
て

輪
講
な
ど
遊
し
と
也
︒
鬼
丸
中
小
路
に
西
御
屋
敷
と
号
し
︑
御
別
業
御
草

創
有
て
︑
丸
御
茶
屋
︑
三
角
御
茶
屋
︑
百
姓
茶
屋
な
ど
︑
其
外
色
々
の
御

茶
屋
敷
数
多
あ
り
と
ぞ
︒
額
な
ど
あ
る
は
多
く
は
長
崎
官
梅
道
栄
書
た
り

と
ぞ
︒
泉
水
仮
山
の
広
大
い
ふ
ば
か
り
な
し
と
な
む
︒
石
は
多
く
摂
州
兵
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庫
な
る
粘
右
衛
門
に
仰
下
さ
れ
し
と
ぞ
︒
稲
荷
を
厚
く
御
信
仰
に
依
て
︑

江
戸
烏
森
稲
荷
社
を
御
勧
請
あ
り
し
也
︒
聖
堂
も
共
に
爰
に
始
て
建
給

ひ
︑
春
秋
の
釈
奠
お
こ
な
わ
る
ゝ
事
も
︑
此
御
時
よ
り
な
ら
む
︒
實
松
元

琳

其
時
よ
り
の
祭
主
に
や
知
ら
ず
︒
岡
本
政
之
進
な
ど
い
へ
る
儒
者
も

此
時
分
御
抱
也
︒

︵
堤
主
禮
著
﹃
雨
中
の
伽
﹄
の
﹁
文
学
﹂
の
項
︑
中
村
幸
彦
ほ
か
校
訂
﹃
随
筆
百

花
苑
﹄
第
十
五
巻
所
収
︑
中
央
公
論
社
︑
一
九
八
一
年
︶

こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
勝
茂
の
頃
ま
で
は
乱
世
の
時
代
で
あ
っ
た
の
で
︑
佐
賀
藩

で
は
儒
臣
を
召
し
抱
え
る
こ
と
は
な
く
︑
文
章
な
ど
を
書
く
の
は
主
に
僧
侶
で

あ
っ
た
が
︑
三
代
綱
茂
は
学
問
を
好
み
︑
詩
や
書
画
を
能
く
し
︑
将
軍
綱
吉
の

前
で
輪
講
を
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒
そ
し
て
佐
賀
城
の
西
︑
鬼
丸
の
中な
か

小
し
ゅ
う

路じ

に
別
荘
を
建
て
て
︑
西
御
屋
敷
と
号
し
︑
茶
屋
も
数
多
く
構
え
た
と
あ
る
が
︑

こ
の
西
御
屋
敷
こ
そ
が
観
頤
荘
で
あ
る
︒
建
物
の
扁
額
の
多
く
は
長
崎
の
唐
通

事
・
林
道
栄
︵
号
は
官
梅
︶
が
書
い
た
も
の
で
あ
り
︑
石
は
摂
州
兵
庫
か
ら
調
達

し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
︒
ま
た
稲
荷
を
厚
く
信
仰
し
な
が
ら
︑
孔
子
を
祭
る

聖
堂
︵
孔
子
廟
︶
を
も
建
て
︑
春
と
秋
の
釈せ
き

奠て
ん

︵
孔
子
を
祭
る
儀
式
︶
を
と
り
お
こ

な
う
の
も
︑
綱
茂
の
時
代
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
︑
實
松
元
琳
や
岡
本
政
之
進
な

ど
の
儒
者
を
も
召
し
抱
え
た
と
い
う
︒
儒
学
や
文
雅
に
対
す
る
綱
茂
の
熱
心
さ

が
読
み
取
れ
る
︒

『観
頤
荘
記
﹄
に
も
驚
く
ほ
ど
多
く
の
漢
詩
文
及
び
儒
学
経
典
の
一
︑
二
句
が

随
所
に
鏤
ち
り
ば

め
ら
れ
て
お
り
︑
ま
た
中
国
の
古
典
だ
け
で
な
く
︑
日
本
の
和
歌
や

﹃
徒
然
草
﹄
な
ど
も
一
部
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
の
で
︑
綱
茂
が
並
々
な
ら
ぬ
博
識

の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
こ
の
一
冊
だ
け
を
見
て
も
よ
く
わ
か
る
︒﹃
観

頤
荘
記
﹄
に
引
か
れ
て
い
る
漢
詩
文
や
儒
学
経
典
の
文
句
に
つ
い
て
は
︑
若
干

の
文
字
の
異
同
が
あ
っ
た
り
︑
作
者
の
名
前
を
間
違
え
て
い
た
り
も
す
る
が
︑

そ
れ
は
逆
に
い
え
ば
︑
彼
が
け
っ
し
て
そ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
を
傍
に
置
い
て
見

な
が
ら
書
き
写
し
た
の
で
は
な
く
︑
ほ
ぼ
す
べ
て
記
憶
に
頼
っ
て
書
い
た
こ
と

を
意
味
す
る
も
の
で
も
あ
る
︒
稀
に
見
る
博
覧
強
記
の
人
物
で
あ
っ
た
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
︒

で
は
︑﹁
観
頤
﹂
と
は
如
何
な
る
意
味
な
の
か
︒
綱
茂
が
自
ら
﹃
観
頤
荘
記
﹄

に
記
し
て
い
る
よ
う
に
︑
こ
れ
は
儒
学
の
経
典
の
一
つ
で
あ
る
﹃
易
経
﹄
に
由

来
す
る
言
葉
で
あ
る
︒
﹁
頤
﹂
と
は
も
と
も
と
人
間
の
お
と
が
い
︑下
顎
を
指
す
︒

易
で
い
う
﹁
頤
卦
﹂
の
卦
形
は
︑
上
下
に
陽よ
う

爻こ
う

を
一
本
ず
つ
配
し
︑
そ
の
間
に

陰い
ん

爻こ
う

を
四
本
並
べ
て
お
り
︵

︶
︑
そ
れ
は
人
が
口
を
開
け
た
形
に
似
て
い
る
︒

ま
た
上
下
卦
の
卦
象
を
見
れ
ば
︑
上
は
艮
︵
止
ま
り
︶
︑
下
は
震
︵
動
く
︶
で
あ

り
︑そ
れ
は
人
間
が
物
を
食
べ
る
時
の
上
下
の
顎
の
は
た
ら
き
に
も
似
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
︑﹁
頤
﹂
に
は
﹁
養
う
﹂
と
い
う
意
味
が
派
生
し
た
︒
し

た
が
っ
て
﹁
観
頤
﹂
と
は
﹁
養
う
と
こ
ろ
を
観
る
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
り
︑
そ
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れ
は
も
ち
ろ
ん
単
に
身
を
養
う
飲
食
の
こ
と
だ
け
を
指
す
の
で
は
な
く
︑
道
を

ふ
み
行
っ
て
徳
を
養
う
こ
と
を
も
い
う
︒

綱
茂
が
広
大
な
庭
園
を
造
営
し
た
大
義
名
分
も
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
︒﹁
今
︑

夫そ

れ
園
を
開
き
て
︑
意
を
述
ぶ
る
所
以

ゆ

え

ん

は
︑
二
者
︵
周
の
文
王
の
園
と
斉
の
宣
王

の
園
︶
の
間
を
以
て
之
れ
を
推
さ
ず
︑
困こ
ん

知ち

勉べ
ん

行こ
う

の

︑養

︑を

︑得

︑ん
こ
と
を
思
え
ば

な
り
﹂
と
し
︑
そ
の
理
由
を
﹁
余

封ほ
う

疆
き
ょ
う

︵
国
土
︶
を
保
ち
︑
士
民
︵
士
と
民
︶

を
教
育
せ
ん
に
は
︑
五
典
を
徽よ

し
と
し
︑
九
経
を
正
し
︑
由よ

り
て
極
︵
根
本
の
道

徳
︶
を
建
て
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒
然
り
と
雖
も
文
を
学
び
て
敏
な
ら
ず
︑
事
に
臨

み
て
昏
然
た
り
﹂
と
し
た
︒
つ
ま
り
国
土
を
守
り
︑
士
と
民
を
教
え
導
く
た
め

に
は
︑
倫
理
道
徳
の
規
範
を
し
っ
か
り
定
め
る
必
要
が
あ
り
︑
そ
の
た
め
に
は

ま
ず
藩
主
で
あ
る
自
分
の
身
を
修
め
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
観
頤
荘
の
造
営
は
︑
こ
の
よ
う
な
自
己
修
養
の
た
め
の
も
の
で
あ
る

と
い
う
の
が
︑
少
な
く
と
も
綱
茂
が
﹃
観
頤
荘
記
﹄
に
記
し
た
表
向
き
の
理
由

で
あ
り
︑
そ
れ
は
﹃
観
頤
荘
記
﹄
の
次
の
記
述
か
ら
読
み
取
れ
る
︒

皆み

な
是こ

れ
荘
園
の
風
物
に
し
て
︑
以
て
生
を
養
い
︑
徳
を
養
う
所
な
り
︒

何
ぞ
周
文
︵
周
の
文
王
︶
の
囿ゆ
う

︵
園
︶
に
擬
な
ぞ
ら

え
ん
や
︒
何
ぞ
斉
宣
︵
斉
の
宣

王
︶
の
楽
し
み
に
由よ

ら
ん
や
︒
夫か

の
頤い

の
義
を
顧
み
れ
ば
︑
至
れ
り
︑
尽

く
せ
り
︒
大
な
る
を
語
れ
ば
︑
則
ち
天て
ん

地ち

育い
く

物ぶ
つ

の
事
な
り
︒
小
な
る
を
語

れ
ば
︑則
ち
園え
ん

囿ゆ
う

養よ
う

心し
ん

の
要
な
り
︒
徳
性
を
辨べ
ん

ず
れ
ば
速
や
か
に
会え

得と
く

し
︑

道
の
教
え
を
辨べ
ん

ず
れ
ば
敏
に
し
て
既
に
行
う
︒
花
木
の
理す
じ

は
︑
推
し
て
文

質
を
観
る
べ
し
︒
禽き
ん

鳥
ち
ょ
う

の
声
は
︑
推
し
て
楽ら
く

和わ

を
感
ず
べ
し
︒
水
流
の

不
測
は
︑
推
し
て
含が
ん

洪こ
う

を
知
る
べ
し
︒
山
岳
の
厚こ
う

重
ち
ょ
う

は
︑
推
し
て
仁じ
ん

寿じ
ゅ

を

求
む
べ
し
︒
此こ

こ
に
於
い
て
養
生
す
る
所
を
得
れ
ば
︑
則
ち

長
ち
ょ
う

に
事つ
か

う

る
所
を
得
︑
長
に
事
う
る
所
を
得
れ
ば
︑
則
ち
民
に
恵
む
所
を
得
︒
然し
か

ら

ば
則
ち
頤い

の
義
を
論
じ
る
こ
と
至
る
と
雖
も
︑頤
を
観
る
に
庶ち
か

か
ら
ん
や
︒

『観
頤
荘
記
﹄
本
編
の
ま
と
め
と
し
て
最
後
の
部
分
を
か
ざ
る
こ
の
一
段
に

お
い
て
︑
綱
茂
は
庭
園
の
中
の
す
べ
て
の
風
物
は
︑
生
を
養
い
︑
徳
を
養
う
た

め
の
も
の
で
あ
る
と
し
︑
だ
か
ら
観
頤
荘
を
周
の
文
王
や
斉
の
宣
王
の
庭
園
と

比
べ
る
ま
で
の
必
要
も
な
く
︑﹁
頤
﹂
と
い
う
一
字
に
そ
の
意
義
は
す
で
に
充
分

示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
︒
そ
の
意
義
と
は
庭
園
の
中
で
心
を
養
う
こ
と
で
あ

り
︑
具
体
的
に
は
花
と
草
木
の
筋
目
に
︑
外
見
の
美
と
内
面
の
実
を
見
る
こ
と

が
で
き
︑
鳥
の
鳴
き
声
に
︑
夫
婦
や
兄
弟
が
仲
良
く
楽
し
む
こ
と
の
大
切
さ
を

感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
︑
水
の
流
れ
の
豊
か
さ
に
︑
大
き
な
徳
を
知
る
こ
と
が

で
き
︑
山
岳
の
重
厚
さ
に
︑
仁
徳
と
長
寿
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
︑
と
い
う

こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
こ
こ
で
養
生
を
得
る
こ
と
で
︑
年
長
者
に
仕
え
る
こ
と
が

で
き
︑
年
長
者
に
仕
え
る
こ
と
で
︑
民
衆
に
恵
み
を
施
す
こ
と
が
で
き
る
︒
し

た
が
っ
て
た
と
え
机
上
で
﹁
頤
﹂
の
意
義
を
論
じ
尽
く
し
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
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は
﹁
頤
﹂
を
直
接
観
る
こ
と
に
は
及
ば
な
い
︑
と
い
う
の
が
綱
茂
の
結
論
で
あ

る
︒要

す
る
に
︑
観
頤
荘
の
造
営
の
目
的
は
︑
庭
園
の
さ
ま
ざ
ま
な
風
物
を
観
察

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
天
地
が
万
物
を
育
む
﹁
頤
﹂
を
観
︑
そ
こ
か
ら
物
事
の

理
を
悟
り
︑
己
の
心
を
養
い
︑
己
の
心
を
修
め
て
︑
そ
の
上
で
民
に
恵
み
を
施

し
︑
国
を
治
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
つ
き
つ
め
れ
ば
﹁
格
物
致

知
﹂
と
﹁
修
己
治
人
﹂
で
あ
る
︒
朱
熹
の
解
釈
に
し
た
が
え
ば
︑﹁
格
物
致
知
﹂

と
は
︑
外
在
の
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
理
に
至
り
尽
く
し
て
知
識
を
極
め
︑
客
観
的

な
理
を
獲
得
す
る
こ
と
が
道
徳
の
基
礎
と
な
る
と
い
う
意
味
︒﹁
修
己
治
人
﹂

と
は
︑
我
が
身
を
修
め
︑
人
を
教
化
す
る
こ
と
で
あ
る
︵
と
も
に
﹃
大
学
章
句
﹄︶
︒

綱
茂
は
こ
の
観
点
に
立
っ
て
︑
園
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
景
物
を
観
察
し
︑
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
己
の
心
を
修
め
︑
士
と
民
を
教
育
し
︑
国
を
う
ま
く
治
め
る
こ
と

を
目
指
し
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
綱
茂
の
こ
の
よ
う
な
理
想
は
︑
次
世
代
に
継
が
れ
る
こ
と
な
く
︑
綱

茂
没
後
間
も
な
く
観
頤
荘
は
さ
っ
そ
く
一
部
が
解
体
さ
れ
︑
家
臣
に
下
賜
さ
れ

た(
１
)

︒
そ
の
原
因
と
し
て
は
︑
綱
茂
の
文
治
主
義
に
対
す
る
藩
内
の
不
評
︑
親
類

筋
の
個
人
的
感
情
の
衝
突
︑
天
災
・
火
災
等
に
よ
る
経
済
的
圧
迫
な
ど
が
推
測

さ
れ
る
が
︑
定
か
で
は
な
い
︒
こ
れ
に
関
連
す
る
﹃
葉
隠
﹄
の
記
述
を
左
に
掲

げ
よ
う
︵
傍
線
部

筆
者
︶
︒

さ
れ
ば
︑
憚
り
な
が
ら
御
上
に
も
︑
日
峯
様
・
泰
盛
院
様
の
御
苦
労
を
思

召
し
知
ら
れ
せ
め
て
御
譲
り
の
御
書
物
な
り
と
御
熟
覧
候
て
︑
御
落
着
き

遊
ば
さ
れ
度
き
事
に
候
︒
さ
る
に
御
出
生
候
へ
ば
︑
若
殿
々
々
と
ひ
よ
う

す
か
し
立
て
候
に
付
て
御
苦
労
な
さ
れ
候
事
こ
れ
無
く
︑
国
学
御
存
じ
な

く
︑
我わ
が

儘ま
ヽ

の
好す

き
事
ば
か
り
に
候
︒
さ
れ
ば
御
家か

職
し
ょ
く

方
︑
大
方
に
候
故
︑

近
年
新
儀
多
く
︑
手
薄
く
相
成
り
申
す
事
に
候
︒
斯
様
の
時
節
に
︑
小
利

口
な
る
者
共
が
︑
何
の
味
も
知
ら
ず
︑
智
慧
自
慢
を
し
て
新
儀
を
工た
く

み
出

し
︑
殿
の
御
気
に
入
り
︑
出
頭
し
て
悉
く
仕
く
さ
ら
か
し
申
し
候
︒
ま
づ

申
さ
ば
︑
御
三
人
の
不
熟
の
着
座
作
り
︑
他よ

方そ

者も
の

抱
え
︑
手て

明あ
き

槍や
り

物
頭
組

替
︑
屋
敷
替
︑
御
親
類
並
に
家
老
作
り
御
ひ
が
し
解
除
け
︑
御
控
帳
仕
替
︑

独
礼
作
り
︑
西
御
屋
敷
取
立
︑
足
軽
組
ま
ぜ
ち
ら
か
し
︑
御
道
具
仕
廻
物
︑

西
御
屋
敷
解
崩
し
な
ど
︑
皆
御
代
初
々
に
何
事
が
な
と
新
儀
工た
く

み
の
︑
仕

損
そ
こ
な

ひ
に
て
候(２
)

︒

『葉
隠
﹄
の
﹁
夜
陰
の
閑
談
﹂
に
収
め
ら
れ
た
こ
の
一
段
は
︑
二
代
光
茂
・
三

代
綱
茂
・
四
代
吉
茂
の
治
世
を
批
判
す
る
内
容
で
あ
る
が
︑
中
に
﹁
西
御
屋
敷

取
立
﹂
と
あ
り
︑
ま
た
﹁
西
御
屋
敷
解
崩
し
﹂
と
あ
る
︒
前
述
し
た
よ
う
に
こ

の
西
御
屋
敷
こ
そ
が
観
頤
荘
で
あ
り
︑﹃
葉
隠
﹄
の
口
述
者
山
本
常つ
ね

朝と
も

は
︑
観
頤

荘
の
建
造
も
そ
の
解
体
も
け
っ
し
て
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
と
見
て
い
る
︒

元
禄
十
一
年
︵
一
六
九
八
︶
に
造
営
が
始
ま
っ
て
︑
宝
永
四
年
︵
一
七
〇
七
︶
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に
一
部
が
解
体
さ
れ
る
ま
で
︑
わ
ず
か
九
年
と
短
命
に
終
わ
っ
た
観
頤
荘
で

あ
っ
た
が
︑
綱
茂
が
残
し
た
﹃
観
頤
荘
記
﹄
は
そ
の
風
雅
な
面
影
を
現
代
の
わ

れ
わ
れ
に
伝
え
て
く
れ
る
︒

前
述
の
公
益
財
団
法
人
鍋
島
報
效
会
︵
徴
古
館
︶
に
は
︑﹁
観
頤
荘
図
﹂
も
二

種
類
保
存
さ
れ
て
お
り
︑
い
ず
れ
も
江
戸
後
期
に
制
作
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ

る
︒
基
本
的
に
﹃
観
頤
荘
記
﹄
の
内
容
に
も
と
づ
い
て
描
か
れ
て
い
る
が
︑
一

部
異
な
る
内
容
も
あ
る
︒
観
頤
荘
の
全
景
を
把
握
す
る
に
は
便
利
な
の
で
︑
参

考
に
し
て
い
た
だ
き
た
く
︑
口
絵
に
掲
載
し
た
︒
併
せ
て
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
︒

︻
附
記
︼
本
書
に
掲
載
し
た
画
像
は
す
べ
て
公
益
財
団
法
人
鍋
島
報
效
会
︵
徴

古
館
︶
よ
り
ご
提
供
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
︒
な
お
同
館
か
ら
は
︑﹃
観
頤
荘

記
﹄
の
閲
覧
と
翻
刻
︑
及
び
﹁
観
頤
荘
図
﹂
の
閲
覧
を
許
可
し
て
い
た
だ
い
て

お
り
︑
同
館
学
芸
員
の
富
田
紘
次
様
に
は
︑
調
査
の
段
階
か
ら
甚
大
な
ご
協
力

を
い
た
だ
き
︑
貴
重
な
ご
教
示
も
数
多
く
賜
っ
た
︒
な
お
編
集
と
出
版
に
際
し

て
は
︑
本
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
伊
藤
昭
弘
先
生
と
大
同
印
刷

に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
︒
併
せ
て
衷
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
た
い
︒

︻
注
︼

︵
１
)

『吉
茂
公
譜
﹄︵
﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
一
編
第
四
巻
︑
佐
賀
県
立
図
書

館
︑
一
九
九
六
年
︶
宝
永
四
年
︵
一
七
〇
七
年
︶
二
月
晦
日
の
条
に
︑﹁
西
御

屋
敷
内
ヲ
左
ノ
人
数
ヘ
拝
領
サ
セ
ラ
ル
﹂︵
三
六
頁
︶
と
あ
り
︑
枝
吉
利
左
衛

門
を
は
じ
め
と
す
る
家
臣
八
人
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

︵
２
)

山
本
常
朝
述
︑
田
代
陣
基
記
﹃
葉
隠
﹄
第
一
巻
︑﹁
夜
陰
の
閑
談
﹂
︑
三
教

書
院
︑
一
九
三
七
年
︑
七
頁
︒
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凡

例

一

本
書
は
肥
前
佐
賀
藩
第
三
代
藩
主
・
鍋
島
綱
茂
の
﹃
観
頤
荘
記
﹄
を
翻
字

し
︑
書
き
下
し
文
と
簡
単
な
注
釈
︑
現
代
語
訳
を
附
す
も
の
で
あ
る
︒

一

底
本
に
は
公
益
財
団
法
人
鍋
島
報
效
会
所
蔵
・
佐
賀
県
立
図
書
館
寄
託
︵
鍋

島
家
文
庫
︶﹃
観
頤
荘
記
﹄︵
甲
本
︑
請
求
記
号

鍋
〇
八
一
／
四
七
︶
を
用
い
た
︒

一

漢
字
は
原
則
と
し
て
新
字
体
・
通
行
の
字
体
を
用
い
た
が
︑
固
有
名
詞
な

ど
一
部
の
文
字
に
関
し
て
は
底
本
の
字
体
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
も
の
も
あ

る
︒
例
え
ば
﹁
龍
﹂﹁
仝
﹂
な
ど
︒
ま
た
﹁
弁
﹂
と
﹁
辨
﹂︑﹁
余
﹂
と
﹁
餘
﹂︑

﹁
芸
﹂
と
﹁
藝
﹂
な
ど
︑
字
体
に
よ
っ
て
意
味
が
異
な
る
も
の
は
区
別
し
た
︒

一

底
本
に
記
さ
れ
て
い
る
朱
筆
の
見
せ
消
ち
は
︑
当
該
文
字
の
上
に
取
消
線

を
引
き
︑
新
し
い
文
字
を
右
脇
に
傍
書
し
て
示
し
た
︒
例
え
ば
﹁
域城

﹂︑﹁
由曲

﹂

な
ど
︒

一

底
本
に
記
さ
れ
て
い
る
朱
筆
の
補
入
は
︑﹁
︒﹂
で
補
入
符
を
示
し
︑
そ
の
前

後
の
文
字
の
右
脇
に
補
入
字
を
記
し
た
︒
例
え
ば
︑

﹁
◦
取
易

所
謂
﹂
︑
﹁
以
南
極
主為

︒
﹂
な
ど
︒

一

明
ら
か
な
誤
字
・
当
て
字
に
関
し
て
は
︑
右
脇
に
﹁
マ
マ
﹂
を
付
し
︑
後

に
該
当
す
る
文
字
を
︵

︶
内
に
記
し
た
︒

一

底
本
の
割
注
は
︹

︺
内
に
一
行
書
き
し
た
︒

一

編
者
が
補
っ
た
文
字
は
す
べ
て
︵

︶
内
に
記
し
た
︒

一

底
本
の
行
移
り
と
丁
移
り
は
無
視
し
︑
文
意
に
従
っ
て
適
宜
改
行
し
た
︒

一

翻
字
編
に
は
適
宜
句
読
点
を
附
し
た
︒

一

書
き
下
し
文
は
現
代
仮
名
づ
か
い
に
し
た
︒

一

書
き
下
し
文
に
適
宜
注
釈
を
附
し
た
が
︑
短
い
も
の
は
直
接
文
中
に
︵

︶

付
き
で
記
し
︑
若
干
説
明
を
要
す
る
も
の
に
関
し
て
は
注
に
載
せ
た
︒

一

現
代
語
訳
は
︑
逐
語
訳
で
は
な
く
︑
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
意
訳
に
し

た
︒
な
お
︑内
容
を
理
解
し
や
す
く
す
る
た
め
︑原
文
に
は
な
い
言
葉
を
補
っ

た
と
こ
ろ
も
あ
る
︒
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翻

字

編



｢
観
頤
荘
記
﹂
本
編

︻
口
絵
賛
︼
頤
上
九
曰
︑
利
渉
大
川
︒
象
曰
︑
厲
吉
︑
大
有
慶
也
︒
伝
曰
︑
如

伊
尹
︑
周
公
︑
何
嘗
不
勤
兢
哉
︒

︻
題

字
︼
｢
観
頤
荘
推
義
﹂

致
徳
斎
篆

関
防
印
︵
長
方
印
と
思
わ
せ
る
点
線
の
枠
の
み
が
記
さ
れ
︑
文
字
は
な
し
︶

落
款
印

﹁
肥
前
侯
／
拾
遺
補
／
闕
之
印
﹂
︵
陽
刻
方
印
︑
墨
に
よ
る
模
写
︶

﹁
藤
貞
／
之
印
﹂
︵
陽
刻
方
印
︑
白
抜
き
文
字
︑
墨
に
よ
る
模
写
︶

﹁
伯
固
／
氏
﹂
︵
陽
刻
方
印
︑
墨
に
よ
る
模
写
︶

周
文
之
囿
︑
方
七
十
里
︑
民
以
為
小
焉
︒
斉
宣
之
囿
︑
方
四
十
里
︑
民
以
為

大
焉
︒
所
以
如
何
者
︒
楽
天
与
楽
己
也
︒
今
夫
開
園
︑
所
以
述
意
︑
思
不
以
二

者
間
推
之
︑
得
困
知
勉
行
之
養
也
︒
余
保
封
疆
︑
教
育
士
民
︑
不
可
不
徽
五
典
︑

正
九
経
︑
由
建
極
︒
雖
然
学
文
不
敏
︑
臨
事
昏
然
矣
︒
唯
存
敬
畏
︑
思
格
知
︑

斉
礼
求
仁
︑
欲
安
士
民
︒

然
而
所
修
己
︑
不
由
之
乎
︒
語
曰
︑
修
己
以
安
百
姓
︑
尭
舜
其
猶
病
諸
︒
至

哉
︑
此
言
︒
難
哉
︑
此
道
︒
嗚
呼
︑
庶
幾
得
其
万
一
施
家
国
也
︒
何
道
云
︒
何

徳
云
︒
庸
所
謂
達
道
者
︑
所
共
由
而
稟
性
於
天
也
︒
達
徳
者
︑
所
同
得
而
竭
力

於
己
也
︒
実
思
九
経
則
帰
一
也
︒
一
者
︑
仁
也
︒
仁
者
︑
性
也
︒
行
仁
者
︑
力

知
也
︒
知
者
︑
勇
也
︒
然
則
道
也
︑
徳
也
︒
力
行
而
不
学
文
者
︑
失
聖
賢
之
成

法
︒
而
何
知
事
理
之
当
然
乎
︒
吾
聞
之
︑
朱
晦
庵
孜
孜
不
已
︒
是
以
暇
日
学
文

義
︑
育
此
生
︑
以
存
孝
弟
慈
三
者
道
民
︑
則
竭
其
力
之
端
也
乎
︒

於
是
城
郭
之
西
搆
別
居
︑
而
号
観
頤
荘
︒
◦
取
易

所
謂
観
頤
之
義
︒
伝
曰
︑
推
養
之

義
︑
大
至
於
天
地
養
育
万
物
︑
聖
人
養
賢
以
及
万
民
︒
与
人
之
養
生
︑
養
形
︑

養
徳
︑
養
人
︑
皆
頤
養
之
道
也
︒
是
其
所
由
︑
而
是
其
所
養
也
︒

園
囿
之
間
︑
遠
邇
之
興
︒
山
嶂
列
西
北
︑
疇
田
連
東
南
︒
而
瞻
望
之
則
成
吟
︑

閑
行
之
則
成
養
︒
于
時
携
文
房
之
四
友
︑
欲
鍾
園
林
之
衆
奇
︑
量
之
陶
泓
︑
虚

然
而
不
語
︑
問
諸
陳
玄
︑
研
磨
而
不
応
︒
偕
言
者
︑
毛
穎
子
也
︒

湛
然
池
流
︑
灔
灔
瀲
瀲
︑
青
於
藍
︑
緑
染
指
︒
徐
仲
車
不
来
︑
其
吟
在
此
︒

因
称
灔
藍
池
︒
彼
臨
畳
岨
︑
異
株
奇
石
璘
◦
璘蒼

蒼
︒
欧
陽
何
有
佳
木
秀
繁
陰
也
︒

以
題
繁
陰
山
︒

於
此
以
山
水
起
衆
興
︑
尋
仁
智
︑
属
万
春
︒
毛
穎
以
紀
︑
楮
国
以
載
︒
越
望

山
間
︑
飛
泉
湧
出
︒
坡
老
所
謂
︑
擘
開
青
玉
峡
︑
飛
出
両
白
龍
︑
其
以
此
観
︒

則
言
玉
飛
龍
︑
不
宜
哉
︒
洲
畔
何
有
︒
有
翠
有
陰
︑
含
四
時
合
千
歳
︒
以
為
仙

洲
松
也
︒
百
尺
条
陰
合
︑
千
年
蓋
影
披
者
︑
非
李
嶠
之
看
乎
︒

漸
下
山
︑
径
繞
水
石
︑
有
第
回
小
檻
︒
称
漣
曳
檻
︒
鯉
魚
活
潑
︑
漣
漪
曳
曳

矣
︒
有
岡
称
鳳
尾
岡
︒
枝
葉
青
青
者
︑鉄
蕉
也
︒
或
曰
鳳
尾
蕉
也
︒
因
以
名
之
︒
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彼
高
岡
乎
︑
不
鳴
亦
一
奇
也
︒

望
水
辺
則
枯
�
屈
盤
︑
其
形
似
逸
龍
之
躍
︒
以
名
済
旱
木
︒
蘇
公
有
詩
曰
︑

遷
作
甘
霖
済
旱
民
︑
龍
云
龍
云
飛
躍
云
乎
︒
済
民
之
化
︑
又
応
寓
于
此
︒
砌
搆

閣
︑
号
含
清
閣
︒
取
謝
霊
運
所
謂
山
水
含
清
暉
之
句
︒
蒼
蒼
之
影
︑
潺
潺
之
声
︑

可
以
愛
翫
︒
左
傍
水
涯
︑
偶
生
芝
草
︒
煌
◦
煌皣

皣
︑
而
非
群
卉
之
類
︒
嘗
聞
明
世

之
瑞
也
︒
漢
殿
重
茎
︑
作
芝
房
之
歌
︒
謝
庭
比
玉
︑
称
子
孫
之
秀
︒
因
名
玉
生

芝
︒
可
以
為
祥
︑
可
以
為
慶
︒

過
此
閣
︑
顧
古マ
マ

︵
右
︶
則
長
架
垂
枝
︑
藤
花
凝
紫
︒
一
片
紫
気
︑
欲
迎
李
老

君
︒
則
香
山
有
言
︑
引
蔓
出
林
樹
︑
垂
綸
覆
巣
鶴
者
︑
不
指
此
紫
英
乎
︒
以
之

賞
蔓
綸
藤
︒
臨
水
涯
有
小
屋
︑
号
漱
玉
窩
︒
陸
士
衡
所
謂
︑
飛
泉
漱
鳴
玉
者
︑

是
以
可
見
矣
︒

天
山
鍾
秀
︑
晴
霞
靄
靄
︒
館
址
崇
跡
︑
蒼
松
鬱
鬱
︒
今
津
横
連
長
堤
︑
遠
帆

拆
地
来
去
︒
龍
門
高
攅
緑
萃
︑
佳
月
分
林
升
照
︒
里
外
市
邇
︑
見
茆
簷
之
参
差
︒

野
田
疇
濶
︑
聞
賓
雁
之
嘹
唳
︒
砥
川
聳
翠
︑
夕
陽
相
映
︒
荘
村
連
穂
︑
農
夫
獲

蔵
︒
是
八
景
之
梗
概
︑
而
園
外
之
四
時
也
︒
観
物
之
理
︑
推
可
知
焉
︒

既
過
此
窩
︑
凝
遠
望
︑
則
深
山
鬱
鬱
︑
而
鳥
声
嚶
嚶
︒
所
謂
黄
鳥
止
于
丘
隅

者
乎
︒
以
名
止
鶯
山
︒
至
善
之
地
︑
在
人
不
知
︒
所
以
止
之
也
︒
可
以
感
観
矣
︒

過
小
径
︑
南
置
一
茶
店
︒
名
歇
渉
店
︒
佐
輔
曰
︑
独
訪
山
家
歇
還
渉
︒
来
遊

之
客
︑
到
此
由
暫
◦
憩息
也
︒
東
度
長
橋
︑
有
秀
楼
︒
号
真
意
楼
︒
仰
見
北
嶂
︑
俯

思
南
山
︑
此
間
有
真
意
︑
欲
辨
已
忘
言
︒
乃
取
陶
潜
之
意
︒
楼
辺
当
東
︑
又
結

茅
廬
︒
名
欲
辨
舎
︑
以
通
真
意
楼
︒
是
吾
欲
辨
佳
趣
之
謂
也
︒

楼
上
柱
壁
之
間
︑往
往
以
朽
木
枯
�
代
扁
額
︒
一
曰
見
牛
木
︒
因
其
面
相
類
︑

就
見
求
仁
之
謂
也
︒
二
曰
蟠
龍
木
︒
因
其
形
相
似
︑
可
以
察
変
化
︒
三
曰
常
山

霊
︒
象
首
尾
相
救
︑
可
以
論
文
理
︒
四
曰
観
瀾
�
︒
因
其
紋
相
斉
︑
可
以
覚
本

末
︒
五
曰
霊
洞
榸
︒
因
其
中
虚
︑
可
以
察
仙
遊
︒
事
雖
寓
言
︑
又
非
無
所
由
也
︒

而
四
望
則
背
岳
抽
北
︑
積
雪
清
眸
︒
温
泉
横
南
︑
蒸
煙
凝
望
︒
多
良
霧
斜
︑

掩
映
于
西
南
之
間
︒
西
疇
万
頃
︑
碁
布
綺
分
︑
稲
梁
連
雲
︑
感
民
事
之
労
︒
曲

江
四
遶
︑
如
練
如
縠
︒
長
橋
横
流
︑
擬
龍
比
虹
︒
至
若
前
池
溶
溶
︑
朗
月
澄
清
︒

湾
渓
湲
湲
︑
桃
花
染
浪
︒
堆
岩
近
砌
︑
忽
驚
飛
泉
濺
沫
︒
沙
場
開
衢
︑
時
見
講

馬
半
漢
︒
春
則
花
塢
織
錦
︑
仮
若
蘭
機
︒
秋
則
楓
樹
飄
紅
︑
停
杜
牧
車
︒
層
阜

分
径
︑
仙
蹤
応
尋
︒
野
水
泛
舟
︑
清
浅
欲
渡
︒
廬
畔
金
井
︑
不
朽
不
濁
︒
糸
桜

長
垂
︑
欲
代
短
綆
︒
恵
山
不
遠
︑
建
渓
在
此
︒
味
芳
賞
茗
︑
何
不
汲
清
乎
︒
杳

院
隔
郭
︑
鳬
鐘
伝
声
︒
正
卯
酉
呂
律
之
時
︑
惜
風
花
雪
月
之
興
︒
是
則
楼
上
之

十
五
事
︑
而
園
中
之
雅
望
也
︒
六
義
之
風
︑
推
可
辨
焉
︒

下
此
楼
︑
引
杖
進
屨
︑
逍
遙
而
経
数
程
︑
北
搆
八
仙
堂
︒
以
南
極
主為
◦
︒
古
曰
︑

国
家
盛
治
︑
則
南
極
見
矣
︒
祥
風
瑞
霞
︑
如
躋
仁
寿
之
域
︒
西
有
茅
舎
︑
扁
曰

Á
班
︒
玉
川
子
茶
歌
所
謂
︑
Á
萊
山
︑
在
何
処
︒
嘗
茶
引
客
︑
為
催
班
之
場
︒

彼
見
霊
梅
︒
如
嶺
如
島
︑
如
扇
如
船
︒
随
看
異
興
︑
遂
以
釣
詩
︒
名
釣
詩
梅
︒
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胡
澹
庵
所
謂
︑
一
年
佳
処
早
梅
時
︑
勾
引
風
情
巧
釣
詩
者
︑
其
在
此
乎
︒
顧
堤

上
︑
則
稚
松
連
翠
︑
含
月
姿
︑
帯
煙
格
︒
眉
山
所
謂詩

︑
坐
待
双
龍
蛇
︑
清
陰
満

南
階
者
︑
愛
其
稚
松
乎
︒
以
称
龍
陰
堤
︒
期
百
尺
︑
約
千
歳
︒

廻
小
径
︑
北
有
一
盧
︒
曰
団
香
盧
︒
茅
宇
団
団
︑
而
庭
石
門
戸
亦
然
矣
︒
明

月
之
団
乎
︑
明
珠
之
団
乎
︒
曰
設
龍
鳳
団
也
︒
梅
聖
兪
曰
︑
団
香
已
入
中
都
府
︒

以
府
代
盧
︑
不
又
雅
乎
︒

過
此
︑
路
回
境
異
︒
而
別
有
一
径
︑
入
興
慶
野マ
マ

︵
墅
︶
︒
效
唐
之
興
慶
池
︑
種

牡
丹
数
品
︒
黄
也
紫
也
︑
入
魏
入
姚
︒
引
天
香
︑
愛
国
色
︒
因
以
名
墅
︒
粤
有

門
︑
扁
五
柳
門
︒
看
牡
丹
之
艶
麗
︑
対
楊
柳
之
軽
盈
︑
則
洛
陽
之
栄
︑
彭
沢
之

風
︑
一
園
易
地
︑
千
歳
同
趣
︒
無
心
雲
起
︑
有
声
鳥
帰
︒
所
以
園
日
渉
寓
意
也
︒

既
而
繞
曲
径
︑
囲
門
牆
︑
造
建
至
聖
殿
︒
素
営
城
苑
之
内
︑
二
丁
祭
儀
︑
厚

薦
蘋
蘩
︒
然
以
郭
裏
狭
隘
︑
遷
尊
殿
於
此
︒
不
敢
園
囿
之
観
︑
所
以
仰
邦
家
之

祥
也
︒
煥
乎
有
文
︑
厳
乎
有
威
︒
由
道
門
︑
声
振
門
︑
稽
首
拝
手
而
過
︒
傍
搆

長
廊
︑
納
倭
漢
之
籍
︒
漢
庫
名
芸
暉
閣
︑
倭
庫
号
随
択
府
︒
�
墨
神
仙
︑
道
家

Á
萊
︑
観
千
古
於
今
日
者
乎
︒

過
此
︑
逍
遙
散
歩
之
間
︑
有
恢
楠
木
之
陰
︒
枝
葉
繁
鬱
︑
傍
之
寄
寓
︒
号
濃

陰
雰
︒
嘗
聞
諸
王
轂
満
地
濃
陰
懶
前
去
者
︑
其
在
于
此
乎
︒

又
入
一
境
︑
有
妙
相
堂
︒
安
置
於
普
陀
之
像
︒
顧
厥
境
裏
︑
営
羅
漢
堂
︒
是

中
華
之
石
像
也
︒
非
必
崇
異
端
︑
任
民
俗
之
仰
敬
也
︒
書
曰
︑
天
矜
于
民
︑
民

所
欲
︑
天
必
従
之
︒
由
之
思
︑
是
亦
自
勧
善
懲
悪
之
道
也
︒

一
歩
一
顧
︑
繞
水
涯
︑
有
高
楼
︒
名
雲
捧
楼
︒
取
王
平マ
マ

︵
介
︶
甫
之
雲
捧
楼
台

出
天
上
之
句
︒
四
顧
茫
茫
︑
眼
界
高
豁
︒
近
望
王
子
之
瑞
籬
︑
仰
神
霊
之
和
光
︒

大
樋
連
村
︑
秀
穂
多
秋
︒
暘
若
雨
若
︑
農
夫
抃
野
︒
風
煙
靄
靄
︑
禾
黍
離
離
︒

指
村
於
末
次
︑
引
望
於
旦
昏
︒
八
田
凝
眸
︑
青
松
亭
亭
︑
無
春
無
秋
︑
見
翠
雲

之
連
︒
舞
鶴
鳴
和
︑
欲
繙
毛
詩
︒
非
九
皐
︑
在
于
南
里
︒
祥
煙
瑞
霞
︑
徳
善
囲

院
︑
光
被
家
国
︑
応
護
千
秋
︒
稲
佐
山
遠
︑
引
雲
帯
煙
︒
愛
残
月
之
嬋
娟
︑
欲

尋
詩
境
之
幽
玄
︒
瞻
彼
寺
井
︑
滄
海
渺
茫
︑
天
晴
則
近
入
吟
眸
︒
Á
乎
瀛
乎
︑

思
茲
在
茲
︒
遠
帆
何
処
︑
早
津
舟
浮
︒
西
征
東
帰
︑
来
◦
去不

稀
︒
寄
楼
上
之
望
︑

思
篷
底
之
看
︒
橐
尾
聳
西
︑
留
夕
陽
之
斜
影
︑
惜
万
景
之
熹
微
︒
朝
旭
煕
煕
︑

自
遠
自
高
︒
風
雲
変
態
︑
阿
蘇
幘
︵
噴
カ
︶
東
︒
皆
是
遠
邇
壮
観
︑
而
景
拾
十

一
︑
興
含
千
百
︒

漸
下
此
楼
︑
有
径
有
流
︒
搆
竹
圏
︑
育
異
域
之
奇
獣
︒
語
曰
︑
為
司
職
吏
︑

畜
蕃
息
者
︑
聖
徳
之
厚
︑
益
可
感
︒
因
扁
◦
蕃育

之
字
︑
寓
其
愛
心
焉
︒

既
去
此
︑
一
水
一
橋
︑
有
亭
号
窺
牆
︒
亭
以
隣
聖
殿
︑
欲
窺
数
仞
之
牆
︒
繞

廊
有
玉
鈎
観
︒
仙
宮
雲
箔
捲
︑
露
出
玉
簾
鈎
者
︑
盧
仝
之
謂
也
︒
以
之
名
之
︒

傍
築
月
榭
︒
所
以
望
朗
月
也
︒
座
傍
披
幌
︑
書
抱
明
榭
之
字
︒
坡
老
所
謂
︑

抱
明
月
之
興
︑
長
観
于
此
者
乎
︒
又
象
月
姿
︑
画
白
兎
︑
囲
以
桂
樹
︒
団
欒
之

影
︑
扶
疎
之
陰
︒
穿
枝
借
呉
剛
之
斧
︑
隔
戸
窺
蟾
宮
之
象
︒
嘗
聞
︑
翟
乾
祐
以
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水
精
為
月
︑
刻
瑤
為
兎
︒
神
仙
之
跡
︑
非
無
由
也
︒
�
墨
之
術
︑
可
以
托
焉
︒

此
亭
之
園
裏
︑
設
一
鐘
楼
︒
非
知
漏
刻
之
謂
而
已
︒
古
曰
︑
君
子
鑠
金
為
鐘
︑

四
時
九
乳
︒
是
以
撞
鐘
︑
声
調
則
君
道
得
也
︒
豈
翅
虚
設
也
哉
︒
於
此
誌
銘
併

序
曰
︑
宇
宙
之
造
化
︑
万
物
之
動
静
︑
唯
在
九
乳
響
音
之
中
︒
至
若
春
来
花
馨
︑

則
想
能
因
之
山
寺
暮
天
︑
秋
候
月
寒
︑
則
逑
張
説
之
舂
陵
静
夜
︑
以
遊
臨
斯
茶

店
︑
而
聴
呂
刻
律
時
之
点
籌
不
借
人
力
以
巧
撞
之
︒
即
是
余
保
丹
精
︑
養
丹
心
︑

而
為
慰
遊
人
也
︒
銘
曰
︑
鄭
公
抱
徳
︑
鳬
氏
製
形
︑
園
囿
千
歳
︑
長
視
長
聴
︒

繫
歳
是
壬
午
之
冬
也
︒
顧
銘
則
不
肖
子
也
︒

既
而
過
林
径
︑
有
竹
含
風
︑
非
簫
非
瑟
︒
尋
賦
於
此
君
軒
︑
称
名
於
風
簫
檐
︒

閑
而
雅
也
︑
雅
而
有
音
︒
茅
廊
緩
回
︑
竹
檻
長
連
︒
珍
禽
比
棲
︑
羽
儀
相
映
︒

素
自
異
域
伝
来
︒
有
和
鳴
之
扁
額
︒
今
得
異
禽
︑
幸
而
掲
此
軒
︒
偶
然
而
有
和

鳴
之
歓
者
也
︒
又
傍
集
扶
桑
之
禽
鳥
︑
顔
愛
棲
之
字
︒
以
愛
其
棲
之
謂
也
︒
非

公
冶
長
︑
何
通
其
語
︒
非
王
子
猷
︑
何
知
其
楽
︒

側
有
亭
︑
呼
代
璋
弄
︒
其
物
弾
丸
之
戯
也
︒
似
戯
有
由
︒
詩
不
言
乎
︑
男
子

生
則
弄
璋
︒
以
比
其
徳
也
︒
余
有
小
姫
︒
徳
教
之
道
︑
不
可
隔
也
︒
代
璋
使
弄

之
︒
徳
寿
者
天
之
所
申
也
︒
可
不
思
哉
︒

皆
是
荘
園
之
風
物
︑
而
所
以
養
生
︑
養
徳
也
︒
何
擬
周
文
之
囿
哉
︒
何
由
斉

宣
之
楽
哉
︒
顧
夫
頤
之
義
︑
至
矣
︑
尽
矣
︒
語
大
則
天
地
育
物
之
事
也
︒
語
小

則
園
囿
養
心
之
要
也
︒
辨
徳
性
速
会
得
︑
辨
道
教
敏
既
行
︒
花
木
之
理
︑
可
推

而
観
文
質
︒
禽
鳥
之
声
︑
可
推
而
感
楽
和
︒
水
流
不
測
︑
可
推
而
知
含
洪
︒
山

岳
厚
重
︑
可
推
而
求
仁
寿
︒
於
此
得
所
養
生
︑
則
得
所
事
長
︑
得
所
事
長
︑
則

得
所
恵
民
︒
然
則
論
頤
之
義
雖
至
︑
庶
于
観
頤
乎
︒
遂
以
名
荘
居
︑
自
識
︒

元
禄
壬
午
仲
冬
之
日

肥
侯
拾
遺
補
闕
藤
貞
伯
固

致
徳
斎
主
人
摭
景
逑
言
焉

印
記

略
︵﹁
解
題
﹂
を
参
照
︶

｢
観
頤
荘
記
﹂
附
録
編

︻
口
絵
賛
︼
易
曰
︑
観マ
マ

頤
︑
貞
吉
︒
彖
曰
︑
観
其
所
養
也
︑
天
地
養
万
物
︑
聖

人
養
賢
以
及
万
民
︑
頤
之
時
大
矣
哉
︒

︻
題

字
︼
｢推
義
拾
英
編
﹂

致
徳
斎
篆

関
防
印
﹁
致
徳
斎
﹂
︵
陽
刻
方
印
︑
白
抜
き
文
字
︑
墨
に
よ
る
模
写
︶

落
款
印

｢肥
前
侯
／
拾
遺
補
／
闕
之
印
﹂
︵
陽
刻
方
印
︑
墨
に
よ
る
模
写
︶

｢藤
貞
／
之
印
﹂
︵
陽
刻
方
印
︑
白
抜
き
文
字
︑
墨
に
よ
る
模
写
︶

｢伯
固
／
氏
﹂
︵
陽
刻
方
印
︑
墨
に
よ
る
模
写
︶
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観
頤
荘
︹
城
西
別
荘
名
︺

易
曰
︑
観
頤
︒
伝
曰
︑
推
養
之
義
︑
大
至
於
天
地
養
育
万
物
︑
聖
人
養

賢
以
及
万
民
︒
与
人
之
養
生
︑
養
形
︑
養
徳
︑
皆
頤
養
之
道
也
︒

灔
藍
池
︹
荘
居
之
前
池
也
︺

徐
仲
車
詩
︑
青
於
藍
︑
緑
染
指
︑
瀲
瀲
灔
灔
天
尽
頭
︒

繁
陰
山
︹
荘
第
之
南
山
也
︺

欧
陽
子
亭
記
︑
佳
木
秀
繁
陰
也
︒

玉
飛
龍
︹
繁
陰
山
之
岩
畔
有
飛
泉
︺

東
坡
詩
︑
擘
開
青
玉
峡
︑
飛
出
両
白
龍
︒

仙
洲
松
︹
繁
陰
山
麓
洲
畔
有
松
︺

綦
毋
潜
詩
︑
仙
郎
偏
好
道
︑
鑿
沼
︵
象
︶
瀛
洲
︒

止
鶯
山
︹
当
繁
陰
山
之
東
︑
相
邀
︺

詩
曰
︑
︵
綿
蛮
︶
黄
鳥
︑
止
于
丘
隅
︒

漣
曳
檻
︹
繁
陰
山
後
︑
南
存
第
︒
有
池
︑
鯉
魚
活
溌
︒
廻
之
以
檻
︺

杜
甫
詩
︑
清
漣
曳
水
衣
︒

含
清
閣
︹
傍
水
涯
︑
搆
山
畔
︺

謝
霊
運
詩
︑
山
水
含
清
暉
︒

鳳
尾
岡
︹
当
含
清
閣
前
︑
有
岡
︑
栽
蘇
鉄
︺

潜
確
類
書
曰
︑
鉄
蕉
︑
一
曰
鳳
尾
蕉
︒

済
旱
木
︹
朽
木
類
龍
︑
以
造
脩
之
︑
令
蟠
于
鳳
尾
岡
之
辺
︺

東
坡
詩
︑
遷
作
甘
霖
済
旱
民
︒

玉
生
芝
︹
止
鶯
山
之
麓
︑
今
茲
秋
︑
霊
芝
初
生
︑
曄
于
水
涯
︺

謝
安
曰
︑
子
弟
譬
如
芝
蘭
玉
樹
生
於
階
庭
︒

蔓
綸
藤
︹
含
清
閣
之
西
南
︑
望
紫
於
漱
玉
窩
之
間
︺

白
楽
天
詩
︑
引
蔓
出
林
樹
︑
垂
綸
覆
巣
鶴
︒

漱
玉
窩
︹
臨
水
涯
築
窩
︒
窩
中
之
瞻
望
︑
拾
八
景
︺

陸
士
衡
詩
︑
飛
泉
漱
鳴
玉
︒

題
壁
八
景

天
山
晴
霞

当
西
北
之
間
︑
有
天
山
︒
霞
晴
則
遠
見
孱
顔
︑
靄
◦
靄蒼

蒼
︒
因
為
奇
観
︒

館
址
蒼
松

旧
館
之
址
︑
千
株
之
松
︑
崇
崇
蒼
蒼
︑
覧
古
視
今
︒
以
為
西
阡
之
勝
景
︒

龍
門
升
月

龍
門
山
当
東
︑
俗
呼
云
宝
琳
院
︒
佳
月
分
翠
陰
︑
升
林
端
︒
以
為
望
月

之
美
観
︒
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今
津
遠
帆

今
津
西
折
︑
横
連
雲
樹
︒
隔
岸
遙
見
風
帆
之
来
去
︒

里
外
茅
檐

西
経
数
程
︑
有
里
外
市
︒
望
茅
檐
之
参
差
︑
見
商
賈
之
来
往
︒

野
田
賓
雁

野
田
千
疇
︑
賓
雁
嘹
唳
︒
望
村
家
︑
感
秋
風
︒

砥
川
夕
陽

砥
川
山
当
西
︑
翠
屏
雲
開
︒
夕
陽
影
落
︑
可
以
寄
吟
望
︒

荘
村
農
夫

遠
望
西
疇
︑
有
村
称
本
荘
︒
秀
穂
連
雲
︑
農
夫
獲
蔵
︒

歇
渉
店
︹
過
漱
玉
窩
︑
憩
于
真
意
楼
之
間
︺

長
孫
佐
輔
詩
曰
︑
独
訪
山
家
歇
還
渉
︒

真
意
楼
︹
秀
于
荘
居
之
東
南
︺

陶
潜
詩
︑
山
気
日
夕
佳
︑
飛
鳥
相
与
帰マ
マ

︒
此
間マ
マ

有
真
意
︑
欲
辨
已
忘
言
︒

楼
中
�
木
︑
号
五
珍
︑
曰

見
牛
木朽

木
︒
其
面
類
牛
︑
取
見
牛
之
仁
術
︑
以
名
之
︒

蟠
龍
木朽

木
︒
其
形
似
龍
︑
以
名
之
︒

常
山
霊枯

�
︒
比
常
山
之
蛇
也
︒

観
瀾
W�

蔂
︒
貫
綴
而
似
波
紋
︑
以
名
焉
︒

霊
洞
榸朽

木
︒
以
空
虚
名
之
︒

楼
中
題
壁
十
五
景

背
岳
積
雪

背
振
山
者
︑
辨
天
之
霊
区
也
︒
冠
冕
衆
山
︑
光
被
九
州
︒
神
威
万
祥
︑

積
雪
千
秋
︒
因
贍
仰
于
此
︒
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温
泉
蒸
煙

温
泉
山
者
︑
南
方
之
一
奇
観
︒
而
靄
煙
如
蒸
︑
勢
呑
雲
夢
︒
万
岳
非
無

煙
也
︒
十
手
所
指
也
︒

多
良
翠
霧

多
良
嶽
︑
出
于
西
南
之
間
︒
崢
嶸
縹
緲
︑
而
見
遠
霧
於
翠
微
之
表
耳
︒

曲
江
龍
橋

園
中
有
盤
曲
之
江
︒
長
橋
横
流
︑
偃
形
如
龍
︒
往
来
之
園
客
︑
無
不
由曲

之
︒
因
以
称
之
︒

平
原
花
塢

花
塢
織
錦
︑
原
野
布
緑
︒
遊
此
境
︑
則
忘
在
園
庭
之
裏
︑
如
出
平
原
之

外
也
︒

前
池
澄
月

池
在
荘
居
之
前
︒
水
之
清
可
鑑
︑
月
之
澄
応
弄
︒
同
気
相
求
之
謂
在
于

此
︒

湾
渓
桃
花

湾
渓
繞
園
︑
桃
花
挟
流
︒
望
翠
靄
入
紅
雲
︑
以
為
一
境
之
勝
也
︒

堆
岩
飛
泉

堆
岩
之
際
︑
飛
泉
湧
出
︒
瀝
瀝
泠
泠
︑
而
噴
玉
分
翠
︒
騒
客
行
人
︑
憩

留
于
此
︒

沙
場
講
馬

園
径
之
傍
︑
有
一
道
之
平
沙
︒
以
為
講
馬
之
場
︒

層
嶺
仙
径

嶺
回
路
転
︑
層
翠
送
青
︒
遊
于
此
︑
則
如
出
塵
寰
︑
尋
仙
蹤
也
︒

廻
岸
楓
樹

回
岸
皆
楓
也
︒
荘
園
之
一
奇
︑
而
聊
比
楚
岸
之
錦
也
︒

西
疇
観
稼

園
外
蒼
蒼
者
︑
禾
稼
也
︒
望
万
頃
之
西
疇
︑
思
民
事
之
¿
労
︒
不
取
其

興
︑
取
其
恵
︒
題
不
忘
也
︒

桜
下
金
井

桜
辺
有
井
︒
其
花
垂
糸
︑
其
水
浮
緑
︑
両
般
相
映
︒
以
名
之
︒

野
渡
泛
舟

野
水
清
浅
︑
有
渡
有
舟
︑
泛
然
如
待
行
客
︒
以
寓
雅
興
︒

杳
院
漏
鐘

園
外
院
遠
︑
而
聞
漏
鐘
之
声
︑
看
雲
樹
之
村
︒
以
惜
其
興
︑
題
焉
︒

欲
辨
舎
︹
真
意
楼
傍
之
茅
舎
也
︺

陶
潜
詩
︑
欲
辨
已
忘
言
︒
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八
仙
堂置

八
仙
人
之
像
︒
以
南
極
為
主
︒

�
班
︹
八
仙
堂
西
境
之
小
店
也
︒
以
為
園
行
待
班
之
所
︺

玉
川
茶
歌
︑
Á
萊
山
︑
在
何
処
︒

釣
詩
梅
︹
偃
梅
似
船
︑
横
于
Á
班
之
傍
︺

胡
澹
庵
詩
︑
一
年
佳
処
早
梅
時
︑
勾
引
風
情
巧
釣
詩
︒

龍
陰
堤
︹
堤
松
並
翠
︑
在
Á
班
之
前
野
︺

東
坡
詩
︑
坐
待
双
龍
蛇
︑
清
陰
満
南
階
︒

団
香
廬
︹
荘
居
之
坤
隅
之
野
︑
築
一
廬
︒
茅
宇字

門
戸
団
欒
︒
以
名
之
︺

梅
聖
兪
茶
詩
︑
団
香
已
入
中
都
府
︒

興
慶
墅
︹
当
観
頤
荘
之
東
南
︑
隔
門
牆
︑
開
別
墅
︺

唐
開
元
中
︑
種
牡
丹
於
興
慶
池
東
︑
沈
香
亭
前
︒
今
種
牡
丹
︑
以
名
墅
︒

五
柳
門植

五
株
之
柳
︑
開
径
︑
以
設
門
於
興
慶
墅
︑
借
陶
潜
門
柳
之
旧
名
︒

至
聖
殿在

興
慶
墅
之
中
︒
別
囲
一
場
︑
有
内
外
之
重
門
︒

声
振
門
︹
内
門
︺

孟
子
曰
︑
孔
子
之
謂
集
大
成
也
者
︑
金
声
而
玉
振
也
︒

由
道
門
︹
外
門
︺

論
語
曰
︑
誰
能
出
不
由
戸
︑
何
莫
由
斯
道
也
︒

芸
暉
閣
︹
漢
庫
︒
搆
聖
殿
之
後
径
︺

杜
陽
編
曰
︑
元
載
造
芸
暉
堂
︑
用
芸
暉
草
塗
壁
︒

随
択
府
︹
倭
庫
︒
回
長
廊
︑
通
漢
庫
︺

古
今
序
曰
︑
随
民
之
欲
︑
択
士
之
才
︒

濃
陰
旭
︹
倚
洪
榎
樹
︑
設
茅
軒
︒
渉
園
︑
憩
于
此
︺

王
轂
詩
︑
満
地
濃
陰
懶
前
去
︒

妙
相
堂安

置
于
観
音
之
像
︒
隔
聖
殿
︑
有
一
境
也
︒

羅
漢
堂在

妙
相
堂
之
傍
︒
中
華
之
石
彫
也
︒

雲
捧
楼
︹
森
于
観
頤
荘
之
東
南
︒
扁
十
一
景
︺

王
介
甫
詩
︑
雲
捧
楼
台
出
天
上
︒

楼
中
之
十
一
景
題
壁

王
子
瑞
籬

楼
前
︑
隔
数
十
弓
︑
望
王
子
宮
於
巽
隅
︒
昭
瑞
籬
︑
長
仰
和
光
︒
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大
樋
抃
農

大
樋
村
南当
◦
︒
近
見
農
夫
之
耕
︑
聞
抃
野
之
歓
︒

末
次
杳
煙

南
隔
数
程
︑
有
末
次
村
︒
茅
宇
難
分
︑
望
風
煙
之
靄
靄
矣
︒

八
田
連
松

八
田
村
当
巽
︑
長
堤
連
翠
︒
見
青
松
之
亭
亭
︑
愛
春
秋
之
蒼
蒼
︒

南
里
舞
鶴

南
里
之
邑
︑
在
東
北
之
間
︒
其
地
寛
閑
︑
而
舞
鶴
相
攸
和
鳴
︒
以
之
為

佳
境
也
︒

徳
善
霊
森

徳
善
院
者
︑
家
国
応
護
之
場
也
︒
且
有
神
霊
之
瑞
験
︒
以
仰
万
秋
︑
瞻

望
霊
森
︒

稲
佐
残
月

稲
佐
山
聳
西
︒
留
残
月
︑
引
暁
雲
︒
以
添
詩
境
之
餘
懐
︒

寺
井
晴
滄

寺
井
当
東
南
之
間
︑
天
水
一
色
也
︒
雲
晴
則
滄
波
渺
茫
︑
近
入
吟
眸
︒

早
津
遠
帆

早
津
与
寺
井
相
並
異
興
︒
雲
樹
之
間
︑
遠
指
風
帆
︑
以
為
美
観
︒

橐
尾
夕
照

橐
尾
山
聳
西
︒
夕
陽
留
影
︑
山
色
入
楼
︒

阿
蘇
朝
暉

阿
蘇
山
当
東
︒
遠
指
肥
後
︑
楼
上
引
望
︑
異
地
同
興
︒
翠
煙
暉
暉
︑
以

賓
出
日
︒

蕃
育
園
︹
設
竹
圏
︑
育
異
域城

之
珍
獣
︑
掲
蕃
育
之
額
︺

語
曰
︑
為
司
職
吏
︑
畜
蕃
息
︒

窺
牆
亭
︹
此
亭
以
隣
聖
殿
名
之
也
︺

語
曰
︑
夫
子
之
牆
︑
数
仞
也
︒

鐘
楼
︹
在
窺
牆
亭
之
園
裏
森
鬱
︺

玉
鈎
観
︹
廻
廊
通
于
窺
牆
亭
︺

盧
仝
詩
︑
仙
宮
雲
箔
捲
︑
露
出
玉
簾
鈎
︒

抱
明
榭
︹
玉
鈎
観
之
傍
︑
築
月
榭
台
︒
榭
不
設
壁
︒
故
隷
于
鈎
観
之
西
戸
︺

赤
壁
賦
︑
抱
明
月
長
終
︒

風
簫
檐
︹
搆
窺
牆
亭
之
北
面
︒
又
檐
外
有
竹
林
︺

此
君
軒
賦
曰
︑
有
風
動
竹
︑
聞
簫
瑟
之
声
︑
欣
然
忘
食
︒

愛
棲
軒
︹
属
風
簫
檐
之
傍
︒
棲
倭
邦
之
禽
鳥
︺

劉
長
卿
詩
︑
主
人
庭
中
蔭
喬
木
︑
愛
此
清
陰
欲
棲
宿
︒
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龢
鳴
︹
愛
異
域
之
禽
之
堂
也
︒
故
傚
中
華
之
家
図
︑
修
造
之
︒
幸
得
唐
製
之
額
︑
有

和
鳴
之
字
︑
掲
之
称
之
︺

劉
斌
詩
︑
春
林
已
自
好
︑
時
鳥
復
和
鳴
︒

代
璋
弄
︹
置
夷
狄
遊
翫
之
器
︺

詩
曰
︑
男
子
生
則
弄
之
璋
︒
此
亭
有
自
異
域
伝
来
弾
丸
︒
取
弄
璋
之
義

代
之
︑
名
焉
︒

窺
経
史
之
堆
者
︑
提
其
要
焉
︒
過
園
林
之
繁
者
︑
拾
其
芳
焉
︒
観
頤
荘
者
︑

城
西
之
別
居
也
︒
園
囿
非
大
︑
台
閣
非
美
︒
愛
山
水
而
不
止
山
水
︑
玩
花
木
而

不
偏
花
木
︒
適
心
而
吟
︑
養
心
而
観
︒
逍
遙
緩
歩
之
間
︑
記
成
一
軸
︒
嗚
呼
︑

才
探
斗
筲
︑
詞
纂
瓦
礫
︑
如
樗
散
之
大
︑
如
荊
棘
之
繁
︒
巻
而
成
堆
︑
開
而
¿

見
︑
使
読
者
難
過
︑
使
吟
者
不
辨
︒
於
此
拾
品
題
︑
附
小
録
︒
冀
得
騒
人
韻
士

賞
詠
之
︑
潤
色
之
︑
助
頤
養
於
藝
術
︑
添
歓
声
於
林
泉
也
︒

元
禄
壬
午
仲
冬
之
日

肥
侯
拾
遺
補
闕
藤
貞
伯
固

致
徳
斎
主
人
摘
英
自
録

印
記
︵
な
し
︶

21





訓

読

編



｢
観
頤
荘
記
﹂
本
編

︻
口
絵
賛
︼
頤い

︵
１
︶

の
上
九(
２
)

に
曰
く
︑
﹁
大た
い

川せ
ん

を
渉わ
た

る
に
利よ
ろ

し
﹂(３
)

と
︒
象
し
ょ
う

(４
)

に
曰
く
︑

﹁
厲あ
や

う
け
れ
ど
も
吉
な
り
︒
大
い
に
慶
よ
ろ
こ

び
あ
る
な
り
﹂(５
)

と
︒
伝(６
)

に

曰
く
︑﹁
伊い

尹い
ん

︵
殷
の
名
宰
相
︶
・
周
し
ゅ
う

公こ
う

︵
周
公
旦
︑
周
の
執
政
︶
の

如
き
は
︑
何
ぞ
嘗か
つ

て
兢
つ
つ
し

み
勤つ
と

め
ざ
ら
ん
や
﹂(７
)

と
︒

︻
題

字
︼
｢
観か
ん

頤い

荘そ
う

に
義
を
推
す
﹂

致ち

徳と
く

斎さ
い

篆て
ん

す

印
記

略
︵
翻
字
編
を
参
照
︶

周
し
ゅ
う

文ぶ
ん

︵
周
の
文
王
︶
の
囿ゆ
う

︵
御ぎ
ょ

苑え
ん

︶
は
︑
方
︵
四
方
︶
七
十
里(８
)

な
る
も
︑
民
は

以
て
小
と
為
す
︒
斉せ
い

宣せ
ん

︵
斉
の
宣
王
︶
の
囿
は
︑
方
四
十
里
な
る
も
︑
民
は
以
て

大
と
為
す
︒
如い

何か

な
る
所
以

ゆ
え
ん

ぞ
︒
天
を
楽
し
む
と
己
を
楽
し
む
と
な
り(９
)

︒
今
︑

夫そ

れ
園
を
開
き
て
︑
意
を
述
ぶ
る
所
以
は
︑
二
者
の
間
を
以
て
之
れ
を
推
さ
ず
︑

困こ
ん

知ち

勉べ
ん

行こ
う
(
10
)

の
養
を
得
ん
こ
と
を
思
え
ば
な
り
︒
余

封ほ
う

疆
き
ょ
う

︵
国
土
︶
を
保
ち
︑
士

民
︵
士
と
民
︶
を
教
育
せ
ん
に
は
︑
五ご

典て
ん
(
11
)

を
徽よ

し
と
し
︑
九
き
ゅ
う

経け
い
(12
)

を
正
し
︑
由
り

て
極
を
建
て(
13
)

ざ
る
べ
か
ら
ず
︒
然し
か

り
と

雖
い
え
ど

も
文
を
学
び
て
敏び
ん

な
ら
ず
︑
事
に

臨
み
て
昏こ
ん

然ぜ
ん

た
り
︒
唯た

だ
敬け
い

畏い

︵
畏
敬
︶
を
存
し
︑
格か
く

知ち
(14
)

を
思
い
︑
礼
を
斉
と
と
の

え

仁
を
求
め
て
︑
士
民
を
安や
す

ん
ぜ
ん
と
欲
す
︒

然し
か

り
而
し
こ
う

し
て
己
を
修
む
る
所
︑
之
れ
に
由よ

ら
ず
や
︒
語
︵﹃
論
語
﹄︶
に
曰
く
︑

﹁
己
を
修
め
て
以
て
百
ひ
ゃ
く

姓せ
い

を
安や
す

ん
ず
る
は
︑
尭
ぎ
ょ
う

舜
し
ゅ
ん

も
其
れ
猶な

お
諸こ

れ
を
病や

め

り
﹂(15
)

と
︒
至
れ
る
か
な
︑
此こ

の
言
︒
難
い
か
な
︑
此
の
道
︒
嗚あ

呼あ

︑
庶こ
い

幾ね
が

わ
く

は
其
の
万
に
一
を
得
て
家
国
に
施
さ
ん
こ
と
を
︒
何
を
か
道
と
云
う
︒
何
を
か

徳
と
云
う
︒
庸
︵﹃
中
庸
章
句
﹄︶
の
所い
わ

謂ゆ
る

達た
つ

道ど
う

と
は
︑
共
に
由よ

る
所(16
)

に
し
て
性
を

天
に
稟う

く
る
な
り
︒
達た
つ

徳と
く

と
は
︑同と
も

に
得
る
所(17
)

に
し
て
力
を
己
に
竭つ

く
す
な
り
︒

実ま
こ
と

に
九
き
ゅ
う

経け
い

を
思
え
ば
則
ち
一
に
帰
す
る
な
り(18
)

︒
一
と
は
︑仁
な
り
︒
仁
と
は
︑

性
な
り
︒
仁
を
行
う
と
は
︑
知
る
な
り
︒
力つ
と

め
て
知
る
と
は
︑
勇
な
り(19
)

︒
然し
か

ら

ば
則
ち
道
な
り
︑
徳
な
り(20
)

︒
力り
っ

行こ
う

し
て
文
を
学
ば
ざ
れ
ば
︑
聖
賢
の
成
法
︵
模

範
︶
を
失
う
︒
而
し
こ
う

し
て
何
ぞ
事じ

理り

の
当
然
た
る
を
知
ら
ん
や(21
)

︒
吾わ

れ
之
れ
を

聞
く
︑
朱し
ゅ

晦か
い

庵あ
ん

︵
朱
熹
︶
は
孜し

孜し

と
し
て
已や

ま
ず
と
︒
是こ
こ

を
以
て
暇か

日じ
つ

に
文
義
を

学
び
︑
此こ

の
生
を
育
は
ぐ
く

み
て
︑
以
て
孝
・
弟
・
慈
の
三
者(22
)

を
存
し
て
民
を
道
み
ち
び

け

ば
︑
則
ち
其
の
力
を
竭つ

く
す
の
端
な
る
か
︒

是こ
こ

に
於
い
て
城
郭
の
西
に
別
居
を
搆か
ま

え
て
︑﹁
観か
ん

頤い

荘そ
う

﹂
と
号
す
︒
易
︵﹃
易

経
﹄︶
の
所い
わ

謂ゆ
る

﹁
観か
ん

頤い
(23
)

﹂
の
義
を
取
る
な
り
︒
伝
︵﹃
伊
川
易
伝
﹄︶
に
曰
く
︑﹁
推す
い

養よ
う

の
義
︑
大
い
な
る
こ
と
天
地
の
万
物
を
養
育
し
︑
聖
人
の
賢
を
養
い
て
以
て

万
民
に
及
ぼ
す
に
至
る
︒
人
の
養
生
︑
養
形
︑
養
徳
︑
養
人
と
と
も
に
︑
皆み

な

頤い

養よ
う

の
道
な
り
﹂(24
)

と
︒
是こ

れ
其
の
由よ

る
所
に
し
て
︑
是
れ
其
の
養
う
所
な
り
︒

園え
ん

囿ゆ
う

の
間
︑
遠え
ん

邇じ

︵
遠
近
︶
の
興
き
ょ
う

あ
り
︒
山さ
ん

嶂
し
ょ
う

は
西
北
に
列つ
ら

な
り
︑
疇
ち
ゅ
う

田で
ん

は
東
南
に
連つ
ら

な
る
︒
而
し
こ
う

し
て
之
れ
を
瞻せ
ん

望ぼ
う

す
れ
ば
則
ち
吟
を
成
し
︑
之
れ
を
閑か
ん
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行こ
う

す
れ
ば
則
ち
養
を
成
す
︒
時こ
こ

に
于お

い
て
文
房
の
四
友
を
携
え
︑
園
林
の

衆
し
ゅ
う

奇き

を
鍾あ
つ

め
ん
と
欲
し
て
︑
之
れ
を
陶と
う

泓お
う

︵
硯
︶
に
量は
か

る
も
︑
虚き
ょ

然ぜ
ん

と
し
て
語
ら

ず
︑
諸こ

れ
を
陳ち
ん

玄げ
ん

︵
墨
︶
に
問
う
も
︑
研け
ん

磨ま

し
て
応こ
た

え
ず
︒
偕と
も

に
言
う
者
は
︑
毛も
う

穎え
い

子し

︵
筆
︶
な
り
︒

湛た
ん

然ぜ
ん

た
る
池ち

流
り
ゅ
う

は
︑
灔え
ん

灔え
ん

瀲れ
ん

瀲れ
ん

と
し
て
︑
藍あ
い

よ
り
青
く
︑
緑
に
し
て
指
を
染そ

む
︒
徐じ
ょ

仲
ち
ゅ
う

車し
ゃ

は
来
た
ら
ざ
る
も
︑
其
の
吟

此こ

こ
に
在
り(25
)

︒
因よ

り
て
﹁
灔え
ん

藍ら
ん

池ち

﹂

と
称
す
︒
彼
か
し
こ

に
臨
む
畳
じ
ょ
う

岨し
ょ

︵
重
な
り
連つ
ら

な
る
岩
山
︶
︑
異い

株し
ゅ

︵
珍
し
い
木
︶
奇き

石せ
き

︵
珍
し
い
石
︶
璘り
ん

璘り
ん

蒼そ
う

蒼そ
う

た
り
︒
欧お
う

陽よ
う

︵
欧
陽
脩
︶
に
何
ぞ
﹁
佳か

木ぼ
く

秀ひ
い

で
て

繁は
ん

陰い
ん

あ
り
﹂(
26
)

と
有
る
や
︒
以
て
﹁
繁は
ん

陰い
ん

山ざ
ん

﹂
と
題
す
︒

此こ

こ
に
於
い
て
山さ
ん

水す
い

を
以
て
衆
し
ゅ
う

興
き
ょ
う

を
起
こ
し
︑
仁じ
ん

智ち

を
尋
ね
︑
万ば
ん

春
し
ゅ
ん

︵
と

こ
し
え
の
春
︶
を
属つ
づ

る
︒
毛も
う

穎え
い

︵
筆
︶
は
以
て
紀し
る

し
︑
楮ち
ょ

国こ
く

︵
紙
︶
は
以
て
載の

す
︒

山
間
を
越え
つ

望ぼ
う

す
れ
ば
︑
飛ひ

泉せ
ん

︵
瀑
布
︶
湧
き
出い

づ
︒
坡は

老ろ
う

︵
蘇
軾
︶
の
所い
わ

謂ゆ
る

︑﹁
青せ
い

玉ぎ
ょ
く

峡
き
ょ
う

を
擘さ

き
開
き
︑
飛
び
出
づ

両
白
龍
﹂(
27
)

と
は
︑
其
れ
此こ

れ
を
以
て
観
る
︒

則
ち
﹁
玉
ぎ
ょ
く

飛ひ

龍
り
ゅ
う

﹂
と
言
う
は
︑
宜む
べ

な
ら
ず
や
︒
洲
し
ゅ
う

畔は
ん

に
何
か
有
る
︒
翠
み
ど
り

有

り
陰か
げ

有
り
︑
四し
い

時じ

を
含
む
こ
と
千せ
ん

歳ざ
い

に
合
す
︒
以
て
﹁
仙せ
ん

洲
し
ゅ
う

松
し
ょ
う

﹂
と
為
す
な

り
︒
﹁
百
尺
に
し
て
条
じ
ょ
う

陰い
ん

合
し
︑
千
年
に
し
て
蓋が
い

影え
い

披ひ
ら

く
﹂
(28
)

も
の
︑
李り

嶠
き
ょ
う

の
看み

し
に
非
ず
や
︒

漸
よ
う
や

く
山
を
下
れ
ば
︑
径
こ
み
ち

水
石
を
繞め
ぐ

り
︑
第て
い

有
り
て
小
し
ょ
う

檻か
ん

を
回め
ぐ

ら
す
︒﹁
漣れ
ん

曳え
い

檻か
ん

﹂
と
称
す
︒
鯉り

魚ぎ
ょ

活か
っ

潑ぱ
つ

に
し
て
︑
漣れ
ん

漪い

曳え
い

曳え
い

た
り
︒
岡
有
り
て
﹁
鳳ほ
う

尾び

岡こ
う

﹂
と
称
す
︒
枝し

葉よ
う

の
青せ
い

青せ
い

た
る
は
︑
鉄て
っ

蕉
し
ょ
う

︵
蘇そ

鉄て
つ

︶
な
り
︒
或
い
は
﹁
鳳ほ
う

尾び

蕉し
ょ
う

﹂
と
曰
う
な
り
︒
因よ

り
て
以
て
之
れ
に
名
づ
く
︒
彼か

の
高こ
う

岡こ
う

た
る
や
︑
鳴
か

ざ
る
も
亦
た
一い
っ

奇き

な
り(29
)

︒

水
辺
を
望
め
ば
則
ち
枯こ

�か
つ

屈く
つ

盤ば
ん

し
て
︑
其
の
形

逸い
つ

龍
り
ゅ
う

の
躍お
ど

り
た
る
に
似

た
り
︒
以
て
﹁
済さ
い

旱か
ん

木ぼ
く

﹂
と
名
づ
く
︒
蘇
公
︵
蘇
軾
︶
に
詩
有
り
︑﹁
遷う
つ

り
て
甘か
ん

霖り
ん

を
作な

し

旱
ひ
で
り

の
民
を
済す
く

う
︑
龍
た
り

龍
た
り

飛
躍
す
る
と
い
う
﹂(30
)

と
曰
え

る
か
な
︒
済さ
い

民み
ん

の
化
︵
造
化
︶
も
︑
又ま

た
応ま
さ

に
此こ

れ
に
寓
す
べ
し
︒
砌
み
ぎ
り

に
閣
を

搆か
ま

え
︑﹁
含が
ん

清せ
い

閣か
く

﹂
と
号
す
︒
謝し
ゃ

霊れ
い

運う
ん

の
所い
わ

謂ゆ
る

﹁
山
水

清せ
い

暉き

を
含
む
﹂(31
)

の
句
よ

り
取
る
︒
蒼そ
う

蒼そ
う

た
る
影
︑
潺せ
ん

潺せ
ん

た
る
声
︑
以
て
愛あ
い

翫が
ん

す
べ
し
︒
左
に
水す
い

涯が
い

に
傍そ

い
︑
偶た
ま

た
ま
芝し

草そ
う

生
ず
︒
煌こ
う

煌こ
う

皣よ
う

皣よ
う

と
し
て
︑
群ぐ
ん

卉き

の
類
に
非
ず
︒
嘗か
つ

て
明
世

の
瑞ず
い

と
聞
く
な
り
︒
漢か
ん

殿で
ん

茎
を
重
ん
じ
︑﹁
芝し

房ぼ
う

の
歌
﹂
を
作
る(32
)

︒﹁
謝し
ゃ

庭て
い

比ひ

玉ぎ
ょ
く
(33
)

﹂
と
は
︑
子
孫
の
秀ひ
い

づ
る
を
称た
た

う
︒
因よ

り
て
﹁
玉
ぎ
ょ
く

生せ
い

芝し

﹂
と
名
づ
く
︒
以

て
祥
し
ょ
う

と
為
す
べ
し
︑
以
て
慶け
い

と
為
す
べ
し
︒

此こ

の
閣
を
過
ぎ
て
︑
右(34
)

を
顧
か
え
り

み
れ
ば
則
ち
長
ち
ょ
う

架か

に
枝
を
垂
れ
︑
藤と
う

花か

紫
を

凝こ

ら
す
︒
一
片
の
紫し

気き

︑
李り

老ろ
う

君く
ん

︵
老
子
︶
を
迎
え
ん
と
欲
す
︒
則
ち
香こ
う

山ざ
ん

︵
白

居
易
︶
に
言げ
ん

有
り
︑﹁
蔓つ
る

を
引
き
て
林り
ん

樹じ
ゅ

を
出い

で
︑
綸い
と

を
垂
れ
て
巣そ
う

鶴か
く

を
覆お
お

う
﹂(35
)

と
は
︑
此こ

の
紫し

英え
い

︵
紫
色
の
花
︶
を
指
さ
ず
や
︒
之
れ
を
以
て
﹁
蔓ま
ん

綸り
ん

藤と
う

﹂
と
賞

す
︒
水す
い

涯が
い

に
臨
み
て
小
屋
有
り
︑﹁
漱そ
う

玉
ぎ
ょ
く

窩か

﹂
と
号
す
︒
陸り
く

士し

衡こ
う

︵
陸
機
︶
の
所い
わ

謂ゆ
る

︑﹁
飛ひ

泉せ
ん

鳴め
い

玉
ぎ
ょ
く

を
漱す
す

ぐ
﹂(36
)

と
は
︑
是こ
こ

を
以
て
見
る
べ
し
︒
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天て
ん

山ざ
ん

秀
を
鍾あ
つ

め
︑
晴せ
い

霞か

靄あ
い

靄あ
い

た
り
︒
館か
ん

址し

の
崇す
う

跡せ
き

︑
蒼そ
う

松
し
ょ
う

鬱う
つ

鬱う
つ

た
り
︒

今い
ま

津づ

は
横
に
長
ち
ょ
う

堤て
い

を
連
ね
︑
遠え
ん

帆は
ん

地
を
拆さ

き
て
来ら
い

去き
ょ

す
︒
龍
り
ゅ
う

門も
ん

は
高
く

緑
り
ょ
く

萃す
い

を
攅あ
つ

め
︑
佳か

月げ
つ

林
を
分
か
ち
て
升の
ぼ

り
照
ら
す
︒
里り
ん

外げ

の
市
邇ち
か

く
︑
茆ぼ
う

簷え
ん

︵
茅

葺
き
家
の
軒
︶
の
参し
ん

差し

た
る
を
見
る
︒
野の

田だ

の

疇
ち
ゅ
う

濶ひ
ろ

く
︑
賓ひ
ん

雁が
ん

の

嘹
り
ょ
う

唳れ
い

を
聞

く
︒
砥と

川が
わ

翠
み
ど
り

を
聳そ
び

や
か
し
︑
夕
陽
に
相あ

い
映
ず
︒
荘
し
ょ
う

村そ
ん

穂
を
連
ね
︑
農
夫

獲え

て
蔵お
さ

む
︒
是こ

れ
八
景
の
梗
概
に
し
て
︑
園
外
の
四し
い

時じ

な
り
︒
物
を
観
ず
る
の

理
︑
推
し
て
知
る
べ
し
︒

既
に
此
の
窩か

︵
漱
玉
窩
︶
を
過
ぎ
︑
遠え
ん

望ぼ
う

を
凝
ら
せ
ば
︑
則
ち
深し
ん

山ざ
ん

鬱う
つ

鬱う
つ

と

し
て
︑
鳥
声

嚶お
う

嚶お
う

た
り
︒
所い
わ

謂ゆ
る

﹁
黄こ
う

鳥
ち
ょ
う

︑
丘
き
ゅ
う

隅ぐ
う

に
止
ま
る
﹂
(37
)

も
の
な
る
か
な
︒

以
て
﹁
止し

鶯お
う

山ざ
ん

﹂
と
名
づ
く
︒
至し

善ぜ
ん

の
地
は
︑
人
の
知
ら
ざ
る
に
在
り
︒
之
れ

に
止
ま
る
所
以

ゆ

え

ん

な
り
︒
以
て
感
じ
て
観
る
べ
し
︒

小
し
ょ
う

径け
い

を
過
ぎ
れ
ば
︑
南
に
一
茶
店
を
置
く
︒﹁
歇け
つ

渉
し
ょ
う

店て
ん

﹂
と
名
づ
く
︒
佐さ

輔ほ

曰
く
︑﹁
独
り
山
家
を
訪
ね

歇い
こ

い
還ま

た
渉わ
た

る
﹂
(
38
)

と
︒
来
遊
の
客
︑
此こ

こ
に
到
れ

ば
由よ

り
て
暫
し
ば
ら

く
憩い

息こ

う
な
り
︒
東
に
長
ち
ょ
う

橋
き
ょ
う

を
度わ
た

れ
ば
︑
秀ひ
い

で
た
る
楼ろ
う

有
り
︒

﹁
真し
ん

意い

楼ろ
う

﹂
と
号
す
︒
仰
ぎ
て
北ほ
く

嶂
し
ょ
う

を
見
︑
俯ふ

し
て
南な
ん

山ざ
ん

を
思
え
ば
︑
此
の
間

に
真し
ん

意い

有
り
︑
辨べ
ん

ぜ
ん
と
欲
し
て
已す
で

に
言げ
ん

を
忘
る
︒
乃
す
な
わ

ち
陶と
う

潜せ
ん

︵
陶
淵
明
︶
の

意
を
取
る(
39
)

︒
楼
辺

東
に
当
た
り
︑
又ま

た
茅ぼ
う

廬ろ

を
結
ぶ
︒﹁
欲よ
く

辨べ
ん

舎し
ゃ

﹂
と
名
づ
け

て
︑
以
て
﹁
真し
ん

意い

楼ろ
う

﹂
に
通
ぜ
し
む
︒
是こ

れ
吾わ

れ
佳か

趣し
ゅ

を
辨べ
ん

ぜ
ん
と
欲
す
る
の

謂い

い
な
り
︒

楼
上
柱
ち
ゅ
う

壁へ
き

の
間
︑
往
往
に
し
て
朽
き
ゅ
う

木ぼ
く

・
枯こ

�か
つ

を
以
て
扁へ
ん

額が
く

に
代か

う
︒
一
を

﹁
見け
ん

牛
ぎ
ゅ
う

木ぼ
く

﹂
と
曰
う
︒
其
の
面
お
も
て

の
相あ

い
類に

る
に
因よ

り
︑
就よ

く
求
き
ゅ
う

仁じ
ん

の
謂い

い
を

見
る
な
り(40
)

︒
二
を
﹁
蟠ば
ん

龍
り
ゅ
う

木ぼ
く

﹂
と
曰
う
︒
其
の
形
の
相あ

い
似
る
に
因よ

り
︑
以
て

変
化
を
察
す
べ
し
︒
三
を
﹁
常
じ
ょ
う

山ざ
ん

霊れ
い

﹂
と
曰
う
︒
首
尾

相あ

い
救
う
に
象
か
た
ど

り
︑

以
て
文
理
を
論
ず
べ
し(41
)

︒
四
を
﹁
観か
ん

瀾ら
ん

�か
つ

﹂
と
曰
う
︒
其
の
紋も
ん

の
相あ

い
斉
と
と
の

う
に

因よ

り
︑
以
て
本
末
を
覚さ
と

る
べ
し(42
)

︒
五
を
﹁
霊れ
い

洞ど
う

榸た
い

﹂
と
曰
う
︒
其
の
中
の
虚む
な

し

き
に
因よ

り
︑
以
て
仙
遊
を
察
す
べ
し(43
)

︒
事

言げ
ん

に
寓
す
と
雖
い
え
ど

も
︑
又ま

た
由よ

る
所

無
き
に
非
ざ
る
な
り
︒

而
し
こ
う

し
て
四よ

も
に
望
め
ば
則
ち
背せ

岳だ
け

︵
背
振
山
︶
北
に
抽ぬ

き
て
︑
積
雪

眸
ひ
と
み

に

清
し
︒
温う
ん

泉ぜ
ん

︵
雲
仙
岳
︶
南
に
横
た
わ
り
︑
蒸
じ
ょ
う

煙え
ん

凝
ぎ
ょ
う

望ぼ
う

せ
し
む
︒
多た

良ら

︵
太
良

岳
︶
は
霧
斜な
な

め
に
し
て
︑
西
南
の
間
に
掩え
ん

映え
い

す
︒
西せ
い

疇
ち
ゅ
う

万ば
ん

頃け
い

︑
碁ご

の
ご
と
く
布し

き

綺
あ
や
ぎ
ぬ

の
ご
と
く
分
か
れ
︑
稲と
う

梁
り
ょ
う

連
な
る
こ
と
雲
の
ご
と
く
し
て
︑
民
事
︵
農

事
︶
の
労
に
感
ぜ
し
む
︒
曲
江

四よ

も
に
遶め
ぐ

り
︑

練
ね
り
ぎ
ぬ

の
如
く

縠
ち
り
め
ん

の
如
し
︒
長

橋

流
れ
に
横
た
わ
り
︑
龍
に
擬ぎ

し
虹
に
比ひ

す
︒

至
し
か
の
み

若
な
ら
ず

︑前ぜ
ん

池ち

溶よ
う

溶よ
う

と
し
て
︑

朗ろ
う

月げ
つ

澄
ち
ょ
う

清せ
い

た
り
︒
湾わ
ん

渓け
い

湲え
ん

湲え
ん

と
し
て
︑
桃と
う

花か

浪な
み

を
染
む
︒
堆た
い

岩が
ん

砌
み
ぎ
り

に
近

く
︑
忽
た
ち
ま

ち
飛ひ

泉せ
ん

の
濺せ
ん

沫ま
つ

に
驚
く
︒
沙さ

場
じ
ょ
う

衢み
ち

に
開
か
れ
︑
時
に
講こ
う

馬ば

半は
ん

漢か
ん
(44
)

た
る

を
見
る
︒
春
は
則
ち
花か

塢お

錦
を
織
り
︑
若
じ
ゃ
く

蘭ら
ん
(45
)

の
機は
た

を
仮か

る
︒
秋
は
則
ち
楓ふ
う

樹じ
ゅ

紅
く
れ
な
い

を

飄
ひ
る
が
え

し
︑
杜と

牧ぼ
く

の
車
を
停と
ど

む(46
)

︒
層そ
う

阜ふ

︵
重
な
っ
て
連
な
る
山
々
)
に

径
こ
み
ち

分
か
れ
︑
仙せ
ん

蹤
し
ょ
う

応ま
さ

に
尋
ぬ
べ
し
︒
野や

水す
い

に
舟
を
泛う
か

べ
︑
清せ
い

浅せ
ん

︵
天
河
︶
に
渡
ら
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ん
と
欲
す(
47
)

︒
廬ろ

畔は
ん

の
金き
ん

井せ
い
(
48
)

︑
朽く

ち
ず
濁
ら
ず
︒
糸し

桜お
う

︵
し
だ
れ
桜
︶
長
く
垂
れ
︑

短た
ん

綆こ
う

︵
短
い
釣つ
る

瓶べ

の
縄
︶
に
代か

え
ん
と
欲
す
︒
恵け
い

山ざ
ん
(
49
)

遠
か
ら
ず
︑
建け
ん

渓け
い
(50
)

此こ

こ
に

在
り
︒
芳ほ
う

を
味
わ
い
茗め
い

を
賞
す
る
に
︑
何
ぞ
清き
よ

き
を
汲く

ま
ざ
ら
ん
や
︒
杳よ
う

院い
ん︵

遠

く
に
あ
る
寺
院
︶
郭か
く

を
隔
て
︑
鳬ふ

鐘
し
ょ
う
(
51
)

声
を
伝つ
た

う
︒
正ま
さ

に
卯ぼ
う

酉ゆ
う

︵
朝
晩
︶
呂り
ょ

律り
つ
(52
)

の

時
︑
風ふ
う

花か

雪せ
つ

月げ
つ

の
興
き
ょ
う

を
惜
し
む
︒
是こ

れ
則
ち
楼
上
の
十
五
事
に
し
て
︑
園
中
の

雅が

望ぼ
う

な
り
︒
六り
く

義ぎ
(
53
)

の
風
︑
推
し
て
辨べ
ん

ず
べ
し
︒

此こ

の
楼
を
下
り
︑
杖
を
引
き
屨り

︵
歩
︶
を
進
め
︑
逍
し
ょ
う

遙よ
う

し
て
数
程(54
)

を
経ふ

れ
ば
︑

北
に
﹁
八は
っ

仙せ
ん

堂ど
う

﹂
を
搆か
ま

う
︒
南
極
︵
南
極
老
人
︶
を
以
て
主
と
為
す
︒

古
い
に
し
え

に
曰

く
︑﹁
国
家

盛
ん
に
治
ま
れ
ば
︑
則
ち
南
極
見あ
ら

わ
る
﹂
と
︒
祥
し
ょ
う

風ふ
う

瑞ず
い

霞か

︑
仁じ
ん

寿じ
ゅ

の
域
に
躋の
ぼ

る
が
如
し
︒
西
に
茅ぼ
う

舎し
ゃ

有
り
︑
扁へ
ん

し
て
﹁
Áほ
う

班は
ん

﹂
と
曰
う
︒
玉
ぎ
ょ
く

川せ
ん

子し

︵
盧ろ

仝ど
う

︶
の
茶
歌
︵﹁
走
筆
謝
孟
諫
議
寄
新
茶
﹂︶
の
所い
わ

謂ゆ
る

︑﹁
Áほ
う

萊ら
い

山さ
ん

︑
何い
ず

れ
の

処
と
こ
ろ

に
か
在
る
﹂
な
り
︒
茶
を
嘗な

め
客
を
引ま
ね

き
︑
班
︵
雅
会
︶
を
催
も
よ
お

す
場
と
為
す
︒

彼
か
し
こ

に
見
ゆ
る
霊れ
い

梅ば
い

︑
嶺
の
如
く
島
の
如
く
︑
扇
の
如
く
船
の
如
し
︒
看み

る
に

随
し
た
が

い
て
興
き
ょ
う

を
異こ
と

に
し
︑
遂つ
い

に
以
て
詩
を
釣
る
︒﹁
釣
ち
ょ
う

詩し

梅ば
い

﹂
と
名
づ
く
︒
胡こ

澹た
ん

庵あ
ん

︵
南
宋
・
胡こ

銓せ
ん

︶
の
所い
わ

謂ゆ
る

︑﹁
一
年
の
佳よ

き
処
と
こ
ろ

早
梅
の
時
︑
風
情
を
勾こ
う

引い
ん

し
て

巧
み
に
詩
を
釣つ

る
﹂(
55
)

と
は
︑
其
れ
此こ

こ
に
在
る
か
な
︒
堤て
い

上
じ
ょ
う

を
顧
み
れ
ば
︑
則

ち
稚ち

松
し
ょ
う

翠
み
ど
り

を
連
ね
︑
月げ
っ

姿し

を
含
み
︑
煙え
ん

格か
く

を
帯お

ぶ(56
)

︒
眉び

山ざ
ん

︵
蘇
軾
︶
の
所い
わ

謂ゆ
る

︑

﹁
坐
し
て
待
つ

双そ
う

龍
り
ゅ
う

蛇だ

︑
清せ
い

陰い
ん

南
の

階
き
ざ
は
し

に
満
つ
る
を
﹂(57
)

と
は
︑
其
の
稚ち

松
し
ょ
う

を
愛
す
る
か
な
︒
以
て
﹁
龍
り
ゅ
う

陰い
ん

堤て
い

﹂
と
称
す
︒
百
尺
を
期
し
︑
千せ
ん

歳ざ
い

を
約
す
︒

小
径
を
廻め
ぐ

れ
ば
︑
北
に
一
盧
有
り
︒﹁
団だ
ん

香こ
う

盧ろ

﹂
と
曰
う
︒
茅ぼ
う

宇う

団だ
ん

団だ
ん

と
し

て
︑
庭て
い

石せ
き

門も
ん

戸こ

も
亦ま

た
然し
か

り
︒
明
月
の
団
か
︑
明め
い

珠じ
ゅ

の
団
か
︒
龍
り
ゅ
う

鳳ほ
う

団だ
ん
(58
)

を
設も
う

く

る
を
曰
う
な
り
︒
梅ば
い

聖せ
い

兪ゆ

︵
梅ば
い

尭
ぎ
ょ
う

臣し
ん

︶
曰
く
︑﹁
団だ
ん

香こ
う

已す
で

に
中
ち
ゅ
う

都と

府ふ

に
入い

る
﹂(59
)

と
︒﹁
府
﹂
を
以
て
﹁
盧
﹂
に
代か

う
る
も
︑
又ま

た
雅が

な
ら
ず
や
︒

此こ

こ
を
過
ぐ
れ
ば
︑
路み
ち

回め
ぐ

り
︑
境

異
な
る
︒
而
し
こ
う

し
て
別
に
一い
っ

径け
い

有
り
︑﹁
興こ
う

慶け
い

野し
ょ

︵
墅
︶
﹂
に
入い

る
︒
唐
の
﹁
興こ
う

慶け
い

池ち
(60
)

﹂
に
效な
ら

い
て
︑
牡ぼ

丹た
ん

数
品
を
種う

ゆ(61
)

︒
黄

や
紫
や
︑
魏ぎ

︵
魏ぎ

紫し

︶
に
入い

り
姚よ
う

︵
姚よ
う

黄こ
う

︶
に
入い

る(62
)

︒
天て
ん

香こ
う

を
引
き
︑
国こ
く

色
し
ょ
く

を
愛

す(63
)

︒
因よ

り
て
以
て
墅し
ょ

に
名
づ
く
︒
粤こ
こ

に
門
有
り
︑﹁
五ご

柳
り
ゅ
う

門も
ん

﹂
と
扁へ
ん

す
︒
牡ぼ

丹た
ん

の
艶え
ん

麗れ
い

を
看み

︑
楊よ
う

柳
り
ゅ
う

の
軽け
い

盈え
い

に
対
す
れ
ば
︑
則
ち
洛
陽
の
栄ほ
ま

れ(64
)

︑
彭ほ
う

沢た
く

の
風(65
)

︑

一
園
に
地
を
易か

え
︑
千せ
ん

歳ざ
い

に

趣
お
も
む
き

を
同
じ
く
す
︒
無む

心し
ん

の
雲
起お

こ
り
︑
有ゆ
う

声せ
い

の

鳥
帰か
え

る(66
)

︒
園
に
日ひ

び
渉わ
た

り
意
を
寓
す
る
所
以

ゆ

え

ん

な
り
︒

既
に
し
て
曲
き
ょ
っ

径け
い

を
繞め
ぐ

ら
し
︑
門も
ん

牆
し
ょ
う

を
囲
い
︑﹁
至し

聖せ
い

殿で
ん

﹂
を
造ぞ
う

建け
ん

す
︒
素も
と

よ

り
城
じ
ょ
う

苑え
ん

の
内
に
営
み
て
︑
二に

丁て
い
(67
)

に
祭さ
い

儀ぎ

し
︑
厚
く
蘋ひ
ん

蘩は
ん
(68
)

を
薦す
す

む
︒
然し
か

る
に
郭か
く

裏り

︵
城
内
︶
の

狭
き
ょ
う

隘あ
い

を
以
て
︑
尊そ
ん

殿で
ん

を
此こ

こ
に
遷う
つ

す
︒
敢あ

え
て
園え
ん

囿ゆ
う

の
観
と
せ
ざ

る
は
︑
邦ほ
う

家か

︵
国
︶
の
祥
し
ょ
う

を
仰
ぐ
所
以

ゆ

え

ん

な
り
︒
煥あ
き

ら
か
に
し
て
文ぶ
ん

有
り
︑
厳
お
ご
そ

か

に
し
て
威い

有
り
︒﹁
由ゆ
う

道ど
う

門も
ん

﹂﹁
声せ
い

振し
ん

門も
ん

﹂
は
︑
稽け
い

首し
ゅ

拝は
い

手し
ゅ
(69
)

し
て
過
ぐ
︒
傍
か
た
わ

ら
に

長ち
ょ
う

廊ろ
う

を
搆か
ま

え
︑
倭わ

漢か
ん

の
籍
を
納
む
︒
漢か
ん

庫こ

は
﹁
芸う
ん

暉き

閣か
く

﹂
と
名
づ
け
︑
倭わ

庫こ

は

﹁
随ず
い

択た
く

府ふ

﹂
と
号
す
︒
�か
ん

墨ぼ
く

の
神し
ん

仙せ
ん

︑
道ど
う

家か

の
Áほ
う

萊ら
い
(70
)

︑
千せ
ん

古こ

を
今こ
ん

日に
ち

に
観
る
も
の

か
な
︒
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此こ

こ
を
過
ぎ
︑
逍
し
ょ
う

遙よ
う

散さ
ん

歩ぽ

の
間
︑
恢ひ
ろ

き
楠
木

く
す
の
き

の
陰
有
り
︒
枝
葉

繁
り
鬱さ
か

ん

な
れ
ば
︑
之
れ
に
傍そ

い
て
寄き

寓ぐ
う

す
︒
﹁
濃の
う

陰い
ん

雰た
ん

﹂
と
号
す
︒
嘗か
つ

て
諸こ

れ
を
王お
う

轂こ
く

の

﹁
満ま
ん

地ち

の
濃の
う

陰い
ん

前
に
去
る
に
懶
も
の
う

し
﹂(
71
)

に
聞
く
も
の
︑
其
れ
此こ

こ
に
在
る
か
な
︒

又ま

た
一
境
に
入い

れ
ば
︑﹁
妙
み
ょ
う

相そ
う

堂ど
う

﹂
有
り
︒
普ふ

陀だ

の
像
を
安
置
す
︒
厥そ

の

境
き
ょ
う

裏り

︵
境
内
︶
を
顧
み
れ
ば
︑﹁
羅ら

漢か
ん

堂ど
う

﹂
を
営
む
︒
是こ

れ
中
華
の
石
像
な
り
︒
必
ず

し
も
異
端(
72
)

を
崇
と
う
と

ぶ
に
非
ず
︑
民
俗
の
仰
ぎ
ょ
う

敬け
い

に
任ゆ
だ

ぬ
る
な
り
︒
書
︵﹃
書
経
﹄
泰
誓

上
篇
︶
に
曰
く
︑
﹁
天

民
を
矜あ
わ

れ
む
︒
民
の
欲
す
る
所
は
︑
天

必
ず
之
れ
に
従

う
﹂
と
︒
之
れ
に
由よ

り
て
思
え
ば
︑
是こ

れ
も
亦ま

た

自
お
の
ず
か

ら
勧か
ん

善ぜ
ん

懲
ち
ょ
う

悪あ
く

の
道
な
り
︒

あ
る
い
は
歩
み
あ
る
い
は
顧
み
︑
水す
い

涯が
い

を
繞め
ぐ

れ
ば
︑
高こ
う

楼ろ
う

有
り
︒﹁
雲う
ん

捧ほ
う

楼ろ
う

﹂

と
名
づ
く
︒
王お
う

平へ
い

甫ほ

の
﹁
雲
は
楼ろ
う

台だ
い

を
捧さ
さ

げ
て
天
上
に
出い

で
し
む
﹂
の
句
よ
り

取
る(
73
)

︒
四よ

も
に
顧
み
れ
ば
茫ぼ
う

茫ぼ
う

と
し
て
︑
眼が
ん

界か
い

高こ
う

豁か
つ

た
り
︒
近
く
王お
う

子じ

瑞ず
い

籬り
(74
)

を

望
み
︑
神
霊
の
和わ

光こ
う

を
仰
ぐ
︒
大お
お

樋び

に
村
連
な
り
︑
秀ひ
い

で
た
る
穂
に
秋
多
し
︒

暘ひ

若い
た

り
︑
雨あ
め

若い
た

り
︑
農
夫

野
に
抃う

つ
︒
風ふ
う

煙え
ん

靄あ
い

靄あ
い

た
り
︑
禾か

黍し
ょ

離り

離り

た
り
︒

村
を
末す
え

次つ
ぐ

に
指
し
︑
望
を
旦た
ん

昏こ
ん

に
引
く
︒
八は
っ

田た

に
眸
ひ
と
み

を
凝
ら
せ
ば
︑
青せ
い

松
し
ょ
う

亭て
い

亭て
い

と
し
て
︑
春
と
無
く
秋
と
無
く
︑
翠す
い

雲う
ん

の
連
な
る
を
見
る
︒
舞ぶ

鶴か
く

鳴
き
和
し
︑

毛も
う

詩し

︵﹃
詩
経
﹄︶
を
繙
ひ
も
と

か
ん
と
欲
す
︒
九
き
ゅ
う

皐こ
う

に
非
ず
︑
南な
ん

里り

に
在
り(75
)

︒
祥
し
ょ
う

煙え
ん

瑞ず
い

霞か

︑
徳と
く

善ぜ
ん

に
院
を
囲
み
︑
光
は
家
国
を
被お
お

い
︑
応ま
さ

に
千
秋
に
護ま
も

る
べ
し
︒
稲い
な

佐さ

山や
ま

遠
く
︑
雲
を
引
き
煙
け
む
り

を
帯
ぶ
︒
残ざ
ん

月げ
つ

の
嬋せ
ん

娟け
ん

た
る
を
愛
し
︑
詩し

境
き
ょ
う

の
幽ゆ
う

玄げ
ん

た
る
を
尋
ね
ん
と
欲
す
︒
彼か

の
寺て
ら

井い

を
瞻み

れ
ば
︑
滄そ
う

海か
い

渺
び
ょ
う

茫ぼ
う

た
り
︑
天
晴は

る
れ
ば
則
ち
近
く
吟ぎ
ん

眸ぼ
う

︵
詩
人
の
視
界
︶
に
入い

る
︒
Áほ
う

︵
Á
萊
︶
か
瀛え
い

︵
瀛
州
︶
か
︑

茲こ
れ

を
思
え
ば
茲こ
こ

に
在
り(76
)

︒
何い
ず

処こ

に
遠え
ん

帆は
ん

す
る
や
︑
早は
や

津つ

に
舟ふ
ね

浮
か
ぶ
︒
西
に
征ゆ

き
東
に
帰
り
︑
来ら
い

去き
ょ

稀ま
れ

な
ら
ず
︒
楼
上
の
望
に
寄
せ
︑
篷ほ
う

底て
い

の
看
を
思
う
︒
橐た
く

尾び

︵
山
の
名
︶
西
に
聳そ
び

え
︑
夕
陽
の
斜し
ゃ

影え
い

を
留
め
︑
万ば
ん

景け
い

の
熹き

微び

︵
微
か
な
光
︶

を
惜
し
む
︒
朝
ち
ょ
う

旭
き
ょ
く

煕き

煕き

と
し
て
︑

自
お
の
ず
か

ら
遠
く
自
ら
高
し
︒
風
雲

態
を
変

じ
︑
阿あ

蘇そ

東
に
噴ふ

く
︒
皆み

な
是
れ
遠え
ん

邇じ

︵
遠
近
︶
の
壮そ
う

観か
ん

に
し
て
︑
景
は
十
一

を
拾
う
も
︑
興
き
ょ
う

は
千
百
を
含
む
︒

漸
よ
う
や

く
此こ

の
楼
を
下
れ
ば
︑
径
こ
み
ち

有
り
流
れ
有
り
︒
竹
の
圏か
こ

い
を
搆か
ま

え
て
︑
異い

域い
き

︵
外
国
︶
の
奇き

獣
じ
ゅ
う

を
育
は
ぐ
く

む
︒
語
︵
朱
熹
﹁
論
語
序
説
﹂︶
に
︑﹁
司し

職
し
ょ
く

の
吏り

と

為な

り
︑
畜ち
く

︵
家
畜
︶
蕃は
ん

息そ
く

︵
繁
殖
︶
す
﹂
と
曰
え
ば
︑
聖せ
い

徳と
く

︵
立
派
な
徳
︶
の
厚
き

こ
と
︑
益
ま
す
感
ず
べ
し
︒
因よ

り
て
﹁
蕃は
ん

育い
く

﹂
の
字
を
扁へ
ん

し
て
︑
其
の
愛
心
を

焉こ

れ
に
寓
す
︒

既
に
此こ

こ
を
去
れ
ば
︑
一
水
一
橋
あ
り
︑
亭
有
り
て
﹁
窺き

牆
し
ょ
う

﹂
と
号
す
︒
亭

は
聖せ
い

殿で
ん

に
隣と
な

る
を
以
て
︑
数す
う

仞じ
ん
(77
)

の
牆か
き

を
窺
う
か
が

わ
ん
と
欲
す(78
)

︒
廊ろ
う

を
繞め
ぐ

れ
ば
﹁

玉
ぎ
ょ
っ

鈎こ
う

観か
ん

﹂
有
り
︒﹁
仙せ
ん

宮
き
ゅ
う

雲う
ん

箔ぱ
く

捲ま

か
れ
て
︑
玉
ぎ
ょ
く

簾れ
ん

鈎こ
う

を
露ろ

出
し
ゅ
つ

す
﹂︵﹁
新
月
﹂︶

と
は
︑
盧ろ

仝ど
う

の
謂い

い
な
り(79
)

︒
之
れ
を
以
て
之
れ
に
名
づ
く
︒

傍
か
た
わ

ら
に
月げ
つ

榭し
ゃ

を
築
く
︒
以
て
朗ろ
う

月げ
つ

を
望
む
所
な
り
︒
座ざ

傍ぼ
う

に

幌
と
ば
り

を
披ひ
ら

き
︑

﹁
抱ほ
う

明め
い

榭し
ゃ

﹂
の
字
を
書
す
︒
坡は

老ろ
う

︵
蘇
軾
︶
の
所い
わ

謂ゆ
る

︑﹁
明
月
を
抱い
だ

く
﹂
の
興
き
ょ
う

と

は
︑
長つ
ね

に
此こ

こ
に
観
る
も
の
か
な(80
)

︒
又ま

た
月
の
姿
を
象
か
た
ど

り
︑
白は
く

兎と

を
描
き
︑
囲
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む
に
桂け
い

樹じ
ゅ

を
以
て
す
︒
団だ
ん

欒ら
ん

の
影
︑
扶ふ

疎そ
(
81
)

の
陰
︒
枝
を
穿う
が

つ
に
呉ご

剛ご
う
(82
)

の
斧
を
借

り
︑
戸
を
隔
て
て
蟾せ
ん

宮
き
ゅ
う

の
象
を
窺
う
か
が

う(
83
)

︒
嘗か
つ

て
聞
く
︑
翟て
き

乾け
ん

祐ゆ
う

水す
い

精
し
ょ
う

︵
水
晶
︶

を
以
て
月
と
為
し
︑
瑤よ
う

︵
瑤
玉
︶
を
刻
み
て
兎
と
為
す(84
)

︑
と
︒
神
仙
の
跡
︑
由よ

る

無
き
に
非
ざ
る
な
り
︒
�か
ん

墨ぼ
く

の
術
︑
以
て
托
す
べ
し
︒

此こ

の
亭
の
園え
ん

裏り

に
︑
一
鐘
楼
を
設も
う

く
︒
漏ろ
う

刻こ
く

を
知
る
の
謂い

い
の
み
に
非
ず
︒

古
に
曰
く
︑
﹁
君
子

金
を
鑠と

か
し
て
鐘か
ね

を
為つ
く

り
︑
四し
い

時じ

に
九
き
ゅ
う

乳
に
ゅ
う
(85
)

あ
り
︒
是こ
こ

を

以
て
鐘
を
撞つ

き
︑
声
調
と
と
の

え
ば
則
ち
君く
ん

道ど
う

得
た
る
な
り
﹂
(86
)

と
︒
豈あ

に
翅た

だ
虚む
な

し
く

設も
う

け
ん
や
︒
此こ

こ
に
於
い
て
銘
併な
ら

び
に
序
を
誌し
る

し
て
曰
く
︑﹁
宇
宙
の
造ぞ
う

化か

︑
万

物
の
動
静
︑
唯た

だ
九
き
ゅ
う

乳
に
ゅ
う

の
響
き
ょ
う

音お
ん

の
中
に
在
り
︒

至
し
か
の
み

若
な
ら
ず

︑
春
来き

た
り
て
花

馨か
お

れ
ば
︑
則
ち
能の
う

因い
ん

︵
能
因
法
師
︶
の
山さ
ん

寺じ

暮ぼ

天て
ん
(
87
)

を
想
い
︑
秋
し
ゅ
う

候こ
う

に
月
寒さ
む

け
れ

ば
︑
則
ち
張
ち
ょ
う

説え
つ

の
舂
し
ょ
う

陵
り
ょ
う

静せ
い

夜や
(
88
)

を
逑も
と

め
て
︑以
て
斯こ

れ
に
臨
む
茶
店
に
遊
び
て
︑

呂り
ょ

刻こ
く

律り
つ

時じ

︵
朝
晩
︶
の
点て
ん

籌
ち
ゅ
う

人
力
を
借
り
ず
し
て
以
て
巧
み
に
之
れ
を
撞つ

く

を
聴
く
︒
即
ち
是こ

れ
余よ

の
丹た
ん

精せ
い

を
保
ち
︑
丹た
ん

心し
ん

を
養
い
て
︑
遊ゆ
う

人じ
ん

を
慰
め
ん
が

為
な
り
︒
銘
し
て
曰
く
︑
鄭て
い

公こ
う

徳
を
抱
き(
89
)

︑
鳬ふ

氏し

形
か
た
ち

を
製つ
く

る(90
)

︒
園え
ん

囿ゆ
う

千せ
ん

歳ざ
い

︑

長
と
こ
し
え

に
視み

て

長
と
こ
し
え

に
聴き

か
ん
︑
と
﹂
と
︒
繫か
か

る
歳と
し

は
是こ

れ

壬
み
ず
の
え

午う
ま

の
冬
な
り
︒

銘
を
顧
み
れ
ば
則
ち
不ふ

肖
し
ょ
う

子し
(
91
)

な
り
︒

既
に
し
て
林り
ん

径け
い

を
過
ぐ
れ
ば
︑
竹
有
り
て
風
を
含
み
︑
簫
し
ょ
う

に
非
ず
瑟し
つ

に
非
ず
︒

賦
を
﹁
此し

君く
ん

軒け
ん
(
92
)

﹂
に
尋
ね
て
︑
名
を
﹁
風ふ
う

簫
し
ょ
う

檐え
ん

﹂
と
称
す
︒
閑か
ん

に
し
て
雅が

な
り
︑

雅が

に
し
て
音お
と

有
り
︒
茅ぼ
う

廊ろ
う

緩ゆ
る

や
か
に
回め
ぐ

ら
さ
れ
︑
竹ち
く

檻か
ん

長
く
連つ
ら

な
る
︒
珍ち
ん

禽き
ん

比な
ら

び
棲す

み
︑
羽う

儀ぎ

相あ

い
映
ず
︒
素も
と

よ
り
異い

域い
き

︵
外
国
︶
よ
り
伝
来
す
︒﹁
和わ

鳴め
い

﹂

の
扁へ
ん

額が
く

有
り
︒
今

異い

禽き
ん

を
得
た
れ
ば
︑
幸
い
に
し
て
此こ

の
軒
に
掲か
か

ぐ
︒
偶
然

に
し
て
和わ

鳴め
い

の

歓
よ
ろ
こ

び
有
る
も
の
な
り
︒
又ま

た

傍
か
た
わ

ら
に
扶ふ

桑そ
う

の
禽き
ん

鳥
ち
ょ
う

を
集
め

て
︑﹁
愛あ
い

棲せ
い

﹂
の
字
を
顔が
ん

す(93
)

︒
其
の
棲す

む
を
愛
す
る
を
以
て
の
謂い

い
な
り
︒
公こ
う

冶や

長ち
ょ
う

に
非
ざ
れ
ば
︑
何
ぞ
其
の
語
に
通つ
う

ぜ
ん(94
)

︒
王お
う

子し

猷ゆ
う

︵
王お
う

徽き

之し

︶
に
非
ざ
れ
ば
︑

何
ぞ
其
の
楽
し
み
を
知
ら
ん(95
)

︒

側
か
た
わ

ら
に
亭
有
り
︑
﹁
代だ
い

璋
し
ょ
う

弄ろ
う

﹂
と
呼
ぶ
︒
其
の
物
は
弾だ
ん

丸が
ん

の

戯
た
わ
む

れ
な
り
︒

戯
れ
に
似に

せ
る
は
由よ
し

有
り
︒
詩
︵﹃
詩
経
﹄︶
に
言
わ
ず
や
︑﹁
男
子

生
ま
る
れ
ば

則
ち

璋
し
ょ
う

を
弄ろ
う

せ
し
む
﹂(96
)

と
︒
以
て
其
の
徳
に
比ひ

す
な
り
︒
余よ

に

小
し
ょ
う

姫き

︵
娘
︶

有
り
︒
徳
教
の
道
︑
隔へ
だ

つ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
︒
璋
し
ょ
う

に
代か

え
て
之
れ
を
弄
せ
し

む
︒
徳
寿
は
天
の
申の

ば
す
所
な
り
︒
思
わ
ざ
る
べ
け
ん
や
︒

皆み

な
是こ

れ
荘
園
の
風
物
に
し
て
︑
以
て
生
を
養
い
︑
徳
を
養
う
所
な
り
︒
何

ぞ
周
文
の
囿
に

擬
な
ぞ
ら

え
ん
や
︒
何
ぞ
斉
宣
の
楽
し
み
に
由よ

ら
ん
や
︒
夫か

の
頤い

の

義
を
顧
み
れ
ば
︑
至
れ
り
︑
尽
く
せ
り
︒
大
な
る
を
語
れ
ば
︑
則
ち
天て
ん

地ち

育い
く

物ぶ
つ

の
事
な
り
︒
小
な
る
を
語
れ
ば
︑
則
ち
園え
ん

囿ゆ
う

養よ
う

心し
ん

の
要
な
り
︒
徳
性
を
辨べ
ん

ず
れ

ば
速
や
か
に
会え

得と
く

し
︑
道
の
教
え
を
辨べ
ん

ず
れ
ば
敏び
ん

に
し
て
既
に
行
う
︒
花
木
の

理す
じ

は
︑推
し
て
文
質
を
観
る
べ
し
︒
禽き
ん

鳥
ち
ょ
う

の
声
は
︑推
し
て
楽ら
く

和わ

を
感
ず
べ
し
︒

水
流
の
不
測
は
︑
推
し
て
含が
ん

洪こ
う

を
知
る
べ
し
︒
山
岳
の
厚こ
う

重
ち
ょ
う

は
︑
推
し
て
仁じ
ん

寿じ
ゅ

を
求
む
べ
し
︒
此こ

こ
に
於
い
て
養
生
す
る
所
を
得
れ
ば
︑
則
ち

長
ち
ょ
う

に
事つ
か

う
る
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所
を
得
︑
長
に
事
う
る
所
を
得
れ
ば
︑
則
ち
民
に
恵
む
所
を
得
︒
然し
か

ら
ば
則
ち

頤い

の
義
を
論
ず
る
こ
と
至
る
と
雖
も
︑
頤
を
観
る
に
庶ち
か

か
ら
ん
や
︒
遂
に
以
て

荘そ
う

居き
ょ

に
名
づ
け
︑
自
ら
識し
る

す
︒

元
禄

壬
み
ず
の
え

午う
ま

︵
十
五
年
︶

仲
ち
ゅ
う

冬と
う

︵
十
一
月
︶
の
日

肥
侯
拾
遺
補
闕

藤
貞
伯
固

致
徳
斎
主
人

景
を
摭ひ
ろ

い
言
を
焉こ

こ
に
逑あ
つ

む

印
記

略
︵﹁
解
題
﹂
を
参
照
︶

｢
観
頤
荘
記
﹂
附
録
編

︻
口
絵
賛
︼
易
に
曰
く
︑﹁
頤
は
︑
貞た
だ

し
け
れ
ば
吉
な
り
﹂
(97
)

と
︒
彖た
ん
(98
)

に
曰
く
︑﹁
其

の
養
う
所
を
観
る
な
り
︒
天
地
は
万
物
を
養
い
︑
聖
人
は
賢
を
養

い
て
以
て
万
民
に
及
ぼ
す
︒
頤
の
時
大
い
な
る
か
な
﹂
と
︒

︻
題

字
︼
﹁
義
を
推
し
英
を
拾
い
編
す
﹂

致
徳
斎

篆
す

印
記

略
︵
翻
刻
編
を
参
照
︶

観か
ん

頤い

荘そ
う

︹
城
西
の
別
荘
の
名
な
り
︺

易
︵﹃
易
経
﹄︶
に
曰
く
︑﹁
観
頤
﹂
と
︒
伝
に
曰
く
︑﹁
推す
い

養よ
う

の
義
︑
大
い

な
る
こ
と
天
地
の
万
物
を
養
育
し
︑
聖
人
の
賢
を
養
い
て
以
て
万
民
に

及
ぼ
す
に
至
る
︒
人
の
養
生
︑
養
形
︑
養
徳
と
と
も
に
︑
皆み

な
頤い

養よ
う

の

道
な
り
﹂
と
︒

灔え
ん

藍ら
ん

池ち

︹
荘
居
の
前
の
池
な
り
︺

徐じ
ょ

仲
ち
ゅ
う

車し
ゃ

の
詩
︵﹁
淮
之
水
﹂︶
に
︑﹁
藍あ
い

よ
り
青
く
︑
緑
に
し
て
指
を
染そ

む
︒
瀲れ
ん

瀲れ
ん

灔え
ん

灔え
ん

た
り

天
の
尽は

頭て

﹂(99
)

と
あ
り
︒

繁は
ん

陰い
ん

山ざ
ん

︹
荘
第
の
南
の
山
な
り
︺

欧お
う

陽よ
う

子し

︵
欧
陽
脩
︶
の
亭
記
︵﹁
酔
翁
亭
記
﹂︶
に
︑﹁
佳か

木ぼ
く

秀ひ
い

で
て

繁は
ん

陰い
ん

あ
り
﹂
と
あ
り
︒

玉
ぎ
ょ
く

飛ひ

龍
り
ゅ
う

︹
繁
陰
山
の
岩
の
畔
に
飛
泉
有
り
︺

東と
う

坡ば

︵
蘇
軾
︶
の
詩
︵﹁
廬
山
二
勝
・
開
元
潄
玉
亭
﹂︶
に
︑﹁
青せ
い

玉
ぎ
ょ
く

峡
き
ょ
う

を

擘さ

き
開
き
︑
飛
び
出い

づ

両
白
龍
﹂
と
あ
り
︒

仙せ
ん

洲
し
ゅ
う

松
し
ょ
う

︹
繁
陰
山
の
麓
ふ
も
と

の
洲す

の
畔
ほ
と
り

に
松
有
り
︺

綦き

毋ぶ

潜せ
ん

の
詩
︵﹁
題
沈
東
美
員
外
山
池
﹂︶
に
︑﹁
仙
郎 (100

)

偏ひ
と

え
に
道
を
好
み
︑

沼
を
鑿う
が

ち
て
瀛え
い

洲
し
ゅ
う

に
象
か
た
ど

る
﹂
と
あ
り
︒

止し

鶯お
う

山ざ
ん

︹
繁
陰
山
の
東
に
当
た
り
︑
相あ

い
邀む
か

う
︺

詩
︵﹃
詩
経
﹄
小
雅
・
綿
蛮
︶
に
曰
く
︑﹁
︵
綿め
ん

蛮ば
ん

た
る
︶
黄こ
う

鳥
ち
ょ
う

︑
丘
き
ゅ
う

隅ぐ
う

に

止
ま
る
﹂
と
︒

漣れ
ん

曳え
い

檻か
ん

︹
繁
陰
山
の
後
︑
南
に
第て
い

存あ

り
︒
池
有
り
︑
鯉り

魚ぎ
ょ

活か
っ

溌ぱ
つ

た
り
︒
之
れ
を
廻め
ぐ

ら
す
に
檻か
ん

を
以
て
す
︺
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杜
甫
の
詩
︵﹁
重
題
鄭
氏
東
亭
﹂︶
に
︑﹁
清せ
い

漣れ
ん

水す
い

衣い

を
曳ひ

く
﹂
と
あ
り
︒

含が
ん

清せ
い

閣か
く

︹
水
涯
に
傍そ

い
︑
山
の
畔
に
搆か
ま

う
︺

謝
霊
運
の
詩
︵﹁
石
壁
精
舍
還
湖
中
﹂︶
に
︑﹁
山
水

清せ
い

暉き

を
含
む
﹂
と
あ

り
︒

鳳ほ
う

尾び

岡こ
う

︹
含
清
閣
の
前
に
当
た
り
︑
岡
有
り
︑
蘇そ

鉄て
つ

を
栽う

ゆ
︺

『
潜せ
ん

確か
く

︵
居き
ょ

︶
類る
い

書し
ょ

﹄
に
曰
く
︑﹁
鉄て
つ

蕉
し
ょ
う

︑
一
に
鳳ほ
う

尾び

蕉
し
ょ
う

と
曰
う
﹂ (

101
)

と
︒

済さ
い

旱か
ん

木ぼ
く

︹
朽
き
ゅ
う

木ぼ
く

龍
に
類に

た
れ
ば
︑
以
て
之
れ
を
造ぞ
う

脩
し
ゅ
う

し
︑
鳳
尾
岡
の
辺
に

蟠
わ
だ
か
ま

ら
し
む
︺

東
坡
︵
蘇
軾
︶
の
詩
︵
未
詳
︶
に
︑﹁
遷う
つ

り
て
甘か
ん

霖り
ん

を
作な

し

旱
ひ
で
り

の
民
を
済す
く

う
﹂
と
あ
り
︒

玉
ぎ
ょ
く

生せ
い

芝し

︹
止
鶯
山
の
麓
ふ
も
と

に
︑
今こ
ん

茲じ

の
秋
︑
霊れ
い

芝し

初
め
て
生
じ
︑
水
涯
に
曄
か
が
や

く
︺

謝
安
︵﹁
謝
玄
﹂
の
誤
り
︶
曰
く
︑﹁
子
弟
︑
譬た
と

う
れ
ば
芝し

蘭ら
ん

・
玉
樹
の
階か
い

庭て
い

に
生
ず
る
が
如
し
﹂
と
︒

蔓ま
ん

綸り
ん

藤と
う

︹
含
清
閣
の
西
南
︑
紫
を
漱
玉
窩
の
間
に
望
む
︺

白
楽
天
︵
白
居
易
︶
の
詩
︵
銭
起
﹁
古
藤
﹂
詩
の
誤
り
︶
に
︑﹁
蔓つ
る

を
引
き

て
林り
ん

樹じ
ゅ

を
出い

で
︑
綸い
と

を
垂
れ
て
巣そ
う

鶴か
く

を
覆お
お

う
﹂
と
あ
り
︒

漱そ
う

玉
ぎ
ょ
く

窩か

︹
水
涯
に
臨
み
て
窩か

を
築
く
︒
窩
中
の
瞻せ
ん

望ぼ
う

︑
八
景
を
拾
う
︺

陸
士
衡
︵
陸
機
︶
の
詩
︵﹁
招
隠
詩
﹂︶
に
︑﹁
飛ひ

泉せ
ん

鳴め
い

玉
ぎ
ょ
く

を
漱す
す

ぐ
﹂
と
あ

り
︒

題
壁
﹁
八
景
﹂

天て
ん

山ざ
ん

晴せ
い

霞か

西
北
の
間
に
当
た
り
︑
天て
ん

山ざ
ん

有
り
︒
霞
晴は

る
れ
ば
則
ち
遠
く
孱さ
ん

顔が
ん

︵
山
が

高
く
険
し
い
さ
ま
︶
を
見あ
ら

わ
し
︑
靄あ
い

靄あ
い

蒼そ
う

蒼そ
う

た
り
︒
因
り
て
奇
観
と
為
す
︒

館か
ん

址し

蒼そ
う

松
し
ょ
う

旧
館
の
址あ
と

に
︑
千せ
ん

株し
ゅ

の
松
あ
り
︑
崇す
う

崇す
う

蒼そ
う

蒼そ
う

と
し
て
︑
古
を
覧み

︑
今
を

視み

る
︒
以
て
西せ
い

阡せ
ん

の
勝
景
と
為
す
︒

龍
り
ゅ
う

門も
ん

升
し
ょ
う

月げ
つ

龍
り
ゅ
う

門も
ん

山ざ
ん

は
東
に
当
た
り
︑
俗
に
呼
び
て
﹁
宝ほ
う

琳り
ん

院い
ん

﹂
と
云
う
︒
佳
月

翠す
い

陰い
ん

を
分
か
ち
て
︑
林り
ん

端た
ん

に
升の
ぼ

る
︒
以
て
望も
ち

月づ
き

の
美
観
と
為
す
︒

今い
ま

津づ

遠え
ん

帆は
ん

今い
ま

津づ

西
に
折
れ
︑
横
に
雲う
ん

樹じ
ゅ

を
連
ぬ
︒
岸
を
隔
て
て
遙
か
に
風ふ
う

帆は
ん

の

来ら
い

去き
ょ

を
見
る
︒

里り
ん

外げ

茅ぼ
う

檐え
ん

西
の
か
た
数
程
を
経ふ

れ
ば
︑
里り
ん

外げ

の
市い
ち

有
り
︒
茅ぼ
う

檐え
ん

の
参し
ん

差し

た
る
を
望

み
︑
商
し
ょ
う

賈こ

の
来ら
い

往お
う

を
見
る
︒

野の

田だ

賓ひ
ん

雁が
ん

野の

田だ

の
千せ
ん

疇
ち
ゅ
う

︑
賓ひ
ん

雁が
ん

の
嘹
り
ょ
う

唳れ
い

︒
村
家
を
望
み
て
︑
秋
風
に
感
ず
︒
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砥と

川が
わ

夕せ
き

陽よ
う

砥と

川が
わ

山や
ま

は
西
に
当
た
り
︑
翠す
い

屏へ
い

雲
の
ご
と
く
開
く
︒
夕
陽
の
影
落
つ

れ
ば
︑
以
て
吟
望
を
寄
す
べ
し
︒

荘
し
ょ
う

村そ
ん

農の
う

夫ふ

遠
く
西せ
い

疇
ち
ゅ
う

を
望
め
ば
︑
村
有
り
て
本ほ
ん

荘
じ
ょ
う

と
称
す
︒
秀ひ
い

で
た
る
穂

連

な
る
こ
と
雲
の
ご
と
く
︑
農
夫

獲え

て
蔵お
さ

む
︒

歇け
つ

渉
し
ょ
う

店て
ん

︹
漱
玉
窩
を
過
ぎ
て
︑
真
意
楼
の
間
に
憩い
こ

う
︺

長
ち
ょ
う

孫そ
ん

佐さ

輔ほ

の
詩
︵﹁
尋
山
家
﹂︶
に
曰
く
︑﹁
独
り
山
家
を
訪
ね

歇い
こ

い
還ま

た
渉わ
た

る
﹂
と
︒

真し
ん

意い

楼ろ
う

︹
荘
居
の
東
南
に
秀ひ
い

で
た
り
︺

陶
潜
︵
陶
淵
明
︶
の
詩
︵﹁
飲
酒
﹂
第
五
首
︶
に
︑﹁
山
気

日に
っ

夕せ
き

に
佳よ

く
︑

飛
鳥

相あ

い
与と
も

に
帰マ
マ

︵
還
︶
る
︒
此
の
間マ
マ

︵
中
︶
に
真
意
有
り
︑
辨べ
ん

ぜ
ん

と
欲
し
て
已す
で

に
言
を
忘
る
﹂
と
あ
り
︒

楼
中
の
�か

つ

木ぼ
く

︑
﹁
五ご

珍ち
ん

﹂
と
号
し
て
︑
曰
く

見け
ん

牛
ぎ
ゅ
う

木ぼ
く

朽
き
ゅ
う

木ぼ
く

な
り
︒
其
の

面
お
も
て

牛
に
類に

た
れ
ば
︑
牛
︵
牛
頭
人
身
の
神し
ん

農の
う

の
こ

と
か
︶
の
仁
術
を
見
る
を
取
り
て
︑
以
て
之
れ
に
名
づ
く
︒

蟠ば
ん

龍
り
ゅ
う

木ぼ
く

朽
木
な
り
︒
其
の
形

龍
に
似
た
れ
ば
︑
以
て
之
れ
に
名
づ
く
︒

常
じ
ょ
う

山ざ
ん

霊れ
い

枯こ

�か
つ

な
り
︒
常
山
の
蛇
に
比ひ

す
な
り
︒

観か
ん

瀾ら
ん

Wか
つ�か

つ

蔂る
い

な
り
︒
貫か
ん

綴て
つ

し
て
波
紋
に
似
た
れ
ば
︑
以
て
焉こ

れ
に
名
づ
く
︒

霊れ
い

洞ど
う

榸た
い朽

木
な
り
︒
空
虚
を
以
て
之
れ
に
名
づ
く
︒

楼
中
の
題
壁
﹁
十
五
景
﹂

背せ

岳だ
け

積せ
き

雪せ
つ

背せ

振ふ
り

山さ
ん

は
︑
辨べ
ん

天て
ん

の
霊
区
な
り
︒
衆
山
に
冠か
ん

冕べ
ん

し
て
︑
光
は
九
州
を
被お
お

う
︒
神
威

万
祥
︑
積
雪

千
秋
︒
因
り
て
此こ

こ
に
贍せ
ん

仰
ぎ
ょ
う

す
︒

温う
ん

泉ぜ
ん

蒸
じ
ょ
う

煙え
ん

温う
ん

泉ぜ
ん

山さ
ん

は
︑
南
方
の
一
奇
観
な
り
︒
而
し
て
靄あ
い

煙え
ん

蒸む

す
が
如
く
︑
勢
い

は
雲う
ん

夢ぼ
う

を
呑の

む (
102
)

︒
万ば
ん

岳が
く

煙
け
む
り

無
き
に
非
ざ
る
な
り
︒
十
手
の
指
す
所
な

り
︒
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多た

良ら

翠す
い

霧む

多た

良ら

嶽だ
け

は
︑
西
南
の
間
に
出い

づ
︒
崢そ
う

嶸こ
う

縹
ひ
ょ
う

緲
び
ょ
う

と
し
て
︑
遠え
ん

霧む

を
翠す
い

微び

の
表
に
見
る
の
み
︒

曲
き
ょ
っ

江こ
う

龍
り
ゅ
う

橋
き
ょ
う

園
中
に
盤
曲
の
江か
わ

有
り
︒
長
橋

流
れ
に
横
た
わ
り
︑
偃ふ

す
形

龍
の
如
し
︒

往
来
の
園
客
︑
之
れ
に
由よ

ら
ざ
る
無
し
︒
因
り
て
以
て
之
れ
を
称た
た

う
︒

平へ
い

原げ
ん

花か

塢お

花か

塢お

錦
を
織
り
︑
原
野

緑
を
布し

く
︒
此
の
境
き
ょ
う

に
遊
べ
ば
︑
則
ち
園
庭

の
裏う
ち

に
在
る
を
忘
れ
て
︑
平
原
の
外
に
出い

づ
る
が
如
し
︒

前ぜ
ん

池ち

澄
ち
ょ
う

月げ
つ

池
は
荘
居
の
前
に
在
り
︒
水
の
清
き
こ
と

鑑
か
ん
が

み
る
べ
く
︑
月
の
澄す

め

る
こ
と
応ま
さ

に

弄
も
て
あ
そ

ぶ
べ
し
︒
気
を
同
じ
く
し
て
相あ

い
求
む
る
の
謂い

い
︑

此こ

こ
に
在
り
︒

湾わ
ん

渓け
い

桃と
う

花か

湾わ
ん

渓け
い

園
を
繞め
ぐ

り
て
︑
桃
花

流
れ
を
挟は
さ

む
︒
翠す
い

靄あ
い

の
紅こ
う

雲う
ん

に
入い

る
を
望

み
て
︑
以
て
一
境
の
勝
と
為
す
な
り
︒

堆た
い

岩が
ん

飛ひ

泉せ
ん

堆た
い

岩が
ん

の
際
︑
飛ひ

泉せ
ん

湧
き
出い

づ
︒
瀝れ
き

瀝れ
き

泠れ
い

泠れ
い

と
し
て
︑
噴ふ
ん

玉
ぎ
ょ
く

翠
み
ど
り

を
分

か
つ
︒
騒そ
う

客か
く

行こ
う

人じ
ん

︑
憩い
こ

い
て
此こ

こ
に
留
ま
る
︒

沙さ

場
じ
ょ
う

講こ
う

馬ば

園え
ん

径け
い

の
傍
か
た
わ

ら
︑
一
道
の
平へ
い

沙さ

有
り
︒
以
て
講こ
う

馬ば

の
場
と
為
す
︒

層そ
う

嶺れ
い

仙せ
ん

径け
い

嶺み
ね

回め
ぐ

り
て

路み
ち

転
じ
︑
層そ
う

翠す
い

青
を
送
る
︒
此こ

こ
に
遊
べ
ば
︑
則
ち
塵じ
ん

寰か
ん

を
出い

で
て
︑
仙せ
ん

蹤
し
ょ
う

を
尋
ぬ
る
が
如
き
な
り
︒

廻か
い

岸が
ん

楓ふ
う

樹じ
ゅ

岸
を
回め
ぐ

る
は
皆み

な
楓
な
り
︒
荘
園
の
一
奇
に
し
て
︑
聊
い
さ
さ

か
楚そ

岸が
ん

の
錦 (103

)

に
比ひ

す
な
り
︒

西せ
い

疇
ち
ゅ
う

観か
ん

稼か

園
外
の
蒼そ
う

蒼そ
う

た
る
は
︑
禾か

稼か

︵
穀
物
︶
な
り
︒
万ば
ん

頃け
い

の
西せ
い

疇
ち
ゅ
う

を
望
み
て
︑

民み
ん

事じ

︵
農
事
︶
の
¿け
ん

労ろ
う

を
思
う
︒
其
の
興
き
ょ
う

を
取
ら
ず
︑
其
の
恵け
い

を
取
る
︒

題
し
て
忘
れ
ざ
る
な
り
︒

桜お
う

下か

金き
ん

井せ
い

桜お
う

辺へ
ん

に
井せ
い

有
り
︒
其
の
花

糸
を
垂
れ
︑
其
の
水

緑
を
浮
か
べ
︑
両
り
ょ
う

般は
ん

相あ

い
映
ず
︒
以
て
之
れ
に
名
づ
く
︒

野や

渡と

泛は
ん

舟
し
ゅ
う

野や

水す
い

清せ
い

浅せ
ん

に
し
て
︑
渡
し
有
り
舟
有
り
︑
泛は
ん

然ぜ
ん

と
し
て
行こ
う

客か
く

を
待
つ
が

如
し
︒
以
て
雅が

興
き
ょ
う

を
寓
す
︒
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杳よ
う

院い
ん

漏ろ
う

鐘
し
ょ
う

園
外
に
院い
ん

遠
く
し
て
︑
漏ろ
う

鐘
し
ょ
う

の
声
を
聞
き
︑
雲う
ん

樹じ
ゅ

の
村
を
看み

る
︒
以
て

其
の
興
き
ょ
う

を
惜
し
み
︑
焉こ

れ
を
題
す
︒

欲よ
く

辨べ
ん

舎し
ゃ

︹
真
意
楼
の
傍
ら
の
茅ぼ
う

舎し
ゃ

な
り
︺

陶
潜
︵
陶
淵
明
︶
の
詩
︵﹁
飲
酒
﹂
第
五
首
︶
に
︑﹁
辨べ
ん

ぜ
ん
と
欲
し
て
已す
で

に

言
を
忘
る
﹂
と
あ
り
︒

八は
っ

仙せ
ん

堂ど
う八

仙
人 (104

)

の
像
を
置
く
︒
南
極
︵
南
極
老
人
︶
を
以
て
主
と
為
す
︒

�ほ
う

班は
ん

︹
八
仙
堂
の
西
境
の
小
店
な
り
︒
以
て
園
に
行
き
て
班
︵
雅
会
︶
を
待
つ
所
と

為
す
︺

玉
川
︵
盧ろ

仝ど
う

︶
の
茶
歌
︵﹁
走
筆
謝
孟
諫
議
寄
新
茶
﹂︶
に
︑﹁
Á
萊
山
︑
何い
ず

れ
の
処
と
こ
ろ

に
か
在
る
﹂
と
あ
り
︒

釣
ち
ょ
う

詩し

梅ば
い

︹
偃え
ん

梅ば
い

船
の
似ご
と

く
し
て
︑
Á
班
の
傍
ら
に
横
た
わ
る
︺

胡こ

澹た
ん

庵あ
ん

︵
胡
銓
︶
の
詩
︵﹁
和
林
和
靖
先
生
梅
韻
﹂
第
四
首
︶
に
︑﹁
一
年
の

佳よ

き
処
と
こ
ろ

早
梅
の
時
︑
風
情
を
勾こ
う

引い
ん

し
て

巧
み
に
詩
を
釣つ

る
﹂と
あ
り
︒

龍
り
ゅ
う

陰い
ん

堤て
い

︹
堤
松

並な
ら

び
に
翠
み
ど
り

に
し
て
︑
Á
班
の
前
野
に
在
り
︺

東
坡
︵
蘇
軾
︶
の
詩
︵﹁
種
松
得
徠
字
﹂︶
に
︑﹁
坐
し
て
待
つ

双そ
う

龍
り
ゅ
う

蛇だ

︑

清
陰

南
の

階
き
ざ
は
し

に
満
つ
る
を
﹂
と
あ
り
︒

団だ
ん

香こ
う

廬ろ

︹
荘
居
の

坤
ひ
つ
じ
さ
る

︵
南
西
︶
の
隅す
み

の
野
に
︑
一
廬
を
築
く
︒
茅ぼ
う

宇う

・
門
戸

団だ
ん

欒ら
ん

た
り
︒
以
て
之
れ
に
名
づ
く
︺

梅
聖
兪
︵
梅
尭
臣
︶
の
茶
詩
︵﹁
依
韻
和
杜
相
公
謝
蔡
君
謨
寄
茶
﹂︶
に
︑﹁
団だ
ん

香こ
う

已す
で

に
中
ち
ゅ
う

都と

府ふ

に
入
る
﹂
と
あ
り
︒

興こ
う

慶け
い

墅し
ょ

︹
観
頤
荘
の
東
南
に
当
た
り
︑
門も
ん

牆
し
ょ
う

を
隔
て
て
︑
別べ
っ

墅し
ょ

を
開
く
︺

唐
の
開
元
中
︑
牡
丹
を
興こ
う

慶け
い

池ち

の
東
︑
沈じ
ん

香こ
う

亭て
い

の
前
に
種う

ゆ
︒
今

牡
丹

を
種
え
て
︑
以
て
墅し
ょ

に
名
づ
く
︒

五ご

柳
り
ゅ
う

門も
ん

五
株
の
柳
を
植
え
︑
径
こ
み
ち

を
開
き
て
︑
以
て
門
を
興
慶
墅
に
設
け
︑
陶
潜

︵
陶
淵
明
︶
の
門も
ん

柳
り
ゅ
う

の
旧
名
を
借
る
︒

至し

聖せ
い

殿で
ん興

慶
墅
の
中
に
在
り
︒
別
に
一
場
を
囲
い
︑
内
外
の
重
ち
ょ
う

門も
ん

有
り
︒

声せ
い

振し
ん

門も
ん

︹
内
門
な
り
︺

『孟
子
﹄︵
万
章
下
篇
︶
に
曰
く
︑﹁
孔
子

之
れ
を
集
大
成
す
と
謂
う
は
︑

金き
ん

声せ
い

し
て
玉
ぎ
ょ
く

振し
ん

す
る
な
り
﹂
と
︒

由ゆ
う

道ど
う

門も
ん

︹
外
門
な
り
︺

『論
語
﹄︵
雍
也
篇
︶
に
曰
く
︑﹁
誰
か
能よ

く
出い

づ
る
に
戸
に
由よ

ら
ざ
ら
ん

や
︒
何
ぞ
斯こ

の
道
に
由よ

る
莫な

か
ら
ん
や
﹂
と
︒
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芸う
ん

暉き

閣か
く

︹
漢か
ん

庫こ

な
り
︒
聖
殿
の
後こ
う

径け
い

に
搆か
ま

う
︺

『
杜
陽
︵
雑
︶
編
﹄
に
曰
く
︑﹁
元
載
︑
芸う
ん

暉き

堂ど
う

を
造
る
︒
芸う
ん

暉き

草そ
う

を
用
い

て
壁
に
塗ぬ

る
﹂ (

105
)

と
︒

随ず
い

択た
く

府ふ

︹
倭わ

庫こ

な
り
︒
長
ち
ょ
う

廊ろ
う

を
回め
ぐ

ら
し
て
︑
漢
庫
に
通
ぜ
し
む
︺

古
今
序
︵﹁
古
今
和
歌
集
真
名
序
﹂︶
に
曰
く
︑﹁
民
の
欲
す
る
に
随
い
︑
士

の
才
を
択え
ら

ぶ
﹂
と
︒

濃の
う

陰い
ん

旭た
ん

︹
洪お
お

い
な
る
榎
ひ
さ
ぎ

の
樹
に
倚よ

り
て
︑
茅ぼ
う

軒け
ん

を
設
く
︒
園
に
渉わ
た

り
︑
此こ

こ
に
憩い
こ

う
︺

王お
う

轂こ
く

の
詩
︵﹁
暑
日
題
道
辺
樹
﹂︶
に
︑﹁
満ま
ん

地ち

の
濃の
う

陰い
ん

前
に
去
る
に

懶
も
の
う

し
﹂
と
あ
り
︒

妙
み
ょ
う

相そ
う

堂ど
う

観
音
の
像
を
安
置
す
︒
聖せ
い

殿で
ん

を
隔
て
て
︑
一
境
有
る
な
り
︒

羅ら

漢か
ん

堂ど
う妙

相
堂
の
傍
ら
に
在
り
︒
中
華
の
石せ
き

彫
ち
ょ
う

な
り
︒

雲う
ん

捧ほ
う

楼ろ
う

︹
観
頤
荘
の
東
南
に
森し
ん

た
り
︒
十
一
景
を
扁へ
ん

す
︺

王
介
甫
︵
王
安
石
︶
の
詩
︵
楊
蟠
﹁
甘
露
寺
﹂
詩
の
誤
り
︶
に
︑﹁
雲
は
楼ろ
う

台だ
い

を
捧さ
さ

げ
て
天
上
に
出い

で
し
む
﹂
と
あ
り
︒

楼
中
の
﹁
十
一
景
﹂
題
壁

王お
う

子じ

瑞ず
い

籬り

楼
前
︑
数
十
弓
き
ゅ
う
(106
)

を
隔
て
て
︑
王お
う

子じ

宮
き
ゅ
う

︵
王お
う

子じ

権こ
ん

現げ
ん

︶
を
巽
た
つ
み

︵
南
東
︶
の

隅す
み

に
望
む
︒
昭あ
き

ら
か
な
る
瑞ず
い

籬り

に
︑
長つ
ね

に
和わ

光こ
う

を
仰
ぐ
︒

大お
お

樋び

抃べ
ん

農の
う

大お
お

樋び

村む
ら

︵
大お
お

井い

樋び

村む
ら

︶
は
南
に
当
た
る
︒
近
く
農
夫
の
耕
す
を
見
︑
野
に

抃う

つ
の
歓
よ
ろ
こ

び
を
聞
く
︒

末す
え

次つ
ぐ

杳よ
う

煙え
ん

南
の
か
た
数
程 (

107
)

を
隔
て
て
︑
末す
え

次つ
ぐ

村む
ら

有
り
︒
茅ぼ
う

宇う

分
か
ち
難
く
︑
風ふ
う

煙え
ん

の
靄あ
い

靄あ
い

た
る
を
望
む
︒

八は
っ

田た

連れ
ん

松
し
ょ
う

八は
っ

田た

村む
ら

は
巽
た
つ
み

︵
南
東
︶
に
当
た
り
︑
長
ち
ょ
う

堤て
い

翠
み
ど
り

を
連つ
ら

ぬ
︒
青
松
の
亭て
い

亭て
い

た
る
を
見
︑
春
秋
の
蒼そ
う

蒼そ
う

た
る
を
愛
す
︒

南な
ん

里り

舞ぶ

鶴か
く

南な
ん

里り

の
邑む
ら

︑
東
北
の
間
に
在
り
︒
其
の
地

寛か
ん

閑か
ん

と
し
て
︑
舞ぶ

鶴か
く

攸
と
こ
ろ

を

相え
ら

び
和わ

鳴め
い

す
︒
之
れ
を
以
て
佳
境
と
為
す
な
り
︒

徳と
く

善ぜ
ん

霊れ
い

森し
ん

徳と
く

善ぜ
ん

院い
ん

は
︑
家か

国こ
く

応お
う

護ご
(108
)

の
場
な
り
︒
且か

つ
神
霊
の
瑞ず
い

験げ
ん

有
り
︒
以
て
万
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秋
に
仰
ぎ
︑
霊れ
い

森し
ん

を
瞻せ
ん

望ぼ
う

す
︒

稲い
な

佐さ

残ざ
ん

月げ
つ

稲い
な

佐さ

山や
ま

西
に
聳そ
び

ゆ
︒
残ざ
ん

月げ
つ

を
留
め
︑
暁
ぎ
ょ
う

雲う
ん

を
引
く
︒
以
て
詩
境
の
餘よ

懐か
い

を
添
う
︒

寺て
ら

井い

晴せ
い

滄そ
う

寺て
ら

井い

東
南
の
間
に
当
た
り
︑
天て
ん

水す
い

一い
っ

色
し
ょ
く

な
り
︒
雲
晴は

る
れ
ば
則
ち
滄そ
う

波は

渺
び
ょ
う

茫ぼ
う

と
し
て
︑
近
く
吟ぎ
ん

眸ぼ
う

に
入い

る
︒

早は
や

津つ

遠え
ん

帆は
ん

早は
や

津つ

寺て
ら

井い

と
と
も
に
相あ

い
並
ぶ
も
興
き
ょ
う

を
異こ
と

に
す
︒
雲う
ん

樹じ
ゅ

の
間
︑
遠
く

風ふ
う

帆は
ん

を
指
し
て
︑
以
て
美
観
と
為
す
︒

橐た
く

尾び

夕せ
き

照
し
ょ
う

橐た
く

尾び

山や
ま

西
に
聳そ
び

ゆ
︒
夕
陽

影
を
留
め
︑
山さ
ん

色
し
ょ
く

楼
に
入
る
︒

阿あ

蘇そ

朝
ち
ょ
う

暉き

阿あ

蘇そ

山さ
ん

東
に
当
た
る
︒
遠
く
肥ひ

後ご

を
指
し
て
︑
楼
上
に
望ぼ
う

を
引
け
ば
︑

地
を
異こ
と

に
す
る
も
興
き
ょ
う

を
同
じ
く
す
︒
翠す
い

煙え
ん

暉き

暉き

と
し
て
︑
以
て
出
し
ゅ
つ

日じ
つ

を
賓
み
ち
び

く
︒

蕃は
ん

育い
く

園え
ん

︹
竹
の
圏か
こ

い
を
設
け
て
︑
異い

域い
き

︵
外
国
︶
の
珍ち
ん

獣
じ
ゅ
う

を
育
は
ぐ
く

み
︑﹁
蕃は
ん

育い
く

﹂
の

額が
く

を
掲か
か

ぐ
︺

語
︵
朱
熹
﹁
論
語
序
説
﹂︶
に
曰
く
︑﹁
司し

職
し
ょ
く

の
吏り

と
為な

り
︑
畜ち
く

︵
家
畜
︶

蕃は
ん

息そ
く

︵
繁
殖
︶
す
﹂
と
︒

窺き

牆
し
ょ
う

亭て
い

︹
此
の
亭

聖せ
い

殿で
ん

に
隣と
な

る
を
以
て
之
れ
に
名
づ
く
な
り
︺

語
︵﹃
論
語
﹄
子
張
篇
︶
に
曰
く
︑﹁
夫ふ
う

子し

の
牆か
き

︑
数す
う

仞じ
ん
(109
)

た
り
﹂
と
︒

鐘
し
ょ
う

楼ろ
う

︹
窺
牆
亭
の
園え
ん

裏り

の
森し
ん

鬱う
つ

た
る
に
在
り
︺

玉
ぎ
ょ
っ

鈎こ
う

観か
ん

︹
廻か
い

廊ろ
う

窺
牆
亭
に
通
ず
︺

盧ろ

仝ど
う

の
詩
︵﹁
新
月
﹂︶
に
︑﹁
仙
宮

雲う
ん

箔ぱ
く

捲ま

か
れ
て
︑
玉
ぎ
ょ
く

簾れ
ん

鈎こ
う

を
露ろ

出し
ゅ
つ

す
﹂
と
あ
り
︒

抱ほ
う

明め
い

榭し
ゃ

︹
玉
鈎
観
の
傍
ら
に
︑
月げ
っ

榭し
ゃ

台だ
い

を
築
く
︒
榭
う
て
な

に
壁
を
設
け
ず
︒
故
に
鈎
観

の
西
の
戸
に
隷つ

か
し
む
︺

｢赤
壁
賦
﹂︵
蘇
軾
﹁
前
赤
壁
賦
﹂︶
に
︑﹁
明
月
を
抱い
だ

き
て

長
と
こ
し
え

に
終
え
ん
﹂

と
あ
り
︒

風ふ
う

簫
し
ょ
う

檐え
ん

︹
窺
牆
亭
の
北
面
に
搆か
ま

う
︒
又ま

た
檐え
ん

外が
い

に
竹
林
有
り
︺

｢此
君
軒
賦
﹂
︵
楊
万
里
﹁
清
虚
子
此
君
軒
賦
﹂︶
に
曰
く
︑﹁
風
の
竹
を
動

か
す
有
り
︒
簫
し
ょ
う

瑟し
つ

の
声
を
聞
き
︑
欣き
ん

然ぜ
ん

と
し
て
食
を
忘
る
﹂
と
︒

愛あ
い

棲せ
い

軒け
ん

︹
風
簫
檐
の
傍
ら
に
属つ
づ

く
︒
倭わ

邦ほ
う

の
禽き
ん

鳥
ち
ょ
う

を
棲
ま
し
む
︺

劉
長
卿
の
詩
︵﹁
小
鳥
篇

上
裴
尹
﹂︶
に
︑﹁
主
人
の
庭
中

喬
き
ょ
う

木ぼ
く

蔭お
お

え

ば
︑
此
の
清せ
い

陰い
ん

を
愛
し
て
棲せ
い

宿
し
ゅ
く

せ
ん
と
欲
す
﹂
と
あ
り
︒

龢わ

鳴め
い

︹
異
域
︵
外
国
︶
の
禽と
り

を
愛め

づ
る
の
堂
な
り
︒
故
に
中
華
の
家か

図ず

に
傚な
ら

い
て
︑
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之
れ
を
修
し
ゅ
う

造ぞ
う

す
︒
幸
さ
い
わ

い
に
し
て
唐と
う

製せ
い

の
額が
く

を
得
︑﹁
和わ

鳴め
い

﹂
の
字じ

有
れ
ば
︑

之
れ
を
掲か

か

げ
て
之
れ
を
称
す
︺

劉
斌
の
詩
︵
﹁
送
劉
散
員
︑
同
賦
陳
思
王
詩
︑
得
﹃
好
鳥
鳴
高
枝
﹄﹂︶
に
︑﹁
春

林

已す
で

に

自
お
の
ず
か

ら
好よ

く
︑
時
鳥

ほ
と
と
ぎ
す

復ま

た
和わ

鳴め
い

す
﹂
と
あ
り
︒

代だ
い

璋
し
ょ
う

弄ろ
う

︹
夷い

狄て
き

の
遊ゆ
う

翫が
ん

の
器
う
つ
わ

を
置
く
︺

詩
︵﹃
詩
経
﹄
小
雅
・
斯
干
︶
に
曰
く
︑﹁
男
子

生
ま
る
れ
ば
則
ち
之
れ

璋
し
ょ
う

を
弄ろ
う

せ
し
む
﹂
と
︒
此
の
亭
に
異
域
︵
外
国
︶
よ
り
伝
来
せ
し
弾だ
ん

丸が
ん

有
り
︒
弄ろ
う

璋
し
ょ
う

の
義
を
取
り
て
之
れ
に
代か

え
︑
焉こ

れ
に
名
づ
く
︒

経
史
の
堆た
い

を
窺
う
か
が

う
者
︑
其
の
要
を
提
す
︒
園
林
の
繁
き
を
過よ
ぎ

る
者
︑
其
の
芳

を
拾
う
︒
観
頤
荘
は
︑
城
西
の
別
居
な
り
︒
園え
ん

囿ゆ
う

は
大
な
る
に
非
ず
︑
台だ
い

閣か
く

は

美
な
る
に
非
ず
︒
山
水
を
愛め

で
て
山
水
に
止
ま
ら
ず
︑
花
木
を
玩め

で
て
花
木
に

偏か
た
よ

ら
ず
︒
心
に
適
し
た
が

い
て
吟
じ
︑
心
を
養
い
て
観
る
︒
逍
し
ょ
う

遙よ
う

緩か
ん

歩ぽ

の
間
︑
記
し

て
一
軸
を
成
す
︒
嗚あ

呼あ

︑
才
を
斗と

筲
し
ょ
う
(110
)

に
探た
ず

ね
︑
詞
を
瓦が

礫れ
き
(111
)

に
纂あ
つ

む
れ
ば
︑
樗ち
ょ

散さ
ん
(
112
)

の
大
な
る
が
如
く
︑
荊け
い

棘
き
ょ
く

の
繁
き
が
如
し
︒
巻
き
て
堆
を
成
す
も
︑
開
き
て
見

る
に
¿う

み
︑
読
む
者
を
し
て
難な
ん

過か

︵
難
儀
︶
せ
し
め
︑
吟
ず
る
者
を
し
て
辨べ
ん

ぜ
ざ

ら
し
め
ん
︒
此こ

こ
に
於
い
て
品ひ
ん

題だ
い

を
拾
い
︑
小
録
を
附
す
︒

冀
こ
い
ね
が

わ
く
は
騒そ
う

人じ
ん

韻い
ん

士し

の
之
れ
を
賞
し
ょ
う

詠え
い

し
︑
之
れ
を
潤
色
す
る
を
得
て
︑
藝
術
に
頤
養
す
る
を
助

け
︑
歓
声
を
林
泉
に
添
え
ん
こ
と
を
︒

元
禄

壬
み
ず
の
え

午う
ま

︵
十
五
年
︶
仲
冬
︵
十
一
月
︶
の
日

肥
侯
拾
遺
補
闕

藤
貞
伯
固

致
徳
斎
主
人

英え
い

を
摘つ

み
て
自
み
ず
か

ら
録ろ
く

す

印
記
︵
な
し
︶

︻
注
︼

︵
１
)

易
の
六
十
四
卦
の
一
つ
︒

︵
２
)

易
の
卦
の
最
上
位
の
陽よ

う

爻こ
う

︒

︵
３
)

『易
経
﹄
の
﹁
頤
卦
﹂
上
九
爻
に
見
え
る
語
︒

︵
４
)

象
伝
︒
易
の
卦
や
爻
の
象
徴
す
る
内
容
に
対
す
る
解
釈
︒

︵
５
)

『易
経
﹄
の
﹁
頤
卦
﹂
上
九
爻
の
象
伝
に
見
え
る
語
︒

︵
６
)

北
宋
・
程
頤
の
﹃
伊
川
易
伝
﹄︒

︵
７
)

『伊
川
易
伝
﹄
巻
二
の
﹁
頤
卦
﹂
に
見
え
る
語
︒

︵
８
)

周
・
春
秋
・
戦
国
時
代
の
一
里
は
約
四
百
五
メ
ー
ト
ル
︒
し
た
が
っ
て
七

十
里
は
約
二
十
八
・
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
︒

︵
９
)

『孟
子
﹄
梁
恵
王
下
篇
の
故
事
を
踏
ま
え
る
︒
原
文
は
次
の
と
お
り
︒﹁
斉

宣
王
問
曰
︑
文
王
之
囿
︑
方
七
十
里
︑
有
諸
︒
孟
子
対
曰
︑
於
伝
有
之
︒
曰
︑

若
是
其
大
乎
︒
曰
︑
民
猶
以
為
小
也
︒
曰
︑
寡
人
之
囿
︑
方
四
十
里
︑
民
猶
以

為
大
︑
何
也
︒
曰
︑
文
王
之
囿
︑
方
七
十
里
︑
芻
蕘
者
住
焉
︑
雉
兔
者
往
焉
︑

与
民
同
之
︑
民
以
為
小
︑
不
亦
宜
乎
︒
臣
始
至
於
境
︑
問
国
之
大
禁
︑
然
後
敢

入
︑
臣
聞
郊
関
之
内
︑
有
囿
方
四
十
里
︑
殺
其
麋
鹿
者
如
殺
人
之
罪
︑
則
是
方

四
十
里
為
阱
於
国
中
︑
民
以
為
大
︑
不
亦
宜
乎
︒﹂

︵
10
)

才
能
に
恵
ま
れ
な
い
者
が
︑
苦
心
し
て
物
事
の
道
理
を
知
り
︑
ひ
た
す
ら

努
力
を
重
ね
実
践
し
て
徳
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
い
う
︒
﹃
中
庸
章
句
﹄
第

二
十
章
に
︑﹁
或
生
而
知
之
︑
或
学
而
知
之
︑
或
困
而
知
之
︒
及
其
知
之
一
也
︒
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或
安
而
行
之
︑
或
利
而
行
之
︑
或
勉
強
而
行
之
︒
及
其
成
功
一
也
﹂
と
あ
る

の
を
踏
ま
え
る
︒

︵
11
)

人
が
ふ
み
行
う
べ
き
五
つ
の
道
︒
す
な
わ
ち
﹁
父
義
﹂﹁
母
慈
﹂﹁
兄
友
﹂

﹁
弟
共
︵
恭
︶
﹂﹁
子
孝
﹂︵﹃
春
秋
左
氏
伝
﹄
文
公
十
八
年
︶︑
ま
た
は
﹁
父
子
有

親
﹂﹁
君
臣
有
義
﹂﹁
夫
婦
有
別
﹂﹁
長
幼
有
序
﹂﹁
朋
友
有
信
﹂︵﹃
孟
子
﹄
滕
文

公
上
篇
︶︒

︵
12
)

九
つ
の
原
則
︒
す
な
わ
ち
﹁
修
身
﹂︵
身
を
修
む
︶︑﹁
尊
賢
﹂︵
賢
を
尊
ぶ
︶︑

﹁
親
親
﹂︵
親し

ん

に
親
し
む
︶︑﹁
敬
大
臣
﹂︵
大
臣
を
敬
う
︶︑﹁
体
群
臣
﹂︵
群
臣
を

体
す
る
︶︑﹁
子
庶
民
﹂︵
庶
民
を

子
い
つ
く

し
む
︶︑﹁
来
百
工
﹂︵
百
工
を

来
ね
ぎ
ら

う
︶︑

﹁
柔
遠
人
﹂︵
遠
人
を
柔

や
わ
ら

ぐ
︶︑﹁
懐
諸
侯
﹂︵
諸
侯
を
懐な

つ

く
る
︶︒﹃
中
庸
﹄
第
二

十
章
に
は
﹁
凡
為
天
下
国
家
︑
有
九
経
﹂
と
あ
り
︑
九
経
を
天
下
や
国
を
う
ま

く
治
め
る
た
め
の
原
則
と
す
る
︒

︵
13
)

｢建
極
﹂
と
は
根
本
の
道
徳
を
定
め
る
意
︒

︵
14
)

｢格
物
致
知
﹂
の
こ
と
︒﹃
大
学
﹄
の
一
節
︑﹁
致
知
在
格
物
︑
物
格
而
知

至
﹂
に
由
来
︒
後
漢
の
鄭
玄
は
︑﹁
知
を
致い

た

す
は
物こ

と

を
格き

た

す
に
在
り
﹂
と
読
み
︑

事
柄
の
善
悪
は
人
の
好
み
に
従
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
解
釈
し

た
︵﹃
礼
記
注
疏
﹄︶︒
一
方
︑
南
宋
の
朱
熹
は
︑﹁
知
を
致い

た

す
は
物も

の

を
格い

た

す
に

在
り
﹂
と
読
み
︑
外
在
の
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
理
に
至
り
尽
く
し
て
知
識
を
極

め
︑
客
観
的
な
理
を
獲
得
す
る
こ
と
が
道
徳
の
基
礎
と
な
る
と
解
釈
し
た

︵﹃
大
学
章
句
﹄︶︒
ま
た
︑
王
守
仁
︵
陽
明
︶
は
︑﹁
知
を
致い

た

す
は
物こ

と

を
格た

だ

す
に

在
り
﹂
と
読
み
︑
心
に
生
ま
れ
な
が
ら
に
備
わ
る
道
徳
意
識
︵
良
知
︶
を
十
全

に
発
揮
さ
せ
る
に
は
︑
事
象
ご
と
に
生
じ
る
自
己
の
主
体
的
な
意
識
を
是
正

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
解
釈
し
た
︵﹃
伝
習
録
﹄
上
︶︒
他
に
も
諸
説
あ

る
︒

︵
15
)

『論
語
﹄
憲
問
篇
の
言
葉
︒

︵
16
)

『中
庸
章
句
﹄
第
二
十
章
︑
朱
熹
の
注
に
﹁
達
道
者
︑
天
下
古
今
所
共
由
之

路
︑
即
書
所
謂
五
典
︑
孟
子
所
謂
父
子
有
親
︑
君
臣
有
義
︑
夫
婦
有
別
︑
長
幼

有
序
︑
朋
友
有
信
︑
是
也
﹂
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
︒﹁
達
道
﹂
と
は
世
間
一

般
に
通
じ
る
決
ま
り
︑
す
な
わ
ち
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
・
兄
弟
・
朋
友
の
五
倫

の
道
︒

︵
17
)

『中
庸
章
句
﹄
第
二
十
章
︑
前
注
の
引
用
箇
所
の
後
に
︑﹁
知
︑
所
以
知
此

也
︒
仁
︑
所
以
体
此
也
︒
勇
︑
所
以
強
此
也
︒
謂
之
達
徳
者
︑
天
下
古
今
所

同
得
之
理
也
﹂
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
︒﹁
達
徳
﹂
と
は
世
間
一
般
の
人
々
に

常
に
行
わ
れ
る
べ
き
徳
︒

︵
18
)

『中
庸
﹄
第
九
章
に
﹁
凡
為
天
下
国
家
有
九
経
︑
所
以
行
之
者
一
也
﹂
と
あ

り
︑
朱
熹
の
注
は
﹁
一
者
︑
誠
也
︒
一
有
不
誠
︑
則
是
九
者
皆
為
虚
文
矣
︒
此

九
経
之
実
也
﹂︵﹃
中
庸
章
句
﹄
第
二
十
章
︶
と
す
る
が
︑
綱
茂
は
﹁
誠
﹂
を

﹁
仁
﹂
に
置
き
換
え
て
い
る
︒

︵
19
)

『中
庸
﹄
第
八
章
に
﹁
子
曰
︑
好
学
近
乎
知
︑
力
行
近
乎
仁
︑
知
恥
近
乎

勇
﹂
と
あ
る
︒

︵
20
)

『中
庸
﹄
第
八
章
に
﹁
天
下
之
達
道
五
︑
所
以
行
之
者
三
︒
曰
︑
君
臣
也
︑

父
子
也
︑
夫
婦
也
︑
昆
弟
也
︑
朋
友
之
交
也
︒
五
者
︑
天
下
之
達
道
也
︒
知
仁

勇
三
者
︑
天
下
之
達
徳
也
︒
所
以
行
之
者
一
也
﹂
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
︒

︵
21
)

『論
語
集
注
﹄
学
而
篇
に
︑
朱
熹
の
言
葉
と
し
て
﹁
愚
謂
︑
力
行
而
不
学

文
︑
則
無
以
考
聖
賢
之
成
法
︑
識
事
理
之
当
然
﹂
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
︒

︵
22
)

｢孝
﹂
は
親
に
孝
行
す
る
こ
と
︒﹁
弟
﹂
は
兄
ま
た
は
年
長
者
に
従
順
に
仕

え
る
こ
と
︒﹁
慈
﹂
は
目
下
を
慈
し
む
こ
と
︒

︵
23
)

｢頤
﹂
は
養
う
意
︒
﹃
易
経
﹄
の
﹁
頤
卦
﹂
彖
伝
に
﹁
観
頤
︑
観
其
所
養
也
﹂

と
あ
り
︑﹁
観
頤
﹂
と
は
そ
の
養
う
と
こ
ろ
を
見
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
︒

︵
24
)

程
頤
﹃
伊
川
易
伝
﹄
巻
二
︑
﹁
頤
卦
﹂
に
見
え
る
語
︒

︵
25
)

北
宋
・
徐
仲
車
﹁
淮
之
水
﹂
に
︑﹁
淮
之
水
︑
淮
之
水
︒
春
風
吹
︑
春
風
洗
︒

青
於
藍
︑
緑
染
指
︒
魚
不
来
︑
鷗
不
赴
︒
瀲
瀲
灔
灔
天
尽
頭
︑
祗
見
孤
帆
不

見
舟
﹂
と
あ
る
の
を
い
う
︒

︵
26
)

北
宋
・
欧
陽
脩
﹁
酔
翁
亭
記
﹂
に
見
え
る
句
︒
原
文
は
﹁
佳
木
秀
而
繁
陰
︒﹂

︵
27
)

北
宋
・
蘇
軾
﹁
廬
山
二
勝
・
開
元
潄
玉
亭
﹂
詩
に
見
え
る
句
︒

︵
28
)

唐
・
李
嶠
﹁
松
﹂
詩
に
見
え
る
句
︒
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︵
29
)

『詩
経
﹄
大
雅
・
巻
阿
に
﹁
鳳
凰
鳴
矣
︑
于
彼
高
岡
﹂
と
あ
る
の
を
踏
ま
え

る
︒

︵
30
)

出
典
未
詳
︒

︵
31
)

南
朝
宋
・
謝
霊
運
﹁
石
壁
精
舍
還
湖
中
﹂
詩
に
見
え
る
句
︒

︵
32
)

『漢
書
﹄
巻
六
﹁
武
帝
紀
﹂
に
︑﹁︵
元
封
二
年
︶
六
月
︑
詔
曰
︑
甘
泉
宮
内

中
産
芝
︑
九
茎
連
葉
︑
上
帝
博
臨
︑
不
異
下
房
︑
賜
朕
弘
休
︑
其
赦
天
下
︑
賜

雲
陽
都
百
戸
牛
酒
︒
作
芝
房
之
歌
﹂
と
あ
る
︒

︵
33
)

｢謝
庭
蘭
玉
﹂
と
も
︒
家
門
に
栄
光
を
も
た
ら
す
子
孫
を
称
え
る
言
葉
︒

﹃
晋
書
﹄
巻
七
十
九
﹁
謝
安
伝
﹂
の
故
事
に
由
来
︒
原
文
は
次
の
と
お
り
︒﹁
玄

字
幼
度
︒
少
穎
悟
︑
与
従
兄
朗
俱
為
叔
父
安
所
器
重
︒
安
嘗
戒
約
子
侄
︑
因

曰
︑
子
弟
亦
何
豫
人
事
︑
而
正
欲
使
其
佳
︒
諸
人
莫
有
言
者
︒
玄
答
曰
︑
譬

如
芝
蘭
玉
樹
︑
欲
使
其
生
於
庭
階
耳
︒﹂

︵
34
)

底
本
で
は
﹁
古
﹂
に
作
る
が
︑
文
脈
か
ら
考
え
れ
ば
明
ら
か
に
﹁
右
﹂
の

誤
写
で
あ
る
た
め
︑﹁
右
﹂
に
改
め
て
書
き
下
し
た
︒

︵
35
)

白
居
易
の
詩
句
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
実
は
唐
・
銭
起
の
﹁
藍
田
渓
雑
詠
二

十
二
首
・
古
藤
﹂
に
見
え
る
句
︒

︵
36
)

西
晋
・
陸
機
﹁
招
隠
詩
﹂
に
見
え
る
句
︒

︵
37
)

『詩
経
﹄
小
雅
・
綿
蛮
に
見
え
る
句
︒
原
文
は
﹁
綿
蛮
黄
鳥
︑
止
于
丘
隅
︒﹂

︵
38
)

唐
・
長
孫
佐
輔
﹁
尋
山
家
﹂
詩
に
見
え
る
句
︒

︵
39
)

東
晋
・
陶
淵
明
﹁
飲
酒
﹂
第
五
首
の
﹁
此
中
有
真
意
︑
欲
辨
已
忘
言
﹂
二

句
を
い
う
︒

︵
40
)

形
が
牛
の
顔
に
似
た
朽
木
を
︑
牛
頭
人
身
と
さ
れ
る
神
農
︵
三
皇
の
一
人
︶

に
見
立
て
た
と
い
う
こ
と
か
︒

︵
41
)

常
山
に
住
む
蛇
は
︑
頭
を
打
た
れ
れ
ば
尾
が
助
け
︑
尾
を
打
た
れ
れ
ば
頭

が
助
け
︑
胴
を
打
た
れ
れ
ば
頭
と
尾
が
一
致
し
て
助
け
た
と
い
う
﹃
孫
子
﹄

九
地
篇
の
故
事
か
ら
︑
物
事
の
筋
道
︑
文
章
の
流
れ
等
が
︑
首
尾
相
応
じ
て

構
成
が
緻
密
で
あ
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
︒

︵
42
)

『孟
子
﹄
尽
心
上
篇
の
﹁
観
於
海
者
難
為
水
︑
遊
於
聖
人
之
門
者
難
為
言
︒

観
水
有
術
︑
必
観
其
瀾
﹂
及
び
こ
の
句
に
対
す
る
後
世
の
人
々
の
注
釈
を
踏

ま
え
て
い
よ
う
︒
例
え
ば
︑
北
宋
の
孫
奭
は
こ
の
句
を
︑﹁
以
其
人
之
観
書
亦

若
是
也
︒
言
観
書
亦
当
観
其
五
経
而
已
矣
︒
五
経
所
以
載
聖
人
之
大
道
者

也
﹂︵﹃
孟
子
注
疏
﹄
所
引
︶
と
解
釈
し
て
い
る
︒
引
用
文
の
意
味
に
つ
い
て

は
︑
現
代
語
訳
編
の
注
(
14
)を
参
照
︒

︵
43
)

｢壺
中
天
﹂︵﹃
後
漢
書
﹄
費
長
房
伝
︶
の
故
事
を
踏
ま
え
る
か
︒

︵
44
)

駿
馬
が
縦
横
に
駆
け
め
ぐ
る
様
子
︒
後
漢
の
張
衡
﹁
東
京
賦
﹂
に
︑﹁
龍

雀
蟠
蜿
︑
天
馬
半
漢
﹂
と
あ
る
︒

︵
45
)

若
蘭
は
前
秦
の
竇
滔
の
妻
︑
蘇
蕙
の
字
︒
蘇
蕙
は
回
文
詩
の
始
ま
り
と

さ
れ
る
錦
の
﹁
璇
璣
図
詩
﹂
を
織
っ
て
夫
に
寄
せ
た
と
さ
れ
る
︒﹃
晋
書
﹄
列

女
伝
・
竇
滔
妻
蘇
氏
に
そ
の
故
事
が
見
え
る
︒

︵
46
)

唐
・
杜
牧
﹁
山
行
﹂
詩
の
﹁
停
車
坐
愛
楓
林
晩
︑
霜
葉
紅
於
二
月
花
﹂
を

踏
ま
え
る
︒

︵
47
)

｢張
騫
乗
槎
﹂
の
典
故
を
踏
ま
え
る
︒
西
晋
の
張
華
﹃
博
物
志
﹄
巻
十
︑

﹃
藝
文
類
聚
﹄
巻
八
︑
南
朝
梁
の
宗
懍
﹃
荊
楚
歳
時
記
﹄
な
ど
に
載
っ
て
お
り
︑

南
宋
の
胡
仔
﹃
苕
渓
漁
隠
叢
話
前
集
﹄
巻
十
一
︑
杜
少
陵
六
は
︑﹃
荊
楚
歳
時

記
﹄
の
記
述
を
引
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
︒﹁
張
華
博
物
志
云
︑
漢
武

帝
令
張
騫
窮
河
源
︑
乗
槎
経
月
而
去
︒
至
一
処
︑
見
城
郭
如
官
府
︑
室
内
有

一
女
織
︑
又
見
一
丈
夫
牽
牛
飲
河
︑
騫
問
云
︑
此
是
何
処
︒
答
曰
︑
可
問
厳
君

平
︒
織
女
取
榰
機
石
与
騫
而
還
︒
後
至
蜀
問
君
平
︑
君
平
曰
︑
某
年
月
日
客

星
犯
牛
斗
︒
所
得
榰
機
石
︑
為
東
方
朔
所
識
︑
並
其
證
焉
︒﹂

︵
48
)

井
欄
に
装
飾
を
施
し
た
井
戸
︒
美
し
い
井
戸
︒
こ
こ
で
は
井
戸
の
美
称
︒

︵
49
)

恵
山
泉
︒
唐
・
陸
羽
の
﹃
茶
経
﹄
に
﹁
天
下
第
二
泉
﹂
と
記
さ
れ
た
名
水
︒

中
国
江
蘇
省
無
錫
市
郊
外
の
恵
山
の
麓
に
あ
る
︒

︵
50
)

中
国
福
建
省
建
甌
県
に
あ
る
地
名
︒
茶
の
名
産
地
︒

︵
51
)

釣
り
鐘
︒
中
国
の
古
い
伝
説
で
︑
音
楽
を
掌
る
鳬
氏
が
鐘
を
作
っ
た
と

さ
れ
る
こ
と
か
ら
こ
の
よ
う
に
い
う
︒﹃
周
礼
﹄
考
工
記
・
鳬
氏
の
項
に
見
え

る
︒
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︵
52
)

｢呂
﹂
と
﹁
律
﹂
は
そ
れ
ぞ
れ
陰
の
六
音
と
陽
の
六
音
を
指
す
の
で
︑
こ
こ

で
は
陰
陽
が
替
わ
る
こ
と
︑
つ
ま
り
夜
と
昼
が
交
替
す
る
こ
と
を
い
う
か
︒

︵
53
)

『詩
経
﹄
の
六
つ
の
分
類
︒
す
な
わ
ち
風
・
雅
・
頌
・
賦
・
比
・
興
︒

︵
54
)

一
程
は
比
較
的
に
短
い
距
離
︒

︵
55
)

南
宋
・
胡
銓
﹁
和
林
和
靖
先
生
梅
韻
﹂
第
四
首
の
詩
句
︒

︵
56
)

唐
・
陸
亀
蒙
﹁
襲
美
初
植
松
桂
偶
題
﹂
詩
に
︑﹁
煙
格
月
姿
曾
不
改
︑
到
今

猶
似
在
山
中
﹂
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
︒

︵
57
)

北
宋
・
蘇
軾
﹁
種
松
得
徠
字
﹂
詩
に
見
え
る
句
︒

︵
58
)

｢龍
鳳
団
﹂
と
は
最
上
級
の
茶
︒
北
宋
・
仁
宗
の
時
代
に
作
ら
れ
た
団
茶

で
︑
圧
搾
し
て
龍
と
鳳
凰
の
模
様
を
象
っ
た
と
さ
れ
る
︒
欧
陽
脩
の
﹃
帰
田

録
﹄
等
に
見
え
る
︒

︵
59
)

北
宋
・
梅
尭
臣
﹁
依
韻
和
杜
相
公
謝
蔡
君
謨
寄
茶
﹂
詩
に
見
え
る
句
︒

︵
60
)

唐
の
開
元
年
間
に
都
長
安
の
興
慶
宮
に
あ
っ
た
池
の
名
︒

︵
61
)

興
慶
池
の
東
北
側
に
沈
香
亭
が
あ
り
︑
そ
の
前
に
数
種
の
牡
丹
が
植
え

て
あ
っ
た
︒
玄
宗
と
楊
貴
妃
が
こ
こ
で
花
見
を
し
た
時
︑
李
白
が
玄
宗
に
命

じ
ら
れ
て
︑
か
の
有
名
な
﹁
清
平
調
﹂
を
詠
み
︑
そ
れ
を
李
亀
年
が
歌
に
し
た

と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
知
ら
れ
る
︒

︵
62
)

｢魏
紫
﹂
と
﹁
姚
黄
﹂
は
欧
陽
脩
の
﹁
洛
陽
牡
丹
記
﹂
に
見
え
る
最
高
級
の

牡
丹
の
品
種
︒

︵
63
)

｢国
色
天
香
﹂
は
牡
丹
の
別
称
︒
国
一
番
の
美
し
さ
と
天
下
第
一
の
香
り

を
も
つ
と
い
う
意
︒

︵
64
)

欧
陽
脩
の
﹁
洛
陽
牡
丹
記
﹂
を
踏
ま
え
た
表
現
︒

︵
65
)

陶
淵
明
の
﹁
五
柳
先
生
伝
﹂
を
踏
ま
え
た
表
現
︒
彭
沢
は
中
国
江
西
省
に

あ
る
地
名
︒
陶
淵
明
が
か
つ
て
こ
こ
の
県
令
を
務
め
た
の
で
︑
陶
淵
明
の
こ

と
を
陶
彭
沢
と
も
い
う
︒
た
だ
﹁
五
柳
先
生
伝
﹂
は
︑
陶
淵
明
が
彭
沢
の
県

令
を
辞
し
︑
故
郷
の
潯じ

ん

陽よ
う

︵
江
西
省
九
江
市
︶
に
隠
遁
し
た
後
の
作
で
あ
る
︒

︵
66
)

｢無
心
雲
起
﹂﹁
有
声
鳥
帰
﹂
は
︑
陶
淵
明
﹁
帰
去
来
兮
辞
﹂
の
﹁
雲
無
心

以
出
岫
︑
鳥
¿
飛
而
知
還
﹂
を
踏
ま
え
た
表
現
か
︒

︵
67
)

二
月
上
旬
と
八
月
上
旬
の
丁
ひ
の
と

の
日
︒

︵
68
)

浮
き
草
と
白
ヨ
モ
ギ
︒
供
え
物
を
い
う
︒

︵
69
)

稽
首
は
︑
膝
を
屈
し
︑
頭
を
地
面
に
し
ば
ら
く
つ
け
て
敬
礼
す
る
こ
と
︒

頭
を
地
面
に
打
ち
つ
け
る
頓
首
と
と
も
に
最
も
重
い
礼
︒
拝
手
は
︑
跪
い
て

両
手
を
地
に
伏
せ
︑
頭
を
手
の
上
に
の
せ
て
お
辞
儀
を
す
る
こ
と
︒

︵
70
)

｢�
墨
神
仙
﹂
と
は
前
漢
の
神
仙
殿
の
こ
と
か
︒
唐
・
李
肇
﹃
�
林
志
﹄

に
︑﹁
漢
制
︑
尚
書
郎
主
作
文
書
起
草
︑
更
直
建
礼
門
内
︒︵
中
略
︶
建
礼
門
内

得
神
仙
門
︑
神
仙
門
内
得
光
明
殿
︑
神
仙
殿
︒
自
門
下
省
︑
中
書
省
︑
蓋
比
今

�
林
之
制
略
同
而
所
掌
軽
也
﹂
と
あ
り
︑
神
仙
殿
は
唐
の
�
林
院
に
相
当
す

る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
な
お
﹁
道
家
Á
萊
﹂
は
﹁
道
家
Á
萊
山
﹂

の
こ
と
︒
つ
ま
り
後
漢
の
宮
中
に
あ
っ
た
蔵
書
庫
︑
東
観
の
異
名
︒﹃
後
漢

書
﹄
巻
五
十
三
の
﹁
竇
章
伝
﹂
に
︑﹁
是
時
学
者
称
東
観
為
老
子
蔵
室
︑
道
家

Á
萊
山
﹂
と
あ
り
︑
唐
・
李
賢
の
注
に
︑﹁
老
子
為
守
蔵
史
︑
復
為
柱
下
史
︒

四
方
所
記
文
書
皆
帰
柱
下
︒
事
見
史
記
︒
言
東
観
経
籍
多
也
﹂
と
あ
る
︒
し

た
が
っ
て
︑
こ
こ
で
は
い
ず
れ
も
豊
富
な
蔵
書
を
い
う
︒

︵
71
)

唐
・
王
轂
﹁
暑
日
題
道
辺
樹
﹂
詩
に
見
え
る
句
︒

︵
72
)

正
統
で
は
な
い
教
え
︒
聖
人
の
道
で
は
な
い
別
の
学
説
︒

︵
73
)

｢観
頤
荘
記
﹂
附
録
編
に
お
け
る
﹁
雲
捧
楼
﹂
の
説
明
に
は
﹁
王
介
甫
詩
﹂

と
あ
る
の
で
︑
北
宋
・
王
安
石
︵
字
は
介
甫
︶
を
指
す
と
思
わ
れ
る
が
︑
誤
写

か
︒
ち
な
み
に
﹁
平
甫
﹂
は
同
じ
く
北
宋
の
人
︑
王
令
の
字
︒
な
お
こ
の
詩

句
は
王
安
石
の
詩
に
は
見
あ
た
ら
ず
︑
同
じ
く
北
宋
の
人
︑
楊
蟠
の
﹁
甘
露

寺
﹂
詩
に
見
え
る
︒

︵
74
)

｢観
頤
荘
記
﹂
附
録
編
の
﹁
王
子
瑞
籬
﹂
の
説
明
を
参
照
︒

︵
75
)

『詩
経
﹄
小
雅
・
鶴
鳴
に
﹁
鶴
鳴
于
九
皐
︑
声
聞
于
野
﹂
と
あ
る
の
を
踏
ま

え
る
︒

︵
76
)

｢念
茲
在
茲
﹂
に
同
じ
︒
あ
る
人
ま
た
は
あ
る
こ
と
が
心
に
刻
ま
れ
て
忘

れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
い
う
︒
﹃
書
経
﹄
大
禹
謨
篇
に
﹁
帝
念
哉
︒
念
茲
在
茲
︑

釈
茲
在
茲
﹂
と
あ
る
の
に
由
来
︒
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︵
77
)

一
仞
は
両
手
を
左
右
に
伸
ば
し
た
長
さ
︒
約
一
・
五
メ
ー
ト
ル
︒

︵
78
)

｢窺
牆
﹂
の
出
典
に
つ
い
て
は
︑﹁
観
頤
荘
記
﹂
附
録
編
の
﹁
窺
牆
亭
﹂
の

項
目
を
参
照
︒

︵
79
)

南
朝
梁
の
劉
緩
の
作
品
と
す
る
説
も
あ
る
︒

︵
80
)

蘇
軾
﹁
前
赤
壁
賦
﹂
の
﹁
抱
明
月
而
長
終
﹂
を
踏
ま
え
る
︒﹁
観
頤
荘
記
﹂

附
録
編
の
﹁
抱
明
榭
﹂
の
項
目
を
参
照
︒

︵
81
)

木
の
枝
葉
の
繁
茂
す
る
さ
ま
︒

︵
82
)

漢
代
の
人
︒
仙
術
を
学
ん
だ
が
︑
過
ち
を
犯
し
た
の
で
罰
と
し
て
月
中

の
桂
を
切
ら
さ
れ
た
と
い
う
︒

︵
83
)

唐
の
玄
宗
が
夢
の
中
で
月
の
広
寒
宮
に
遊
ん
だ
こ
と
を
踏
ま
え
る
か
︒

唐
の
柳
宗
元
﹃
龍
城
録
﹄
所
収
﹁
明
皇
夢
遊
広
寒
宮
﹂
に
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

﹁
開
元
六
年
︑
上
皇
与
申
天
師
︑
道
士
鴻
都
客
︑
八
月
望
日
夜
︑
因
天
師
作
術
︑

三
人
同
在
雲
上
遊
月
中
︒
過
一
大
門
︑
在
玉
光
中
飛
浮
︑
宮
殿
往
来
無
定
︑

寒
気
逼
人
︑
露
濡
衣
袖
皆
湿
︒
頃
見
一
大
宮
府
︑
榜
曰
︑
広
寒
清
虚
之
府
︒

其
守
門
兵
衛
甚
厳
︑
白
刃
粲
然
︑
望
之
如
凝
雪
︒
時
三
人
皆
止
其
下
︑
不
得

入
︒
天
師
引
上
皇
起
躍
︑
身
如
在
煙
霧
中
︒
下
視
王
城
崔
巍
︑
但
聞
清
香
靄

鬱
︒
視
下
若
万
里
琉
璃
之
田
︒
其
間
見
有
仙
人
道
士
︑
乗
雲
駕
鶴
︑
往
来
若

遊
戯
︒
少
焉
︑
歩
向
前
︑
覚
翠
色
冷
光
︑
相
射
目
眩
︑
極
寒
不
可
進
︒
下
見
有

素
娥
十
餘
人
︑
皆
皓
衣
乗
白
鸞
往
来
︑
舞
笑
於
広
陵
大
桂
樹
之
下
︒
又
聴
楽

音
嘈
雑
︑
亦
甚
清
麗
︒
上
皇
素
解
音
律
︑
熟
覧
而
意
已
伝
︒
頃
天
師
亟
欲
帰
︑

三
人
下
若
旋
風
︑
忽
悟
若
酔
中
夢
廻
爾
︒﹂

︵
84
)

『古
今
事
文
類
聚
﹄
前
集
巻
一
︑
天
道
部
・
月
︑﹁
随
至
月
中
﹂
に
﹁
玄
洲

之
南
︑
以
水
精
為
月
︑
刻
瑤
為
兎
︒
翟
乾
祐
︑
与
十
許
人
翫
月
︒
或
問
︑
月
中

竟
何
所
有
︒
乾
祐
曰
︑
随
我
手
看
之
︒
月
規
半
円
︑
瓊
楼
玉
宇
満
焉
﹂
と
あ

る
︒

︵
85
)

｢四
時
﹂
は
朝
︑
昼
︑
夕
︑
夜
︒﹁
九
乳
﹂
は
鐘
︒
鐘
の
表
面
に
九
つ
の
突

起
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
︒

︵
86
)

唐
・
徐
堅
等
撰
﹃
初
学
記
﹄
巻
十
五
︑
楽
部
下
・
鐘
﹁
九
乳
﹂
に
見
え
る

語
︒
但
し
﹃
初
学
記
﹄
の
原
文
に
は
﹁
君
子
鑠
金
為
鐘
︑
四
時
九
乳
︒
是
以
撞

鐘
以
知
君
︑
鐘
調
則
君
道
得
﹂
と
あ
り
︑﹃
観
頤
荘
記
﹄
で
は
﹁
以
知
君
﹂
三

字
が
省
か
れ
て
い
る
︒

︵
87
)

能
因
法
師
の
和
歌
﹁
山
里
に
ま
か
り
て
よ
み
侍
り
け
る
﹂
に
︑﹁
山
里
の

春
の
夕
暮
き
て
み
れ
ば
入
相
の
鐘
に
花
ぞ
散
り
け
る
﹂
と
あ
る
の
を
い
う
︒

︵
88
)

唐
の
張
説
﹁
山
夜
聞
鐘
﹂
に
︑﹁
夜
臥
聞
夜
鐘
︑
夜
静
山
更
響
︒
霜
風
吹
寒

月
︑
米
頁
虚
中
上
︒
前
声
既
舂
容
︑
後
声
復
晃
盪
︒
聴
之
如
可
見
︑
尋
之
定

無
像
︒
信
知
本
際
空
︑
徒
掛
生
滅
想
﹂
と
あ
る
の
を
い
う
︒
舂
陵
は
現
在
の

中
国
湖
北
省
棗
陽
市
︑
あ
る
い
は
湖
南
省
永
州
市
寧
遠
県
︒
張
説
は
岳
州
刺

史
を
務
め
︑
長
安
と
岳
州
の
間
を
往
還
し
て
い
る
の
で
︑
こ
こ
で
は
湖
北
省

の
舂
陵
と
見
ら
れ
る
︒

︵
89
)

『周
礼
﹄
の
注
釈
を
書
い
た
鄭
玄
の
こ
と
を
指
す
か
︒

︵
90
)

注
(51
)を
参
照
︒

︵
91
)

自
分
を
謙
遜
し
て
い
う
語
︒

︵
92
)

南
宋
・
楊
万
里
﹁
清
虚
子
此
君
軒
賦
﹂
を
踏
ま
え
る
︒
﹁
此
君
﹂
は
竹
の
こ

と
︒
東
晋
の
王
徽
之
が
︑
庭
に
植
え
た
竹
を
﹁
此
君
﹂
と
呼
ん
だ
こ
と
に
因

む
︒﹃
世
説
新
語
﹄
任
誕
篇
に
見
え
る
︒

︵
93
)

額
や
書
物
の
表
紙
に
題
字
を
書
く
こ
と
︒

︵
94
)

孔
子
の
弟
子
︑
公こ

う

冶や

長
ち
ょ
う

は
鳥
の
言
葉
が
聞
き
取
れ
た
と
い
う
︒
南
朝

梁
・
皇お

う

侃が
ん

﹃
論
語
義
疏
﹄
所
引
﹃
論
釈
﹄
に
見
え
る
︒

︵
95
)

『徒
然
草
﹄
第
百
二
十
一
段
に
︑﹁
王
子
猷
が
鳥
を
愛
せ
し
︑
林
に
楽
し
ぶ

を
見
て
︑
逍
遙
の
友
と
し
き
︒
捕
へ
苦
し
め
た
る
に
あ
ら
ず
︒
凡
そ
﹃
珍
ら

し
き
禽
︑
あ
や
し
き
獣
︑
国
に
育
は
ず
﹄︵﹃
書
経
﹄
旅
獒
篇
の
﹁
珍
禽
異
獣
︑

不
育
于
国
﹂
に
由
来
︶
と
こ
そ
︑
文
に
も
侍
る
な
れ
﹂
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る

か
︒

︵
96
)

『詩
経
﹄
小
雅
・
斯
干
に
︑﹁
乃
生
男
子
︑
載
寝
之
床
︑
載
衣
之
裳
︑
載
弄

之
璋
﹂
と
あ
る
の
を
い
う
︒
﹁
璋
﹂
と
は
︑
上
部
が
尖
り
下
部
が
方
形
の
玉
器

で
あ
る
﹁
圭
﹂
を
︑
縦
に
半
分
に
割
っ
た
玉
製
の
笏
︒
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︵
97
)

底
本
は
﹁
観
頤
︑
貞
吉
﹂
に
作
る
が
︑﹁
頤
︑
貞
吉
﹂
の
誤
り
︒

︵
98
)

易
に
お
い
て
卦
全
体
に
対
し
て
判
断
し
た
言
葉
︒

︵
99
)

本
来
は
こ
の
詩
句
の
後
に
﹁
祗
だ
孤
帆
を
見
る
の
み
に
し
て
舟
を
見
ず
﹂

と
続
く
︒
注
(25
)を
参
照
︒

︵
100
)

｢仙
郎
﹂
は
唐
の
尚
書
省
の
郎
中
・
員
外
郎
に
対
す
る
習
慣
的
な
呼
称
︒

こ
こ
で
は
沈
東
美
員
外
を
指
す
︒

︵
101
)

明
・
陳
仁
錫
纂
輯
﹃
潜
確
居
類
書
﹄
巻
九
十
八
︑﹁
芭
蕉
・
鳳
尾
蕉
﹂
の
条

に
見
え
る
︒

︵
102
)

唐
・
孟
浩
然
の
﹁
臨
洞
庭
上
張
丞
相
﹂
詩
に
︑﹁
気
蒸
雲
夢
沢
︑
波
撼
岳
陽

城
﹂
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
︒

︵
103
)

蜀
江
の
錦
の
こ
と
︒
つ
ま
り
古
代
中
国
の
蜀
︵
四
川
︶
よ
り
産
し
た
良
質

の
錦
織
物
を
指
す
が
︑
蜀
江
の
水
で
糸
を
染
め
て
織
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
︑
こ
の
よ
う
に
称
す
る
︒
緋
地
に
黄
・
藍
・
緑
な
ど
を
交
え
て
︑
連
珠

円
ま
た
は
格
子
内
に
花
文
・
獣
文
・
鳥
文
な
ど
の
文
様
を
配
し
た
の
︵
蜀
江

文
︶
が
特
徴
的
で
あ
り
︑
日
本
に
も
輸
出
さ
れ
た
︒
日
本
で
は
蜀
江
錦
︑
蜀

錦
な
ど
と
も
い
う
︒
ま
た
︑
京
都
の
西
陣
よ
り
産
す
る
︑
蜀
江
文
を
模
し
た

錦
を
指
す
こ
と
も
あ
る
︒

︵
104
)

中
国
の
八
人
の
仙
人
︒
鍾
離
・
張
果
老
・
呂
洞
賓
・
李
鉄
拐
・
韓
湘
子
・

曹
国
舅
・
藍
采
和
・
何
仙
姑
︒
た
だ
し
︑
鍋
島
綱
茂
筆
﹁
八
仙
人
図
﹂︵
徴
古

館
蔵
︶
で
は
︑
南
極
老
人
を
含
め
て
八
人
の
仙
人
が
描
か
れ
て
い
る
た
め
︑

右
記
の
八
仙
の
う
ち
一
仙
が
欠
け
て
い
る
と
見
ら
れ
る
︒

︵
105
)

唐
・
蘇
鶚
﹃
杜
陽
雑
編
﹄
巻
下
に
見
え
る
︒
原
文
は
次
の
と
お
り
︒﹁
元

載
末
年
︑
造
芸
暉
堂
於
私
第
︒
芸
暉
︑
香
草
名
也
︒
出
于
闐
国
︒
其
香
潔
︑

白
如
玉
︒
入
土
不
朽
爛
︑
舂
之
為
屑
︑
以
塗
其
壁
︒
故
号
芸
暉
焉
︒﹂

︵
106
)

長
さ
三
百
六
十
弓
を
一
里
と
す
る
︒
し
た
が
っ
て
一
弓
は
約
一
・
一
メ
ー

ト
ル
︒

︵
107
)

注
(54
)を
参
照
︒

︵
108
)

｢応
護
﹂
は
仏
教
用
語
︒
衆
生
の
祈
願
に
応
じ
て
︑
仏
や
菩
þ
が
守
り
助

け
る
こ
と
を
い
う
︒

︵
109
)

注
(77
)を
参
照
︒

︵
110
)

斗
筲
は
一
斗
入
り
の
枡ま

す

と
一
斗
二
升
入
り
の
竹
製
の
か
ご
︒
量
が
少
な

い
た
と
え
︒
転
じ
て
才
能
が
乏
し
い
こ
と
を
い
う
︒

︵
111
)

瓦
礫
は
瓦
と
小
石
︒
破
壊
さ
れ
た
建
造
物
の
破
片
な
ど
︒
転
じ
て
値
打

ち
の
な
い
も
の
︑
つ
ま
ら
な
い
も
の
の
た
と
え
︒

︵
112
)

樗
散
は
樗
櫟
散
木
の
略
︒
つ
ま
り

樗
に
わ
う
る
し

と

櫟
く
ぬ
ぎ

と
散
木
︒
い
ず
れ
も
役

に
立
た
な
い
も
の
︒
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｢
観
頤
荘
記
﹂
本
編

︻
口
絵
賛
︼
『
易
経
﹄
の
頤い

卦か

の
上
九
爻こ
う

に
︑﹁
大
き
な
川
を
渡
る
よ
う
な
大
事

を
決
行
す
る
に
も
よ
ろ
し
い
﹂
と
あ
り
︑
そ
の
象
し
ょ
う

伝で
ん

︵
易
の
卦
や

爻
の
象
徴
す
る
内
容
に
対
す
る
解
釈
︶
に
︑﹁
危
険
で
あ
る
け
れ
ど
も

吉
で
あ
る
︒
こ
れ
は
や
が
て
大
い
に

慶
よ
ろ
こ

び
を
得
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
﹂
と
あ
る
︒
そ
し
て
﹃
伊い

川せ
ん

易え
き

伝で
ん

﹄︵
北
宋
の
思
想
家
・

程て
い

頤い

の
著
作
︑
伊
川
は
程
頤
の
号
︶
に
は
︑﹁
殷
の
名
宰
相
で
あ
っ
た

伊い

尹い
ん

や
周
の
摂
政
で
あ
っ
た

周
し
ゅ
う

公こ
う

旦た
ん

の
よ
う
な
立
派
な
政
治
家

た
ち
は
︑
ど
う
し
て
政
務
に
慎
み
勤
め
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
だ
ろ

う
か
︵
彼
ら
は
み
な
政
務
に
怠
る
こ
と
な
く
勤
め
励
ん
だ
の
だ
︶
﹂︵﹁
頤

卦
﹂︶
と
あ
る
︒

︻
題

字
︼
﹁
観
頤
荘
に
て
義
を
推
し
進
め
る
﹂

致
徳
斎
が
篆
刻
し
た

印
記

略
︵
翻
字
編
を
参
照
︶

周
の
文
王
の
御ぎ
ょ

苑え
ん

は
︑
四
方
七
十
里
︵
約
二
十
八
・
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
︶
あ
っ
た

が
︑
民
は
こ
れ
を
狭
小
と
見
な
し
た
︒
一
方
︑
戦
国
時
代
の
斉
の
宣
王
の
御
苑

は
︑
四
方
四
十
里
︵
約
十
六
・
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
︶
で
あ
っ
た
が
︑
民
は
こ
れ
を

広
大
と
見
な
し
た
︒
そ
れ
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
か
︒
周
の
文
王
の
御

苑
は
天
下
の
民
と
と
も
に
楽
し
む
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
斉
の
宣
王
の
御
苑
は
自

分
だ
け
が
楽
し
む
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
︒
今
︑
園
︵
観
頤
荘
︶
を
開
い
て
︑
思

い
を
述
べ
る
理
由
は
︑
周
の
文
王
と
斉
の
宣
王
の
間
を
と
る
の
で
は
な
く
︑
才

能
に
乏
し
い
自
ら
を
省
み
て
苦
心
し
て
物
事
の
道
理
を
知
り
︑
ひ
た
す
ら
努
力

を
重
ね
て
徳
を
身
に
つ
け
た
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
︒
わ
た
し
は
国
土
を
守

り
︑
士
と
民
を
教
育
す
る
た
め
に
︑﹁
父
の
義
︑
母
の
慈
︑
兄
の
友
︑
弟
の
恭
︑

子
の
孝
﹂
と
い
っ
た
︑
人
の
ふ
み
行
う
べ
き
五
つ
の
道
を
称
揚
し
︑﹁
身
を
修
め
︑

賢
を
尊
び
︑
肉
親
に
親
し
み
︑
重
臣
に
敬
意
を
払
い
︑
群
臣
に
気
遣
い
︑
庶
民

を
慈
し
み
︑
百
工
を
ね
ぎ
ら
い
︑
他
国
の
人
を
安
ん
じ
な
つ
か
せ
︑
諸
侯
を
安

心
さ
せ
る
﹂
と
い
っ
た
︑
国
を
う
ま
く
治
め
る
た
め
の
九
つ
の
原
則
を
正
し
く

守
り
︑
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
根
本
と
な
る
道
徳
規
範
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
︒
し
か
し
わ
た
し
は
文
を
学
ぶ
の
に
明
敏
で
は
な
く
︑
事
に
臨
ん
で
も
明
晰

で
は
な
い
︒
た
だ
畏
敬
の
心
を
保
ち
︑
格
物
致
知(１
)

の
教
え
を
思
い
︑
礼
を
整
え
︑

仁
を
求
め
て
︑
士
と
民
を
安
ん
じ
た
い
と
思
う
︒

し
た
が
っ
て
自
分
の
身
を
修
め
る
こ
と
︑こ
れ
に
頼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

﹃
論
語
﹄
︵
憲
問
篇
︶
に
︑
﹁
己
の
身
を
修
め
て
天
下
万
民
を
安
ん
ず
る
こ
と
は
︑

尭ぎ
ょ
う

・
舜
し
ゅ
ん

の
よ
う
な
聖
天
子
で
さ
え
も
こ
れ
に
苦
労
さ
れ
た
の
で
あ
る
﹂
と
書

い
て
あ
る
︒
尤
も
っ
と

も
至
極
で
あ
る
こ
と
よ
︑
こ
の
言
葉
は
︒
困
難
で
あ
る
こ
と

よ
︑
こ
の
道
を
ふ
み
行
う
こ
と
は
︒
あ
あ
︑
万
分
の
一
で
も
こ
れ
︵
己
の
身
を
修
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め
て
民
を
安
ん
ず
る
政
治
︶
を
国
に
施
し
た
い
と
切
に
願
う
︒
何
を
道
と
い
う
の

だ
ろ
う
か
︒
何
を
徳
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
︒﹃
中
庸
章
句
﹄
︵
第
二
十
章
︶
に
い

う
﹁
達
道(
２
)

﹂
と
は
︑
天
下
の
す
べ
て
の
人
が
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
も
の
で
あ
り
︑

天
よ
り
授
け
ら
れ
た
本
来
の
性
質
で
あ
る
︒﹁
達
徳(３
)

﹂
と
は
︑
天
下
の
す
べ
て
の

人
が
身
に
つ
け
る
べ
き
道
徳
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
に
力
を
尽
く
し
て
自
己
修
養

に
励
む
べ
き
で
あ
る
︒
実
に
︑
天
下
や
国
を
う
ま
く
治
め
る
た
め
の
九
つ
の
原

則
を
考
え
れ
ば
︑
一
つ
に
集
約
さ
れ
る
︒
そ
れ
は
︑﹁
仁
﹂
で
あ
る
︒
仁
と
は
︑

人
間
の
本
来
の
性
質
で
あ
る
︒
仁
を
行
う
と
は
︑
物
事
を
知
る
こ
と
で
あ
る
︒

つ
と
め
て
物
事
を
知
る
と
は
︑
勇
敢
な
こ
と
で
あ
る
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
ま
た

道
で
あ
り
︑
徳
で
あ
る
︒
つ
と
め
て
行
う
だ
け
で
文
を
学
ば
な
け
れ
ば
︑
聖
賢

の
模
範
を
失
っ
て
し
ま
う
︒
そ
う
す
る
と
︑
一
体
ど
う
し
て
物
事
の
道
理
を
知

る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
︒
わ
た
し
は
朱
熹
が
い
つ
も
熱
心
に
学
び
︑
怠
る
こ
と

が
な
か
っ
た
と
聞
い
て
い
る
︒
だ
か
ら
休
日
に
文
意
を
学
び
︑
自
ら
の
身
命
を

涵か
ん

養よ
う

し
︑﹁
親
に
孝
行
し
︑
年
長
者
に
従
順
に
仕
え
︑
目
下
の
者
を
慈
し
む
﹂
と

い
っ
た
三
つ
の
道
徳
を
守
っ
て
民
衆
を
教
え
導
け
ば
︑
そ
れ
は
仁
を
ふ
み
行
う

こ
と
に
力
を
尽
く
す
始
ま
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒

そ
こ
で
︑
城
郭
︵
佐
賀
城
︶
の
西
側
に
別
荘
を
構
え
︑﹁
観か
ん

頤い

荘そ
う

﹂
と
名
づ
け

た
︒
﹃
易
経
﹄
に
い
う
﹁
頤い

︵
養
う
こ
と
︶
を
観み

る
﹂
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
と
っ

た
の
で
あ
る
︒
﹃
伊
川
易
伝
﹄︵
巻
二
︶
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
︒﹁
養
を
推
し
進

め
る
意
義
は
大
き
く
︑
天
地
が
万
物
を
育
は
ぐ
く

み
︑
聖
人
が
賢
者
を
養
っ
て
そ
の
恩

沢
を
万
民
に
及
ぼ
す
に
至
る
ほ
ど
で
あ
る
︒
人
が
命
を
大
切
に
す
る
こ
と
︑
身

体
を
養
う
こ
と
︑
道
徳
を
涵か
ん

養よ
う

す
る
こ
と
︑
人
を
養
育
す
る
こ
と
と
と
も
に
︑

す
べ
て
が
頤い

養よ
う

の
道
で
あ
る
︒﹂
こ
れ
が
そ
の
も
と
づ
く
と
こ
ろ
で
あ
り
︑
ま
た

養
う
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

園
に
は
遠
景
と
近
景
の
興
趣
が
あ
る
︒
山
な
み
は
西
北
に
列つ
ら

な
り
︑
田
畑
は

東
南
に
連つ
ら

な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
を
遠
く
見
渡
せ
ば
詩
が
で
き
あ
が
り
︑
園
の

中
を
散
策
す
れ
ば
養
生
に
な
る
︒
そ
こ
で
文
房
の
四
友
︵
筆
・
硯
・
紙
・
墨
︶
を

携
え
︑
園
林
の
数
々
の
珍
し
い
景
観
を
書
き
と
め
よ
う
と
し
て
︑
こ
れ
を
陶と
う

泓お
う
(４
)

︵
硯
︶
に
相
談
し
た
が
︑
黙
り
込
ん
で
何
も
言
わ
な
い
︒
ま
た
こ
れ
を
陳ち
ん

玄げ
ん
(５
)︵

墨
︶

に
尋
ね
て
み
た
が
︑
研
磨
す
る
だ
け
で
応
じ
て
く
れ
な
い
︒
と
も
に
語
っ
て
く

れ
る
の
は
︑
毛も
う

穎え
い

子し
(６
)

︵
筆
︶
で
あ
る
︒

静
か
な
池
の
水
は
︑﹁
太
陽
の
光
を
受
け
て
き
ら
め
き
︑
藍
よ
り
も
青
く
︑
指
ま

で
そ
の
緑
に
染
ま
っ
て
し
ま
い
そ
う
だ
﹂︵
北
宋
・
徐じ
ょ

仲
ち
ゅ
う

車し
ゃ

﹁
淮
之
水
﹂︶
︒
徐
仲
車

は
来
な
い
が
︑
彼
の
詩
が
こ
こ
に
あ
る
︒
そ
こ
で
こ
の
池
を
﹁
灔え
ん

藍ら
ん

池ち

﹂
と
名
づ

け
た
︒
そ
こ
に
臨
む
幾い
く

重え

に
も
重
な
っ
た
岩
山
に
は
︑
珍
し
い
木
々
が
青
々
と
茂

り
︑
不
思
議
な
形
の
石
が
複
雑
な
体
を
な
し
て
輝
い
て
い
る
︒
北
宋
の
文
人
・
欧お
う

陽よ
う

脩
し
ゅ
う

は
な
ん
と
﹁
美
し
い
木
々
が
高
く
伸
び
て
︑
豊
か
な
陰
を
つ
く
っ
て
い
る
﹂

︵﹁
酔
翁
亭
記
﹂︶
と
記
し
た
で
は
な
い
か
︒
こ
れ
を
も
っ
て
﹁
繁は
ん

陰い
ん

山ざ
ん

﹂
と
名
づ
け
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た
︒こ

こ
で
︑
山
水
に
よ
っ
て
数
多
の
興
趣
が
引
き
起
こ
さ
れ
︑
仁
と
智
を
尋
ね(７
)

︑

永
遠
の
春
を
綴つ
づ

る
︒
毛も
う

穎え
い

子し

︵
筆
︶
は
書
き
記
し
︑
楮ち
ょ

国こ
く

公こ
う
(８
)

︵
紙
︶
は
そ
れ
を
載

せ
る
︒
山
と
山
の
間
を
仰
ぎ
見
れ
ば
︑
滝
が
流
れ
出
て
い
る
︒
北
宋
の
文
人
・

蘇そ

軾
し
ょ
く

が
詠
ん
だ
﹁
青
玉
の
峡
谷
を
引
き
裂
い
て
︑
二
頭
の
白
龍
が
飛
び
出
る
﹂

︵﹁
廬
山
二
勝
・
開
元
潄
玉
亭
﹂︶
と
は
︑
ま
さ
に
こ
れ
を
も
っ
て
見
る
こ
と
が
で
き

る
︒
し
た
が
っ
て
﹁
玉
ぎ
ょ
く

飛ひ

龍
り
ゅ
う

﹂
と
い
う
の
は
︑
も
っ
と
も
な
命
名
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
︒
中な
か

洲す

の

畔
ほ
と
り

に
は
何
が
あ
る
の
か
︒
そ
こ
に
は
緑
の
樹
が
あ
り
木

陰
が
あ
り
︑
四
季
の
移
り
変
わ
り
に
耐
え
忍
ん
で
︑
樹
齢
は
千
年
に
も
等
し
い
︒

そ
こ
で
﹁
仙せ
ん

洲
し
ゅ
う

松
し
ょ
う

﹂
と
名
づ
け
た
の
で
あ
る
︒﹁
百
尺
ほ
ど
高
く
伸
び
て
枝
の

陰
が
合
わ
さ
り
︑
千
年
も
生
き
続
け
て
大
き
な
木
陰
を
拡
げ
る
﹂︵
唐
・
李
嶠﹁
松
﹂︶

あ
の
姿
は
︑
李
嶠
が
見
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

次
第
に
山
を
下
り
れ
ば
︑
小
道
が
川
と
沢
の
石
を
廻め
ぐ

り
︑
そ
の
先
に
小
さ
な

欄
干
を
回め
ぐ

ら
し
た
屋
敷
が
あ
る
︒
こ
れ
を
﹁
漣れ
ん

曳え
い

檻か
ん

﹂
と
呼
ぶ
︒
近
く
の
川
に

は
鯉こ
い

が
生
き
生
き
と
泳
ぎ
ま
わ
り
︑
さ
ざ
波
が
ゆ
ら
ゆ
ら
と
揺
れ
て
い
る
︒
屋

敷
の
後
ろ
に
岡
が
有
り
︑﹁
鳳ほ
う

尾び

岡こ
う

﹂
と
呼
ぶ
︒
枝
葉
を
青
々
と
茂
ら
せ
て
い
る

の
は
︑
鉄
蕉

そ

て

つ

で
あ
る
︒
ま
た
の
名
を
﹁
鳳ほ
う

尾び

蕉
し
ょ
う

﹂
と
言
う
︒
岡
の
名
は
こ
れ
に

因
ん
で
い
る
︒
し
か
し
あ
の
高
い
岡
に
︑
鳳
凰
の
鳴
き
声
が
し
な
い
の
も
︑
ま

た
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る(
９
)

︒

水
辺
を
望
め
ば
枯
れ
た

�
か
ず
ら

が
曲
が
り
く
ね
っ
て
お
り
︑
そ
の
形
は
ま
る
で

龍
が
躍お
ど

っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
︒
そ
こ
で
﹁
済さ
い

旱か
ん

木ぼ
く

﹂
︵
旱
害
か
ら
民
衆
を

救
う
木
︶
と
名
づ
け
た
︒
蘇
軾
の
詩
に
︑﹁
空
に
昇
っ
て
旱か
ん

天て
ん

の
慈じ

雨う

を
降
ら
せ
︑

旱か
ん

魃ば
つ

に
苦
し
む
民
衆
を
助
け
る
︑
龍
だ
︑
龍
だ
︑
飛
躍
す
る
龍
だ
﹂︵
出
典
未
詳
︶

と
あ
っ
た
な
あ
︒
民
衆
を
救
う
自
然
界
の
造
化
を
も
︑
ま
た
こ
れ
に
託
し
た
で

あ
ろ
う
︒
水
際
に
高
殿
を
建
て
︑﹁
含が
ん

清せ
い

閣か
く

﹂
と
名
づ
け
た
︒
六
朝
の
詩
人
・
謝し
ゃ

霊れ
い

運う
ん

が
詠
ん
だ
﹁
山
川
は
清
ら
か
な
日
光
を
含
む
﹂
︵﹁
石
壁
精
舍
還
湖
中
﹂︶
と

い
う
句
か
ら
取
っ
た
名
前
で
あ
る
︒
水
に
映
っ
た
木
々
の
青
々
と
し
た
影
と
︑

サ
ラ
サ
ラ
と
流
れ
る
水
の
音
が
耳
目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
︒
建
物
の
左
側
の

水
際
の
近
く
に
︑
た
ま
た
ま
霊れ
い

芝し

が
自
生
し
︑
キ
ラ
キ
ラ
と
輝
い
て
︑
他
の
草

木
と
は
類
を
異
に
し
て
い
る
︒
霊
芝
が
生
え
る
の
は
世
が
よ
く
治
ま
っ
て
い
る

こ
と
の
吉
兆
で
あ
る
と
︑
か
つ
て
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
︒
漢
の
宮
廷
で
は
︑
後

宮
に
﹁
九
き
ゅ
う

茎け
い

連れ
ん

葉よ
う

﹂
︵
九
本
の
茎
の
葉
が
つ
な
が
っ
た
も
の
︶
の
霊
芝
が
生
え
た

時
︑
こ
れ
を
重
ん
じ
て
﹁
芝し

房ぼ
う

の
歌
﹂
を
作
っ
た
︒﹁
謝し
ゃ

庭て
い

比ひ

玉
ぎ
ょ
く
(10
)

﹂
と
は
︑
子

孫
が
優
秀
で
あ
る
こ
と
を
称
え
る
言
葉
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
こ
の
霊
芝
を
﹁

玉
ぎ
ょ
く

生せ
い

芝し

﹂
と
名
づ
け
た
︒
め
で
た
く
て
喜
ば
し
い
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ

う
︒こ

の
高
殿
を
通
り
過
ぎ
て
︑
右
の
方
を
見
れ
ば
︑
長
い
木
棚
に
枝
を
垂
ら
し

て
藤
の
花
が
咲
い
て
い
る
︒
一
面
の
紫
色
は
︑
ま
る
で
老
子
を
迎
え
よ
う
と
で
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も
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
︒
唐
の
文
人
・
白
居
易
の
詩
に
︑﹁
蔓つ
る

を
引
い
て

林
を
出
て
︑
糸
の
よ
う
な
房
を
垂
ら
し
て
︑
巣す

籠ご
も

り
し
て
い
る
鶴
を
覆お
お

い
隠
す
﹂
(11
)

と
あ
る
の
は
︑
こ
の
紫
色
の
花
を
指
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
こ
で
﹁
蔓ま
ん

綸り
ん

藤と
う

﹂
と
名
づ
け
た
︒
ま
た
水
際
に
小
屋
が
建
っ
て
お
り
︑
こ
れ
を
｢漱そ
う

玉
ぎ
ょ
く

窩か

﹂

と
呼
ぶ
︒
西
晋
の
詩
人
・
陸り
く

機き

が
詠
ん
だ
﹁
飛ひ

泉せ
ん

︵
滝
︶
が
石
を
洗
い
な
が
ら
音

を
立
て
る
﹂
風
景
を
︑
こ
こ
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

天て
ん

山ざ
ん

は
素
晴
ら
し
い
景
色
を
あ
つ
め
て
︑
霞
を
た
な
び
か
せ
て
い
る
︒
龍
り
ゅ
う

造ぞ
う

寺じ

時
代
の
館
の
跡
地
は
高
い
盛
り
土
を
残
し
︑
そ
の
上
に
青
松
が
鬱う
っ

蒼そ
う

と
茂
っ

て
い
る
︒
今い
ま

津づ

浦う
ら

は
海
岸
に
沿
っ
て
長
い
堤
防
を
連
ね
︑
遠
く
か
ら
来
た
船
や

遠
く
へ
行
く
船
が
︑
地
を
裂
く
よ
う
に
出
入
り
し
て
い
る
︒
龍
り
ゅ
う

門も
ん

山ざ
ん

は
高
く
緑

を
あ
つ
め
︑
満
月
が
林
を
分
け
る
よ
う
に
昇
っ
て
地
上
を
照
ら
す
︒
里り
ん

外げ

︵
厘
外
︶

の
市
場
が
近
く
に
あ
り
︑
茅か
や

葺ぶ

き
家
の
軒
が
高
低
・
長
短
と
も
に
不
揃
い
に
入

り
交
じ
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
︒
野の

田だ

村む
ら

の
田
畑
は
果
て
し
な
く
広
が
っ
て
お

り
︑
そ
の
上
を
飛
ん
で
い
く
雁
の
甲か
ん

高だ
か

い
鳴
き
声
が
聞
こ
え
て
く
る
︒
砥と

川が
わ

山や
ま

は
緑
の
木
々
を
聳
や
か
し
︑
夕
陽
に
映
え
て
い
る
︒
本ほ
ん

庄
じ
ょ
う

村む
ら

で
は
稲
が
穂
を
連

ね
︑
農
夫
が
刈
り
入
れ
に
忙
し
い
︒
こ
れ
が
八
景
の
あ
ら
ま
し
で
あ
り
︑
園
の

外
の
四
季
の
景
色
で
あ
る
︒
物
事
を
観
察
す
る
道
理
も
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
知
る

こ
と
が
で
き
よ
う
︒

漱
玉
窩
を
通
り
過
ぎ
︑
目
を
凝
ら
し
て
遠
く
を
眺
め
れ
ば
︑
奥
深
い
山
は
鬱

蒼
と
し
て
お
り
︑
鳥
の
鳴
き
声
が
絶
え
間
な
く
聞
こ
え
て
く
る
︒
い
わ
ゆ
る

﹁

鶯
う
ぐ
い
す

が
丘
の
斜
面
に
止
ま
っ
て
い
る
﹂︵﹃
詩
経
﹄
小
雅
﹁
綿
蛮
﹂︶
も
の
だ
な
あ
︒

そ
こ
で
﹁
止し

鶯お
う

山ざ
ん

﹂
と
名
づ
け
た
︒
最
も
よ
い
場
所
は
︑
人
に
知
ら
れ
な
い
と

こ
ろ
に
在
る
︒
鶯
が
こ
こ
に
羽
を
休
め
る
理
由
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
深
い
道

理
を
考
え
な
が
ら
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

小
道
を
過
ぎ
た
ら
︑
南
側
に
一
軒
の
茶
屋
が
設
け
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
を﹁
歇け
っ

渉し
ょ
う

店て
ん

﹂
と
名
づ
け
た
︒
唐
の
詩
人
・
長
ち
ょ
う

孫そ
ん

佐さ

輔ほ

が
︑﹁
一
人
で
山
家
を
訪
れ
︑

ひ
と
休
み
し
て
再
び
山
道
を
歩
い
た
﹂︵﹁
尋
山
家
﹂︶
と
詠
ん
だ
の
に
因
む
︒
園

に
遊
び
に
来
た
人
は
︑
こ
こ
に
至
れ
ば
立
ち
寄
っ
て
し
ば
ら
く
憩
う
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
︒
東
側
に
あ
る
長
い
橋
を
渡
れ
ば
︑
高
い
楼
閣
が
あ
る
︒
こ
れ

を﹁
真し
ん

意い

楼ろ
う

﹂と
名
づ
け
た
︒
頭
こ
う
べ

を
上
げ
て
北
側
に
聳
え
る
山
な
み
を
仰
ぎ
見
︑

頭
を
た
れ
て
南
山
を
思
い
描
け
ば
︑﹁
こ
こ
に
こ
そ
真
意
︵
自
然
の
興
趣
︶
が
あ

る
の
だ
が
︑
そ
れ
を
言
葉
で
言
い
表
そ
う
と
し
て
も
す
で
に
言
う
べ
き
言
葉
を

忘
れ
て
し
ま
っ
た
﹂
(12
)

︵
陶
淵
明
﹁
飲
酒
﹂
第
五
首
︶
︒
そ
こ
で
陶
淵
明
の
意い

趣し
ゅ

を
と

り
︑
こ
の
名
に
し
た
の
で
あ
る
︒
真
意
楼
の
近
く
の
東
側
に
︑
ま
た
茅か
や

葺ぶ

き
の

草
庵
を
ひ
と
つ
結
ん
だ
︒
そ
し
て
こ
れ
を
﹁
欲よ
く

辨べ
ん

舎し
ゃ

﹂
と
名
づ
け
︑﹁
真
意
楼
﹂

に
通
じ
る
よ
う
に
し
た
︒
こ
れ
は
わ
た
し
が
佳か

趣し
ゅ

︵
自
然
の
興
趣
︶
を
深
く
理
解

し
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

真
意
楼
の
楼
上
の
柱
と
壁
に
は
︑
あ
ち
こ
ち
に
朽く

ち
た
木
や
枯
れ
た

�
か
ず
ら

が
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扁へ
ん

額が
く

の
代
わ
り
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
︒
一
つ
め
を
﹁
見け
ん

牛
ぎ
ゅ
う

木ぼ
く

﹂
と
い
う
︒
そ
の

面お
も
て

が
牛
の
顔
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
求
仁
の
意
味
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る(
13
)

︒
二
つ
め
を
﹁
蟠ば
ん

龍
り
ゅ
う

木ぼ
く

﹂
と
い
う
︒
そ
の
形
が

蟠
わ
だ
か
ま

る
龍
︵
今
に
も

飛
び
上
が
り
そ
う
な
龍
︶
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
物
事
の
変
化
を
推
察
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
三
つ
め
を
﹁
常
じ
ょ
う

山ざ
ん

霊れ
い

﹂
と
い
う
︒
常
山
の
蛇
が
︑
頭

を
打
た
れ
れ
ば
尾
が
助
け
︑
尾
を
打
た
れ
れ
ば
頭
が
助
け
る
︑
そ
の
姿
に
形
が

似
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
文
章
の
筋
道
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
四

つ
め
を
﹁
観か
ん

瀾ら
ん

�か
つ

﹂
と
い
う
︒
そ
の
紋も
ん

様よ
う

が
整
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
物
事
の

本
末
を
悟
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る(
14
)

︒
五
つ
め
を
﹁
霊れ
い

洞ど
う

榸た
い

﹂
と
い
う
︒
中

が
空
洞
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
仙
人
の
遊
び
を
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
︵﹁
壺
中
天
﹂
の
故
事
︶
︒
事
を
言
葉
に
託
し
て
い
る
と
は
い
え
︑
根
拠

が
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒

四
方
を
眺
め
る
と
︑
背せ

振ふ
り

山さ
ん

が
北
側
に
聳そ
び

え
て
︑
山
頂
に
積
も
っ
た
雪
が
目

に
清す
が

々す
が

し
い
︒
雲う
ん

仙ぜ
ん

岳だ
け

は
南
側
に
横
た
わ
り
︑
立
ち
の
ぼ
る
煙
が
目
を
引
く
︒

太た

良ら

岳だ
け

は
霧
が
斜
め
に
か
か
り
︑
西
南
の
方
向
に
見
え
隠
れ
し
て
い
る
︒
西
側

の
広
大
な
田
畑
は
︑
碁ご

盤ば
ん

の
目
の
よ
う
に
整
然
と
し
て
お
り
︑
綾あ
や

絹ぎ
ぬ

の
織
物
の

よ
う
に
色
と
り
ど
り
に
分
か
れ
て
い
る
︒
穀
物
は
雲
の
よ
う
に
連つ
ら

な
り
︑
農
家

の
苦
労
に
感
慨
を
催
さ
せ
ら
れ
る
︒
曲
が
り
く
ね
っ
た
川
が
四
方
を
め
ぐ
っ
て

流
れ
て
お
り
︑
そ
の
水み
な

面も

は
練ね
り

絹ぎ
ぬ

の
よ
う
に
凪な

ぎ
︑
ま
た
縮ち
り

緬め
ん

の
よ
う
に
さ
ざ

波
を
立
て
る
︒
長
い
橋
が
川
の
流
れ
を
横
断
す
る
よ
う
に
か
か
っ
て
お
り
︑
そ

の
形
は
龍
の
よ
う
で
あ
り
︑
虹
の
よ
う
で
あ
る
︒
そ
れ
に
加
え
て
︑
前
の
池
は

明
る
く
輝
き
︑
満
月
は
澄
ん
だ
清
ら
か
な
光
を
放
つ
︒
入
江
の
渓
流
は
音
を
た

て
て
流
れ
︑
両
岸
に
咲
く
桃
の
花
が
波
を
赤
く
染
め
る
︒
う
ず
た
か
く
積
み
重

な
っ
た
岩
は
石
段
の
近
く
に
あ
り
︑
そ
こ
を
通
れ
ば
岩
か
ら
ほ
と
ば
し
る
滝
の

し
ぶ
き
に
驚
く
︒
砂
を
敷
き
つ
め
た
馬
場
が
道
路
に
面
し
て
開
か
れ
て
お
り
︑

時
折
︑
調
教
さ
れ
る

駿
し
ゅ
ん

馬め

が
縦
横
に
疾
走
す
る
様
子
が
見
え
る
︒
春
に
な
る

と
花
の
咲
く
土
手
は
錦
を
織
り
な
し
た
よ
う
に
美
し
く
︑﹁
璇せ
ん

璣き

図ず
の

詩し
(15
)

﹂
を
織
り

あ
げ
た
若
じ
ゃ
く

蘭ら
ん

︵
訓
読
編
の
注
(45
)を
参
照
︶
の
機は
た

を
借
り
て
彩
い
ろ
ど

っ
た
か
の
よ
う

で
あ
る
︒
秋
に
な
る
と
楓
の
木
が
紅
葉
を
風
に
な
び
か
せ
︑
か
の
杜と

牧ぼ
く

が
﹁
車

を
停
め
て
︑
気
の
向
く
ま
ま
に
夕
暮
れ
の
楓
林
の
景
色
を
愛
で
る
︒
霜
に
う
た

れ
た
楓
の
葉
は
︑
春
の
二
月
に
咲
く
花
よ
り
も
な
お
い
っ
そ
う
赤
い
﹂︵﹁
山
行
﹂︶

と
詠
ん
だ
よ
う
に
︑
風
流
人
の
車
を
停
め
る
︒
重
な
っ
て
連つ
ら

な
る
山
々
に
小
道

が
数
本
分
か
れ
て
お
り
︑
中
に
は
お
そ
ら
く
仙
界
に
通
じ
る
道
も
あ
る
の
だ
ろ

う
︒
野
に
流
れ
る
小
川
に
舟
を
浮
か
べ
て
︑
漢
の

張
ち
ょ
う

騫け
ん

と
同
じ
く
天
の
河
に

渡
り
た
い
も
の
だ(16
)

︒
欲よ
く

辨べ
ん

舎し
ゃ

の
ほ
と
り
に
あ
る
井
戸
は
︑
朽く

ち
る
こ
と
な
く
水

が
濁
る
こ
と
も
な
い
︒
し
だ
れ
桜
が
枝
を
長
く
垂
ら
し
︑
ま
る
で
短
い
釣つ
る

瓶べ

の

縄
に
代
わ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
︒
唐
の
陸り
く

羽う

が
﹃
茶
経
﹄
に
﹁
天
下
第
二
泉
﹂

と
記
し
た
恵け
い

山ざ
ん

の
名
水
が
近
く
に
あ
り
︑
茶
の
名
産
地
で
あ
る
建け
ん

渓け
い

も
こ
こ
に
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あ
る
︒
茶
の
香
り
と
味
を
楽
し
む
時
は
︑
当
然
こ
の
井
戸
の
清
ら
か
な
水
を
汲

む
︒
遠
く
の
寺
院
か
ら
城
郭
を
隔
て
て
︑
鐘
の
音
が
聞
こ
え
て
く
る
︒
ち
ょ
う

ど
夜
と
昼
が
替か
わ

る
時
︵
卯
・
酉
の
時
︶
︑
鐘
の
音
を
聞
き
な
が
ら
風ふ
う

花か

雪せ
つ

月げ
つ

の
自

然
の
興
趣
を
愛
惜
す
る
︒
こ
れ
ら
は
真
意
楼
の
楼
上
に
お
け
る
十
五
の
こ
と
で

あ
り
︑
園
中
の
雅み
や

び
な
眺
め
で
あ
る
︒﹃
詩
経
﹄
の
六り
く

義ぎ

︵
訓
読
編
の
注
(53
)を
参

照
︶
の
﹁
風
﹂
︵
国
風
︶
は
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

真
意
楼
を
下
り
︑
杖
を
つ
い
て
歩
を
進
め
︑
逍
し
ょ
う

遙よ
う

し
て
し
ば
ら
く
歩
け
ば
︑

北
側
に
﹁
八は
っ

仙せ
ん

堂ど
う

﹂
が
あ
る
︒
南
極
老
人
を
本
尊
と
し
て
祭
っ
て
い
る
︒

古
い
に
し
え

の
言
葉
に
︑﹁
国
が
う
ま
く
治
ま
れ
ば
︑
南
極
星
が
現
れ
る
﹂
と
い
う
︒
堂
の
周

り
に
は
︑
め
で
た
く
縁
起
の
良
い
風
と
霞
が
漂
っ
て
お
り
︑
堂
に
近
づ
け
ば
ま

る
で
仁
徳
と
長
寿
の
仙
界
に
登
っ
て
い
く
か
の
よ
う
で
あ
る
︒
西
側
に
茅か
や

葺ぶ

き

の
建
物
が
あ
り
︑
扁ヘ
ん

額が
く

に
は
﹁
Áほ
う

班は
ん

﹂
と
書
か
れ
て
い
る
︒
唐
の
詩
人
・
盧ろ

仝ど
う

の
茶
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
︑﹁
Áほ
う

萊ら
い

山さ
ん

は
︑
ど
こ
に
あ
る
の
か
﹂︵﹁
走
筆
謝
孟
諫

議
寄
新
茶
﹂︶
と
い
う
句
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
︒
茶
を
味
わ
い
︑
客
を
招
き
︑

雅
会
を
催
す
場
所
と
し
て
い
る
︒

あ
そ
こ
に
見
え
る
不
思
議
な
力
を
も
つ
梅
の
木
は
︑
そ
の
形
が
嶺
の
よ
う
で

あ
り
︑
島
の
よ
う
で
あ
り
︑
扇
の
よ
う
で
あ
り
︑
船
の
よ
う
で
あ
る
︒
見
る
角

度
に
よ
っ
て
異
な
る
興
趣
を
覚
え
さ
せ
︑
魚
を
釣
り
あ
げ
る
よ
う
に
次
々
と
詩

を
釣
る
︒
そ
こ
で
﹁
釣
ち
ょ
う

詩し

梅ば
い

﹂
と
名
づ
け
た
︒
南
宋
の
詩
人
・
胡こ

銓せ
ん

が
詠
ん
だ

﹁
一
年
の
う
ち
で
も
っ
と
も
良
い
の
は
早
梅
の
咲
く
時
︑
そ
の
香
り
と
可
憐
な

姿
が
風
情
を
引
き
寄
せ
て
巧
み
に
詩
を
釣
る
﹂
︵﹁
和
林
和
靖
先
生
梅
韻
﹂
其
四
︶

と
は
︑
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
の
だ
︒
堤
の
上
を
見
や
れ
ば
︑
若
松
が
緑
の
葉
を

連
ね
︑
そ
こ
に
月
が
か
か
り
︑
靄も
や

を
帯
び
て
い
る
︒
蘇
軾
が
﹁
坐
し
て
待
つ
︑

二
匹
の
龍
蛇
︵
松
の
木
︶
が
︑
清
ら
か
な
木
陰
を
南
側
の
階
段
に
満
た
す
の
を
﹂

と
詠
ん
だ
の
は
︑
ま
こ
と
に
あ
の
若
松
を
愛
し
た
か
ら
だ
な
あ
︒
こ
れ
に
因
ん

で
﹁
龍
り
ゅ
う

陰い
ん

堤て
い

﹂
と
名
づ
け
た
︒
百
尺
ほ
ど
高
く
伸
び
る
こ
と
を
期
待
し
︑
千
年

の
齢
よ
わ
い

を
得
ん
こ
と
を
願
う
︒

小
道
を
回
る
と
︑
北
側
に
草
庵
が
有
る
︒﹁
団だ
ん

香こ
う

廬ろ

﹂
と
い
う
︒
茅か
や

葺ぶ

き
の
屋

根
は
丸
い
形
を
し
て
お
り
︑
庭
石
と
門
戸
も
ま
た
同
じ
で
あ
る
︒
満
月
の
団
︵
丸

い
形
︶
で
あ
ろ
う
か
︑
そ
れ
と
も
真
珠
の
団
で
あ
ろ
う
か
︒
実
は
龍
り
ゅ
う

鳳ほ
う

団だ
ん

︵
訓

読
編
の
注
(58
)を
参
照
︶
を
用
い
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
︒
北
宋
の
文
人
・
梅ば
い

尭ぎ
ょ
う

臣し
ん

は
﹁
団だ
ん

茶ち
ゃ

の
香
り
は
す
で
に
都
の
役
所
︵
中
都
府
︶
に
届
い
て
い
る
﹂︵﹁
依

韻
和
杜
相
公
謝
蔡
君
謨
寄
茶
﹂︶
と
詩
に
詠
ん
だ
︒﹁
府
﹂
で
﹁
廬
﹂
を
代
え
て
も
︑

ま
た
風
雅
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

こ
こ
を
通
り
過
ぎ
れ
ば
︑
道
が
曲
が
り
く
ね
っ
て
お
り
︑
敷
地
が
異
な
る
︒

そ
し
て
別
に
も
う
一
本
の
小
道
が
あ
り
︑﹁
興こ
う

慶け
い

墅し
ょ

﹂
に
通
じ
て
い
る
︒
そ
こ
に

は
︑
唐
の
都
長
安
の
宮
廷
に
あ
っ
た
﹁
興こ
う

慶け
い

池ち

﹂
に
倣な
ら

っ
て
︑
数
種
の
牡ぼ

丹た
ん

を

種
え
て
い
る
︒
黄
色
と
か
紫
色
と
か
は
︑﹁
魏ぎ

紫し

﹂﹁
姚よ
う

黄こ
う

﹂
と
い
っ
た
高
級
な
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品
種
に
ぴ
っ
た
り
合
う
︒
﹁
天
香
﹂
を
招
き
︑﹁
国
色
﹂
を
愛
す
る
︒
そ
こ
で
﹁
興こ
う

慶け
い

墅し
ょ

﹂
と
名
づ
け
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
門
が
有
り
︑
扁へ
ん

額が
く

に
﹁
五ご

柳
り
ゅ
う

門も
ん

﹂
と
あ

る
︒
あ
で
や
か
な
牡
丹
の
花
を
見
て
︑ま
た
し
な
や
か
な
楊
柳
に
向
き
合
え
ば
︑

欧
陽
脩
が
﹁
洛
陽
牡
丹
記
﹂
の
中
で
牡
丹
の
名
産
地
と
し
て
ほ
め
称
え
た
洛
陽

の
栄
華
と
︑
彭ほ
う

沢た
く

の
長
官
を
辞
し
︑
隠
遁
し
て
﹁
五
柳
先
生
伝
﹂
を
著
し
た
陶

淵
明
の
風
雅
が
︑
一
つ
の
園
の
中
に
異
な
る
土
地
を
思
わ
せ
︑
千
年
を
隔
て
て

な
お
興
趣
を
同
じ
く
す
る
︒
ま
た
陶
淵
明
が
﹁
帰き

去き
ょ

来ら
い

の
辞じ

﹂
に
︑﹁
雲

無む

心し
ん

に
し
て

以
て
岫く
き

︵
山
の
ほ
ら
穴
︶
を
出い

で
︑
鳥

飛
ぶ
に
¿う

み
て

還か
え

る
を
知
る
﹂

と
詠
ん
だ
よ
う
に
︑
無
心
の
雲
が
た
ち
起
こ
り
︑
囀
さ
え
ず

っ
て
い
た
鳥
た
ち
は
ね
ぐ

ら
へ
と
帰
っ
て
ゆ
く
︒
こ
れ
ら
の
風
景
が
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
わ
た
し
は
日
々
園

の
中
を
散
歩
し
︑
思
い
を
寄
せ
る
の
で
あ
る
︒

興
慶
墅
の
す
ぐ
近
く
に
︑
く
ね
く
ね
と
曲
が
っ
た
小
道
を
廻め
ぐ

ら
せ
︑
門
と
垣

根
で
囲
い
︑﹁
至し

聖せ
い

殿で
ん

﹂
を
建
造
し
た
︒
も
と
も
と
は
佐
賀
城
の
中
に
造
営
し
て

お
り
︑
二
月
上
旬
と
八
月
上
旬
の
丁
ひ
の
と

の
日
に
釈せ
き

菜さ
い

の
儀
式
を
行
い
︑
懇
ね
ん
ご

ろ
に

蘋
う
き
く
さ

と

蘩
し
ろ
よ
も
ぎ

を
供
え
物
と
し
て
捧
げ
て
い
た
︒
し
か
し
城
内
の
敷
地
が
狭
い

の
で
︑
聖せ
い

殿で
ん

を
こ
の
場
所
に
移
し
た
︒
あ
え
て
こ
こ
を
園
の
景
観
に
し
な
か
っ

た
の
は
︑
国
の
幸
い
を
願
い
仰
ぐ
神
聖
な
場
所
だ
か
ら
で
あ
る
︒
輝
い
て
高
雅

で
あ
り
︑
厳
お
ご
そ

か
で
威
風
が
あ
る
︒
﹁
由ゆ
う

道ど
う

門も
ん

﹂
と
﹁
声せ
い

振し
ん

門も
ん

﹂
は
︑
敬
礼
し
て

通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
至
聖
殿
の
傍
ら
に
長
い
わ
き
部
屋
を
造
り
︑
和
漢

の
書
籍
を
納
め
た
︒
漢
籍
の
書
庫
を
﹁
芸う
ん

暉き

閣か
く

﹂
と
名
づ
け
︑
和
書
の
書
庫
を

﹁
随ず
い

択た
く

府ふ

﹂
と
呼
ぶ
︒
�
墨
の
神
仙
︑
道
家
の
Á
萊
︵
訓
読
編
の
注
(70
)を
参
照
︶

の
よ
う
に
豊
富
な
蔵
書
は
︑
ま
こ
と
に
千
古
の
こ
と
を
今
日
に
見
る
も
の
で
あ

る
な
あ
︒

こ
こ
を
通
り
過
ぎ
て
︑
さ
ら
に
自
由
気
ま
ま
に
歩
く
う
ち
︑
大
き
な

楠
く
す
の
き

の

陰
に
出
会
う
︒
枝
葉
が
豊
か
に
繁
っ
て
い
る
の
で
︑
そ
の
涼
し
い
木
陰
に
身
を

寄
せ
た
く
な
る
︒
こ
れ
を
﹁
濃の
う

陰い
ん

雰た
ん

﹂
と
呼
ぶ
︒
か
つ
て
唐
の
王お
う

轂こ
く

の
詩
で
読

ん
だ
こ
と
が
あ
る
︑﹁
あ
た
り
一
面
に
広
が
っ
て
い
る
濃
い
木
陰
が
︑
こ
こ
か
ら

前
に
出
る
の
を
億お
っ

劫く
う

に
さ
せ
る
﹂
と
は
︑
ま
こ
と
に
こ
こ
に
あ
る
な
あ
︒

ま
た
別
の
境
内
に
入
る
と
︑﹁
妙
み
ょ
う

相そ
う

堂ど
う

﹂
が
あ
る
︒
普ふ

陀だ

落ら
く

の
観
音
像
を
安

置
し
て
い
る
︒
な
お
そ
の
境
内
を
よ
く
見
れ
ば
︑﹁
羅ら

漢か
ん

堂ど
う

﹂
が
造
営
さ
れ
て
い

る
︒
こ
れ
は
中
国
の
石
像
で
あ
る
︒
聖
人
の
道
︵
儒
教
︶
で
は
な
い
異
端
︵
仏
教
︶

を
崇
拝
す
る
の
で
は
な
く
︑
民
衆
の
世
俗
的
な
信
仰
に
委
ね
た
も
の
で
あ
る
︒

﹃
書
経
﹄︵
泰
誓
上
篇
︶
に
︑﹁
天
は
民
を
あ
わ
れ
む
︒
民
が
望
む
こ
と
に
対
し
て
︑

天
は
必
ず
こ
れ
に
従
う
﹂
と
あ
る
︒
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
考
え
れ
ば
︑
民
衆
の

信
仰
に
合
わ
せ
て
仏
像
を
安
置
す
る
こ
と
も
︑
ま
た
自
然
と
勧か
ん

善ぜ
ん

懲
ち
ょ
う

悪あ
く

の
道

と
な
る
の
で
あ
る
︒

歩
い
た
り
振
り
返
っ
て
見
た
り
し
な
が
ら
︑水
際
を
め
ぐ
れ
ば
︑高
楼
が
建
っ

て
い
る
︒
こ
れ
を
﹁
雲う
ん

捧ほ
う

楼ろ
う

﹂
と
名
づ
け
た
︒
北
宋
の
文
人
・
王お
う

安あ
ん

石せ
き

︵
字
は
介
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甫
︶
の
﹁
雲
が
楼
台
を
捧さ
さ

げ
て
天
上
に
突つ

き
出で

さ
せ
る
﹂
と
い
う
詩
句
か
ら
取
っ

た
名
で
あ
る
︒
こ
の
楼
閣
に
登
っ
て
四
方
を
見
ま
わ
せ
ば
︑
視
界
は
果
て
し
な

く
高
く
広
く
開
け
て
い
る
︒
近
く
に
王お
う

子じ

権ご
ん

現げ
ん

の
め
で
た
く
縁
起
の
良
い
低
い

垣
根
が
見
え
︑
神
霊
の
尊
い
光
を
仰
ぐ
こ
と
が
で
き
る
︒
大お
お

井い

樋び

に
は
村
々
が

連
な
っ
て
お
り
︑
実
っ
た
稲
穂
は
秋
の
気
配
を
色
濃
く
帯
び
て
い
る
︒
太
陽
の

光
が
射
し
︑
恵
み
の
雨
が
降
り
︑
農
夫
た
ち
は
野
原
に
て
手
を
た
た
い
て
舞
い

踊
り
喜
ぶ
︒
風
に
靄も
や

が
た
な
び
き
︑
穀
物
は
よ
く
実
っ
て
い
る
︒
末す
え

次つ
ぐ

村む
ら

を
指

さ
し
︑
朝
な
夕
な
に
眺
め
る
︒
八は
っ

田た

村む
ら

の
方
向
に
瞳
を
凝
ら
せ
ば
︑青
松
が
す
っ

く
と
立
ち
並
び
︑
春
も
秋
も
変
わ
る
こ
と
な
く
︑
緑
が
雲
の
よ
う
に
連
な
っ
て

い
る
の
が
見
え
る
︒
田
野
に
舞
い
降
り
た
鶴
は
声
を
合
わ
せ
て
鳴
き
か
わ
し
︑

ま
る
で
﹃
詩
経
﹄
の
小
雅
﹁
鶴
鳴
﹂
の
情
景
を
く
り
広
げ
ん
ば
か
り
で
あ
る
︒

た
だ
﹃
詩
経
﹄
の
歌
と
異
な
る
の
は
︑
鶴
が
奥
深
い
沢
に
い
る
の
で
は
な
く
︑

目
前
の
南な
ん

里り

に
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
め
で
た
く
縁
起
の
良
い
靄
と
霞
が
︑
徳と
く

善ぜ
ん

院い
ん

を
囲
み
︑
そ
の
霊
光
は
国
を
覆お
お

い
︑
千
年
に
至
る
ま
で
鎮
護
し
て
く
れ
る
こ

と
だ
ろ
う
︒
稲い
な

佐さ

山や
ま

は
遠
く
に
あ
り
︑
雲
を
引
き
寄
せ
靄
を
帯
び
る
︒
有
明
の

月
の
美
し
い
姿
を
愛め

で
︑
詩
境
の
奥
深
さ
を
探
し
求
め
た
く
な
る
︒
か
の
寺て
ら

井い

を
遠
く
眺
め
れ
ば
︑
青
海
原
が
果
て
し
な
く
広
が
っ
て
お
り
︑
空
が
晴
れ
れ
ば

近
く
視
界
に
入
る
︒
あ
れ
は
仙
人
の
住
む
Áほ
う

萊ら
い

で
あ
ろ
う
か
︑
そ
れ
と
も
瀛え
い

州し
ゅ
う

で
あ
ろ
う
か
︑
い
つ
も
あ
の
場
所
に
心
を
引
か
れ
る
︒
ど
こ
へ
行
く
の
か
︑

早は
や

津つ

浦う
ら

に
船
が
浮
か
ん
で
い
る
︒
西
に
行
く
船
︑
東
に
帰
る
船
が
︑
盛
ん
に
往

来
し
て
い
る
︒
楼
閣
の
上
か
ら
の
眺
め
に
寄
せ
て
︑
船
の
中
か
ら
見
え
る
風
景

を
想
像
し
て
み
る
︒
西
側
に
聳そ
び

え
る
橐た
く

尾び

山や
ま

は
︑
夕
陽
の
傾
い
た
光
を
留
め
︑

あ
た
り
一
面
を
照
ら
す
最
後
の
微か
す

か
な
輝
き
を
惜
し
む
か
の
よ
う
で
あ
る
︒
朝

日
は
広
々
と
光
を
放
ち
︑
自
然
と
遠
く
高
く
ま
で
照
ら
す
︒
風
と
雲
が
様
子
を

変
え
︑
阿あ

蘇そ

山さ
ん

が
東
に
煙
を
吐
く
︒
こ
れ
ら
は
す
べ
て
雲
捧
楼
の
上
か
ら
見
え

る
遠
近
の
素
晴
ら
し
い
眺
め
で
あ
り
︑
景
色
は
十
一
の
み
を
と
り
上
げ
る
も
の

の
︑
興
趣
は
千
に
も
百
に
も
及
ん
で
い
る
︒

よ
う
や
く
こ
の
楼
閣
︵
雲
捧
楼
︶
を
下
り
る
と
︑
小
道
と
小
川
が
有
る
︒
そ
の

横
に
竹た
け

矢や

来ら
い

を
囲
っ
て
︑
外
国
の
珍
獣
を
飼
育
し
て
い
る
︒﹃
論
語
﹄︵
朱
熹
﹁
論

語
序
説
﹂︶
に
︑﹁
孔
子
が
牧
畜
を

掌
つ
か
さ
ど

る
役
人
に
な
る
と
︑
家
畜
が
繁
殖
し
た
﹂

と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
︑孔
子
の
徳
の
厚
さ
に
ま
す
ま
す
深
い
感
慨
を
覚
え
る
︒

そ
こ
で
﹁
蕃は
ん

育い
く

﹂
の
字
を
題
し
た
扁へ
ん

額が
く

を
懸か

け
︑
そ
の
慈
愛
を
こ
れ
に
こ
と
よ

せ
た
︒

や
が
て
こ
こ
を
通
り
過
ぎ
る
と
︑
一
本
の
川
と
一
つ
の
橋
が
あ
り
︑﹁
窺き

牆
し
ょ
う

﹂

と
称
す
る
亭
が
有
る
︒
亭
は
聖せ
い

殿で
ん

の
隣
り
に
位
置
し
︑
ま
る
で
数す
う

仞じ
ん

の
塀
の
向

こ
う
側
に
あ
る
聖せ
い

堂ど
う

の
中
を
窺
お
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
︒
ま
た
回

廊
を
廻め
ぐ

る
と
﹁
玉
ぎ
ょ
っ

鈎こ
う

観か
ん

﹂
が
有
る
︒﹁
仙
人
の
住
む
宮
殿
︵
月
の
宮
殿
︶
で
は
雲

の
御み

簾す

が
捲
き
上
げ
ら
れ
︑
簾
す
だ
れ

を
と
め
る
玉
製
の
鈎か
ぎ

︵
三
日
月
︶
が
露あ
ら

わ
に
な
っ

51



て
い
る
﹂
と
は
︑
盧ろ

仝ど
う

の
詩
句
で
あ
る
︒
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
﹁
玉
鈎
観
﹂
と

名
づ
け
た
の
で
あ
る
︒

そ
の

傍
か
た
わ

ら
に
月
見
台
が
築
か
れ
て
い
る
︒
こ
こ
は
月
を
眺
め
る
と
こ
ろ
で

あ
る
︒
台
上
の
座
席
の
そ
ば
に
帳
と
ば
り

が
掲
げ
ら
れ
︑﹁
抱ほ
う

明め
い

榭し
ゃ

﹂
の
字
が
記
さ
れ

て
い
る
︒
蘇
軾
の
い
う
﹁
明
月
を
抱
く
﹂
興
趣
と
は
︑
い
つ
も
こ
こ
︵
月
見
台
︶

で
体
験
で
き
る
も
の
だ
な
あ
︒
ま
た
月
の
形
を
う
つ
し
と
り
︑
そ
の
中
に
白
い

兎う
さ
ぎ

を
描
き
︑
周
り
を
桂
の
樹
で
囲
ん
だ
︒
丸
い
月
の
明
り
に
︑
桂
の
茂
っ
た
枝

葉
の
陰
が
あ
る
︒
呉ご

剛ご
う

︵
訓
読
編
の
注
(82
)を
参
照
︶
の
斧
を
借
り
て
桂
の
茂
っ

た
枝
葉
の
間
を
通
り
抜
け
︑
戸
を
隔
て
て
広こ
う

寒か
ん

宮
き
ゅ
う

︵
月
の
宮
殿
︶
の
中
の
様
子

を
窺
い
た
い
も
の
だ
︵
訓
読
編
の
注
(83
)
を
参
照
︶
︒
ま
た
か
つ
て
聞
い
た
話
で

は
︑
道
士
の
翟て
き

乾け
ん

祐ゆ
う

が
︑
水
晶
を
も
っ
て
月
と
な
し
︑
玉
を
彫
っ
て
兎
に
し
た

と
い
う
︒
神
仙
の
事
跡
は
︑
辿た
ど

る
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
文
芸
の

技
に
事こ
と

寄よ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
亭
の
苑
の
中
に
︑
鐘
楼
を
一
つ
設
け
た
︒
時
刻
を
知
る
だ
け
の
た
め
で

は
な
い
︒
古
の
言
葉
に
︑﹁
君
子
は
金
属
を
鋳い

て
鐘
を
作
り
︑
朝
・
昼
・
夕
・
夜

に
鐘
の
音
を
響
か
せ
る
︒
鐘
を
撞つ

い
て
︑
そ
の
音
が
整
っ
て
い
れ
ば
︑
君
子
の

道
を
得
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
﹂
と
あ
る
︒
ど
う
し
て
た
だ
い
た
ず
ら
に
鐘
楼

を
設
け
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
︒
そ
こ
で
鐘
の
銘
と
序
を
次
の
よ
う
に
記
し
た
︒

﹁
宇
宙
の
造
化
︑
万
物
の
動
静
は
︑
た
だ
鐘
の
響
き
の
中
に
あ
る
︒
そ
れ
に
加
え

て
︑
春
が
来
て
花
が
馨か
お

れ
ば
︑
能の
う

因い
ん

法ほ
う

師し

の
山さ
ん

寺じ

暮ぼ

天て
ん

の
和
歌
︵
訓
読
編
の
注
(87
)

を
参
照
︶
を
思
い
浮
か
べ
︑
秋
の
冷
た
い
月
の
夜
に
は
︑
唐
の
張
ち
ょ
う

説え
つ

の
舂
し
ょ
う

陵
り
ょ
う

静せ
い

夜や

︵
訓
読
編
の
注
(88
)を
参
照
︶
の
興
趣
を
求
め
て
︑
こ
の
鐘
楼
の
近
く
に
あ

る
茶
店
に
遊
び
︑
朝
と
晩
を
告
げ
る
鐘
の
音
が
︑
人
間
の
力
に
よ
っ
て
鳴
る
の

で
は
な
く
︑
自
然
の
力
︵
霜し
も

風か
ぜ

︶
に
よ
っ
て
鳴
る
の
を
聴
く
︒
つ
ま
り
こ
の
鐘
楼

は
︑
私
が
誠
意
を
保
ち
︑
真
心
を
養
い
︑
こ
の
園
に
遊
ぶ
人
を
慰
め
る
た
め
に

設
け
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
次
の
よ
う
な
銘
を
記
す
︒
鄭
公
︵
訓
読
編
の
注

(89
)を
参
照
︶
は
徳
を
抱
き
︑
鳬ふ

氏し

は
︵
訓
読
編
の
注
(51
)を
参
照
︶
鐘
を
鋳
た
︒

こ
の
園
が
千
年
万
年
と
続
き
︑
い
つ
ま
で
も
こ
の
鐘
を
見
︑
い
つ
ま
で
も
鐘
の

音
を
聴
く
こ
と
を
願
う
︒﹂
時
は
元
禄
十
五
年
︵
一
七
〇
二
︶
の
冬
で
あ
り
︑
銘

を
記
し
た
の
は
不
肖
子
︵
自
分
の
兼
称
︶
で
あ
る
︒

や
が
て
林
の
小
道
を
過
ぎ
れ
ば
︑
竹
林
が
あ
っ
て
風
に
揺
れ
︑
そ
の
音
は
︑

簫
の
音
の
よ
う
で
あ
り
︑
ま
た
瑟
の
音
の
よ
う
で
あ
る
︒
南
宋
の
詩
人
・
楊よ
う

万ば
ん

里り

の
﹁
清せ
い

虚き
ょ

子し

此し

君く
ん

軒
け
ん
の

賦ふ

﹂
か
ら
と
っ
て
︑﹁
風ふ
う

簫
し
ょ
う

檐え
ん

﹂
と
名
づ
け
た
︒
穏
や

か
に
し
て
雅
び
や
か
で
あ
り
︑
雅
び
や
か
に
し
て
美
し
い
音
を
た
て
る
︒
そ
の

周
り
に
茅か
や

葺ぶ

き
屋
根
の
廊
下
が
緩
や
か
に
廻め
ぐ

ら
さ
れ
︑
竹
の
欄
干
が
長
く
連

な
っ
て
い
る
︒
そ
こ
に
珍
し
い
鳥
た
ち
が
棲
ん
で
お
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
羽
が
互

い
に
映
え
合
っ
て
美
し
い
︒
も
と
も
と
外
国
か
ら
伝
来
し
た
鳥
で
あ
る
︒﹁
和わ

鳴め
い

﹂
と
書
い
た
扁へ
ん

額が
く

が
あ
っ
た
が
︑
い
ま
珍
し
い
鳥
を
手
に
入
れ
た
の
で
︑
折
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よ
く
こ
の
軒
に
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
た
︒
思
い
が
け
ず
に
鳥
が
声
を
合
わ
せ
て

鳴
き
か
わ
す
喜
び
が
あ
る
も
の
だ
︒
ま
た
そ
の

傍
か
た
わ

ら
の
小
屋
に
は
︑
日
本
の

鳥
を
集
め
て
︑﹁
愛あ
い

棲せ
い

﹂
の
字
を
書
い
た
扁
額
を
懸か

け
た
︒
鳥
が
こ
こ
に
棲
ん
で

い
る
こ
と
を
愛
お
し
む
ゆ
え
の
命
名
で
あ
る
︒
公こ
う

冶や

長
ち
ょ
う

︵
訓
読
編
の
注
(94
)
を

参
照
︶
で
な
け
れ
ば
︑
ど
う
し
て
鳥
の
言
葉
が
聞
き
取
れ
よ
う
か
︒
ま
た
王お
う

徽き

之し

︵
訓
読
編
の
注
(95
)を
参
照
︶
で
な
け
れ
ば
︑
ど
う
し
て
鳥
の
楽
し
み
を
知
る

こ
と
が
で
き
よ
う
か
︒

鳥
小
屋
の
傍
ら
に
亭
が
あ
り
︑
こ
れ
を
﹁
代だ
い

璋
し
ょ
う

弄ろ
う

﹂
と
呼
ぶ
︒
そ
こ
に
置
い

て
あ
る
の
は
弾
丸
の
玩
具
で
あ
る
︒
遊
び
に
見
立
て
る
の
に
は
理
由
が
あ
る
︒

﹃
詩
経
﹄
小
雅
の
﹁
斯
干
﹂
に
︑﹁
男
子
が
生
ま
れ
れ
ば
︑
璋
し
ょ
う

︵
玉
製
の
小
さ
な
板
︶

を
与
え
て
遊
ば
せ
る
﹂
と
あ
る
で
は
な
い
か
︒
そ
の
徳
に
見
立
て
る
の
で
あ
る
︒

私
に
は
小
さ
な
娘
が
い
る
︒
女
の
子
だ
か
ら
と
い
っ
て
︑
道
徳
を
教
え
な
い
こ

と
は
い
け
な
い
︒
そ
こ
で
璋
の
代
わ
り
に
こ
れ
で
遊
ば
せ
て
い
る
︒
徳
と
寿
命

は
天
が
延
ば
す
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
を
思
わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
︒

こ
れ
ら
は
す
べ
て
園
内
の
風
景
で
あ
り
︑
わ
た
し
は
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
︑
生

を
養
い
︑
徳
を
養
っ
て
い
る
︒
ど
う
し
て
周
の
文
王
の
御
ぎ
ょ
う

苑え
ん

に
擬
な
ぞ
ら

え
る
必
要

が
あ
ろ
う
か
︒
ま
た
ど
う
し
て
斉
の
宣
王
の
楽
し
み
と
比
べ
る
必
要
が
あ
ろ
う

か
︒
﹁
頤
﹂
の
意
義
を
考
え
れ
ば
︑
す
で
に
充
分
で
あ
る
︒﹁
頤
﹂
の
意
義
は
︑

大
き
な
と
こ
ろ
を
言
え
ば
︑
天
地
が
万
物
を
育
は
ぐ
く

む
こ
と
で
あ
り
︑
小
さ
な
と
こ

ろ
を
言
え
ば
︑
園
林
に
て
心
を
涵か
ん

養よ
う

す
る
こ
と
の
大
切
さ
で
あ
る
︒
道
徳
心
を

わ
き
ま
え
れ
ば
︑
物
事
の
道
理
を
速
や
か
に
会
得
す
る
こ
と
が
で
き
︑
道
の
教

え
を
わ
き
ま
え
れ
ば
︑
心
と
頭
が
明
敏
に
な
り
す
ぐ
に
実
行
す
る
こ
と
が
で
き

る
︒
花
と
草
木
の
筋
目
に
︑
外
見
の
美
と
内
面
の
実
を
見
る
こ
と
が
で
き
︑
鳥

の
鳴
き
声
に
︑
夫
婦
や
兄
弟
が
仲
良
く
楽
し
む
こ
と
の
大
切
さ
を
感
じ
取
る
こ

と
が
で
き
︑
水
の
流
れ
の
豊
か
さ
に
︑
大
き
な
徳
を
知
る
こ
と
が
で
き
︑
山
岳

の
重
厚
さ
に
︑
仁
徳
と
長
寿
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
し
て
生
を
養
う
こ

と
が
で
き
れ
ば
︑
年
長
者
に
仕
え
る
こ
と
が
で
き
︑
年
長
者
に
仕
え
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
︑
民
衆
に
恵
み
を
施
す
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
た
と
え

机
上
で
﹁
頤
﹂
の
意
義
を
論
じ
尽
く
し
た
と
し
て
も
︑
園
の
中
で
﹁
頤
﹂
を
直

接
に
観
る
の
に
及
ぶ
だ
ろ
う
か
︒
そ
こ
で
別
荘
に
﹁
観か
ん

頤い

﹂
と
名
づ
け
て
︑
自

ら
そ
の
由
来
を
記
し
た
︒

元
禄
十
五
年
十
一
月
某
日

肥
前
侯
拾
じ
ゅ
う

遺い

補ほ

闕け
つ

藤と
う

貞て
い

伯は
っ

固こ

致ち

徳と
く

斎さ
い

主
人
が
︑
景
色
を
選
び
︑
こ
こ
に
言
葉
を
並
べ
る

印
記

略
︵﹁
解
題
﹂
を
参
照
︶
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｢
観
頤
荘
記
﹂
附
録
編

︻
口
絵
賛
︼
『
易
経
﹄
に
︑
﹁
頤
は
︑
貞た
だ

し
け
れ
ば
吉
な
り
﹂
と
あ
り
︑
そ
の
彖た
ん

伝で
ん

︵
易
に
お
い
て
卦
全
体
に
対
し
て
判
断
し
た
言
葉
︶
に
は
︑﹁
そ
の

養
う
と
こ
ろ
を
観
る
こ
と
で
あ
る
︒
天
地
は
万
物
を
養
い
︑
聖
人

は
賢
者
を
養
っ
て
そ
の
恩
沢
を
万
民
に
及
ぼ
す
︒
頤
の
卦
の
時
々

の
意
義
は
ま
こ
と
に
広
大
で
あ
る
﹂
と
あ
る
︒

︻
題

字
︼
﹁
義
を
推
し
進
め
︑
す
ぐ
れ
た
景
観
を
選
ん
で
編
む
﹂

致
徳
斎
が
篆
刻
し
た

印
記

略
︵
翻
刻
篇
を
参
照
︶

観か
ん

頤い

荘そ
う

︹
佐
賀
城
の
西
に
あ
る
別
荘
の
名
で
あ
る
︺

『
易
経
﹄
に
﹁
観
頤
﹂
と
あ
る
︒
程
頤
の
﹃
伊
川
易
伝
﹄
に
︑﹁
養
を
推

し
進
め
る
意
義
は
大
き
く
︑
天
地
が
万
物
を

育
は
ぐ
く

み
︑
聖
人
が
賢
者
を

養
っ
て
そ
の
恩
沢
を
万
民
に
及
ぼ
す
に
至
る
ほ
ど
で
あ
る
︒
人
が
命
を

大
切
に
す
る
こ
と
︑
身
体
を
養
う
こ
と
︑
道
徳
を
涵か
ん

養よ
う

す
る
こ
と
と
と

も
に
︑
す
べ
て
が
頤い

養よ
う

の
道
で
あ
る
﹂
と
あ
る
︒

灔え
ん

藍ら
ん

池ち

︹
観
頤
荘
の
居
宅
の
前
に
あ
る
池
で
あ
る
︺

徐
仲
車
の
詩
︵﹁
淮
之
水
﹂︶
に
︑﹁
藍
よ
り
青
く
︑
指
ま
で
緑
に
染
ま
っ

て
し
ま
い
そ
う
だ
︒
太
陽
の
光
を
受
け
て
き
ら
め
き
︑
天
の
は
て
ま
で

広
が
っ
て
い
る
﹂
と
あ
る
︒

繁は
ん

陰い
ん

山ざ
ん

︹
観
頤
荘
の
第
宅
の
南
に
あ
る
築
山
で
あ
る
︺

欧
陽
脩
の
﹁
酔
翁
亭
記
﹂
に
︑﹁
美
し
い
木
々
が
高
く
伸
び
て
︑
豊
か
な

陰
を
つ
く
っ
て
い
る
﹂
と
あ
る
︒

玉
ぎ
ょ
く

飛ひ

龍
り
ゅ
う

︹
繁
陰
山
の
岩
の
近
く
に
滝
が
あ
る
︺

蘇
軾
の
詩
︵﹁
廬
山
二
勝
・
開
元
潄
玉
亭
﹂︶
に
︑﹁
青
玉
の
峡
谷
を
引
き
裂

い
て
︑
二
頭
の
白
龍
が
飛
び
出
る
﹂
と
あ
る
︒

仙せ
ん

洲
し
ゅ
う

松
し
ょ
う

︹
繁
陰
山
の
麓
ふ
も
と

の
中
洲
の
畔
ほ
と
り

に
松
が
生
え
て
い
る
︺

綦
毋
潜
の
詩
︵﹁
題
沈
東
美
員
外
山
池
﹂︶
に
︑﹁
仙
郎
︵
訓
読
編
の
注
(
100
)

を
参
照
︶
は
す
こ
ぶ
る
道
を
好
み
︑
池
を
掘
っ
て
そ
の
中
に
仙
山
の
瀛え
い

洲し
ゅ
う

を
象
っ
た
島
を
作
っ
た
﹂
と
あ
る
︒

止し

鶯お
う

山ざ
ん

︹
繁
陰
山
の
東
に
あ
っ
て
︑
繁
陰
山
と
向
か
い
合
っ
て
い
る
︺

『詩
経
﹄︵
小
雅
・
綿
蛮
︶
に
︑﹁
︵
の
ど
か
に
囀
さ
え
ず

る
︶

鶯
う
ぐ
い
す

が
︑
丘
の
斜
面

に
止
ま
っ
て
い
る
﹂
と
あ
る
︒

漣れ
ん

曳え
い

檻か
ん

︹
繁
陰
山
の
後
︑
南
側
に
屋
敷
が
あ
る
︒
ま
た
池
が
あ
り
︑
鯉
が
生
き
生

き
と
泳
い
で
い
る
︒
そ
し
て
こ
れ
を
囲
む
よ
う
に
欄
干
が
め
ぐ
ら
さ
れ

て
い
る
︺

杜
甫
の
詩
︵﹁
重
題
鄭
氏
東
亭
﹂︶
に
︑﹁
清
ら
か
な

漣
さ
ざ
な
み

が
水み
ず

苔ご
け

を
揺
ら
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す
﹂
と
あ
る
︒

含が
ん

清せ
い

閣か
く

︹
水
際
に
沿
っ
て
︑
繁
陰
山
の
畔
に
搆か
ま

え
ら
れ
て
い
る
︺

謝
霊
運
の
詩
︵﹁
石
壁
精
舍
還
湖
中
﹂︶
に
︑﹁
山
川
は
清
ら
か
な
日
光
を

含
む
﹂
と
あ
る
︒

鳳ほ
う

尾び

岡こ
う

︹
含
清
閣
の
前
に
︑
岡
が
有
り
︑
蘇そ

鉄て
つ

が
栽う

え
て
あ
る
︺

『
潜
確
居
類
書
﹄
に
︑
﹁
鉄
蕉
は
︑
一
名
を
鳳ほ
う

尾び

蕉
し
ょ
う

と
い
う
﹂
と
あ
る
︒

済さ
い

旱か
ん

木ぼ
く

︹
朽く

ち
た
木
が
龍
の
形
に
似
て
い
る
︒
そ
こ
で
こ
の
木
に
手
を
加
え
︑
鳳

尾
岡
の
あ
た
り
に
置
い
た
︒
そ
の
形
は
ま
る
で
龍
が

蟠
わ
だ
か
ま

っ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
︺

蘇
軾
の
詩
︵
未
詳
︶
に
︑﹁
空
に
昇
っ
て
旱か
ん

天て
ん

の
慈じ

雨う

を
降
ら
せ
︑
旱か
ん

魃ば
つ

に
苦
し
む
民
衆
を
助
け
る
﹂
と
あ
る
︒

玉
ぎ
ょ
く

生せ
い

芝し

︹
止
鶯
山
の
麓
ふ
も
と

に
︑
今
年
の
秋
︑
霊れ
い

芝し

が
初
め
て
生は

え
︑
水
際
に
輝
い
て

い
る
︺

謝
安
︵
謝
玄
の
誤
り
︶
は
︑
﹁
謝
家
の
子
弟
は
︑
喩
え
て
み
れ
ば
霊
芝
や

蘭
︑
仙
界
の
樹
木
が
︑
階
段
の
前
の
庭
に
生
え
て
い
る
よ
う
な
も
の
で

あ
る
﹂
と
述
べ
た
︒

蔓ま
ん

綸り
ん

藤と
う

︹
含
清
閣
の
西
南
に
︑
紫
色
の
藤
の
花
が
咲
い
て
い
る
の
が
︑
漱
玉
窩
と

の
間
に
見
え
る
︺

白
居
易
の
詩
︵
銭
起
﹁
古
藤
﹂
詩
の
誤
り
︶
に
︑﹁
蔓つ
る

を
引
い
て
林
を
出
て
︑

糸
の
よ
う
な
房
を
垂
ら
し
て
︑
巣す

籠ご
も

り
し
て
い
る
鶴
を
覆お
お

い
隠
す
﹂
と

あ
る
︒

漱そ
う

玉
ぎ
ょ
く

窩か

︹
水
際
に
面
し
て
建
物
が
築
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
建
物
の
中
か
ら
の
眺

望
を
︑
八
つ
拾
う
︺

陸
機
の
詩
︵﹁
招
隠
詩
﹂︶
に
︑﹁
滝
が
石
を
洗
い
な
が
ら
音
を
立
て
る
﹂

と
あ
る
︒

漱
玉
窩
の
壁
に
記
し
た
﹁
八
景
﹂

天て
ん

山ざ
ん

晴せ
い

霞か

西
北
の
間
に
︑
天
山
が
有
る
︒
霞
が
晴
れ
れ
ば
︑
高
く
険
し
い
山
が
遠

く
姿
を
現
し
︑
木
々
が
鬱う
っ

蒼そ
う

と
茂
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
︒
そ
こ
で
こ

れ
を
奇
観
と
し
た
︒

館か
ん

址し

蒼そ
う

松
し
ょ
う

龍
り
ゅ
う

造ぞ
う

寺じ

時
代
の
館
の
跡
地
に
︑
千
本
の
松
が
︑
鬱
蒼
と
茂
っ
て
︑
古
を

見
て
︑ま
た
今
を
見
て
い
る
︒
こ
れ
を
城
西
の
す
ぐ
れ
た
景
観
と
し
た
︒

龍
り
ゅ
う

門も
ん

升
し
ょ
う

月げ
つ

龍
り
ゅ
う

門も
ん

山ざ
ん

は
東
に
あ
り
︑
俗
に
﹁
宝ほ
う

琳り
ん

院い
ん

﹂
と
呼
ば
れ
る
︒
綺
麗
な
月
が

緑
の
木
々
を
分
け
る
よ
う
に
し
て
︑
林
の
端
に
昇
る
︒
こ
れ
を
満
月
の
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美
し
い
景
観
と
し
た
︒

今い
ま

津づ

遠え
ん

帆は
ん

今い
ま

津づ

浦う
ら

は
西
に
曲
が
っ
て
お
り
︑
雲
に
ま
で
届
き
そ
う
な
高
い
木
々
が

横
に
連
な
っ
て
い
る
︒
海
岸
を
隔
て
て
遠
く
風
に
帆
を
ふ
く
ら
ま
せ
た

船
が
往
来
す
る
の
が
見
え
る
︒

里り
ん

外げ

茅ぼ
う

檐え
ん

西
の
方
に
し
ば
ら
く
進
め
ば
︑
里り
ん

外げ

︵
厘
外
︶
の
市
場
が
あ
る
︒
茅か
や

葺ぶ

き

家
の
軒
が
高
低
・
長
短
と
も
に
不
揃
い
に
入
り
交
じ
っ
て
い
る
の
が
見

え
︑
ま
た
商
人
た
ち
が
忙せ
わ

し
く
往
来
す
る
の
が
見
え
る
︒

野の

田だ

賓ひ
ん

雁が
ん

野の

田だ

村む
ら

の
田
畑
は
果
て
し
な
く
広
が
っ
て
お
り
︑
そ
の
上
を
飛
ん
で
い

く
雁
が
甲か
ん

高だ
か

く
鳴
い
て
い
る
︒
村
里
の
家
々
を
眺
め
︑
秋
風
の
訪
れ
に

感
慨
を
も
よ
お
す
︒

砥と

川が
わ

夕せ
き

陽よ
う

砥と

川が
わ

山や
ま

は
西
に
あ
り
︑
翠
み
ど
り

の

屏
び
ょ
う

風ぶ

︵
林
︶
が
雲
の
よ
う
に
開
か
れ
て

い
る
︒
そ
の
屏
風
の
向
こ
う
に
夕
陽
が
落
ち
て
い
く
風
景
は
︑
ま
こ
と

に
詩
を
吟
じ
な
が
ら
眺
め
た
い
も
の
で
あ
る
︒

荘
し
ょ
う

村そ
ん

農の
う

夫ふ

遠
く
西
の
田
畑
を
眺
め
れ
ば
︑
本ほ
ん

荘
じ
ょ
う

︵
本
庄
︶
と
称
す
る
村
が
あ
る
︒

実
っ
た
稲
穂
が
雲
の
よ
う
に
連
な
り
︑
農
夫
が
収
穫
し
て
穀
物
倉
に
収

め
て
い
る
︒

歇け
つ

渉
し
ょ
う

店て
ん

︹
漱
玉
窩
を
通
り
過
ぎ
︑
漱
玉
窩
と
真
意
楼
の
間
に
憩い
こ

う
︺

長
孫
佐
輔
の
詩
︵﹁
尋
山
家
﹂︶
に
︑﹁
一
人
で
山
家
を
訪
れ
︑
ひ
と
休
み

し
て
再
び
山
道
を
歩
い
た
﹂
と
あ
る
︒

真し
ん

意い

楼ろ
う

︹
観
頤
荘
の
居
宅
の
東
南
に
聳そ
び

え
て
い
る
︺

陶
淵
明
の
詩
︵﹁
飲
酒
﹂
第
五
首
︶
に
︑﹁
山
の
た
た
ず
ま
い
は
夕
暮
れ
時

に
よ
く
︑
飛
ぶ
鳥
が
連
な
っ
て
一
緒
に
帰
っ
て
ゆ
く
︒
こ
の
空
間
に
こ

そ
真
実
の
想
い
が
有
る
︒
そ
れ
を
言
い
表
そ
う
と
し
た
が
︑
も
う
そ
の

言
葉
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
﹂
と
あ
る
︒

真
意
楼
の
中
の
�
木
を
︑
﹁
五
珍
﹂
と
称
し
︑

そ
の
名
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
で
あ
る

見け
ん

牛
ぎ
ゅ
う

木ぼ
く

朽く

ち
木
で
あ
る
︒
表
側
が
牛
の
顔
に
似
て
い
る
の
で
︑
人
間
の
身
体
と

牛
の
頭
を
し
て
い
た
神し
ん

農の
う

氏
の
仁
術(17
)

を
見
る
と
い
う
意
味
を
取
っ
て
︑

こ
の
よ
う
に
名
づ
け
た
︒
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蟠ば
ん

龍
り
ゅ
う

木ぼ
く

朽
ち
木
で
あ
る
︒
そ
の
形
が
龍
に
似
て
い
る
の
で
︑
こ
の
よ
う
に
名
づ

け
た
︒

常
じ
ょ
う

山ざ
ん

霊れ
い

枯
れ
た

�
か
ず
ら

で
あ
る
︒
常
じ
ょ
う

山ざ
ん

の
蛇
︵
訓
読
編
の
注
(41
)
を
参
照
︶
に

擬
な
ぞ
ら

え
た
も
の
で
あ
る
︒

観か
ん

瀾ら
ん

Wか
つ�つ

た

蔂
か
ず
ら

で
あ
る
︒
連
な
り
交
錯
し
た
形
が
波
紋
に
似
て
い
る
の
で
︑
こ

の
よ
う
に
名
づ
け
た
︒

霊れ
い

洞ど
う

榸た
い朽

ち
木
で
あ
る
︒
中
が
空
洞
に
な
っ
て
い
る
の
で
︑
こ
の
よ
う
に
名
づ

け
た
︒

真
意
楼
の
中
の
壁
に
記
し
た
﹁
十
五
景
﹂

背せ

岳だ
け

積せ
き

雪せ
つ

背せ

振ふ
り

山さ
ん

は
︑
辨べ
ん

財ざ
い

天て
ん

の
霊
妙
な
区
域
で
あ
る
︒
あ
ま
た
あ
る
山
の
中
で

も
最
も
す
ぐ
れ
た
山
で
あ
り
︑
そ
の
霊
光
は
九
州
一
帯
を
覆
う
︒
神
の

威
光
は

万
よ
ろ
ず

の
幸
い
を
も
た
ら
し
︑
積
も
っ
た
雪
は
千
年
の
長
き
に
わ

た
っ
て
消
え
る
こ
と
が
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
か
ら
見
上
げ
る
︒

温う
ん

泉ぜ
ん

蒸
じ
ょ
う

煙え
ん

温う
ん

泉ぜ
ん

岳だ
け

︵
雲
仙
岳
︶
は
︑
南
の
す
ぐ
れ
た
景
観
で
あ
る
︒
蒸む

す
が
ご
と
く

噴ふ
ん

煙え
ん

が
立
ち
上
り
︑
そ
の
勢
い
は
雲う
ん

夢ぼ
う

沢た
く
(18
)

を
呑
み
こ
ま
ん
ば
か
り
で
あ

る
︒
峰
々
に
煙
が
立
ち
こ
め
て
お
り
︑
皆
が
指
さ
す
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

多た

良ら

翠す
い

霧む

多た

良ら

岳だ
け

は
︑
西
と
南
の
間
に
抜
き
ん
出
て
い
る
︒
高
く
険
し
く
︑
ぼ
ん

や
り
と
霞
ん
で
い
て
︑
霧
が
薄
い
青
色
の
山
の
表
に
漂
っ
て
い
る
の
が

遠
く
見
え
る
の
み
で
あ
る
︒

曲
き
ょ
っ

江こ
う

龍
り
ゅ
う

橋
き
ょ
う

園
の
中
に
曲
が
り
く
ね
っ
た
川
が
あ
る
︒
長
い
橋
が
流
れ
に
横
た
わ
っ

て
お
り
︑
臥ふ

し
た
そ
の
形
は
龍
に
似
て
い
る
︒
園
を
訪
れ
る
客
人
は
︑

皆
こ
こ
を
通
る
︒
そ
こ
で
こ
の
景
観
を
ほ
め
る
︒

平へ
い

原げ
ん

花か

塢お

花
の
咲
い
た
堤
は
ま
る
で
錦
を
織
り
な
し
た
か
の
よ
う
で
あ
り
︑
原
野

は
ま
る
で
緑
を
敷
き
つ
め
た
か
の
よ
う
で
あ
る
︒
こ
の
場
所
に
遊
ん
だ

な
ら
ば
︑
園
の
中
に
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
︑
平
原
の
外
に
出
て
い
る
か

の
よ
う
に
感
じ
る
︒
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前ぜ
ん

池ち

澄
ち
ょ
う

月げ
つ

池
は
観
頤
荘
の
居
宅
の
前
に
あ
る
︒
水
の
清
ら
か
さ
は
姿
を
映
す
こ
と

が
で
き
る
ほ
ど
で
あ
り
︑
月
の
清
ら
か
さ
は
賞
玩
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し

い
︒
同
じ
気
質
を
持
つ
も
の
同
士
は
求
め
合
う
と
い
う
い
わ
れ
は
︑
水

と
月
が
と
も
に
相
照
ら
す
こ
の
景
観
に
こ
そ
あ
る
の
だ
︒

湾わ
ん

渓け
い

桃と
う

花か

入
江
の
渓
流
が
園
の
中
を
め
ぐ
り
︑
桃
の
花
を
咲
か
せ
た
木
々
が
そ
の

流
れ
を
挟
ん
で
立
っ
て
い
る
︒
青
緑
の
靄も
や

︵
渓
流
︶
が
紅
色
の
雲
︵
咲
き

こ
ぼ
れ
る
桃
の
花
︶
の
中
に
流
れ
こ
む
の
が
見
え
︑
こ
の
敷
地
の
最
も
す

ぐ
れ
た
景
観
に
思
え
る
︒

堆た
い

岩が
ん

飛ひ

泉せ
ん

重
な
っ
た
岩
の
間
か
ら
︑
滝
が
湧
き
出
て
い
る
︒
音
を
立
て
て
流
れ
落

ち
︑
噴ふ

き
出
る
水
し
ぶ
き
が
周
り
の
木
々
に
ふ
り
か
か
る
︒
風
雅
を
好

む
人
々
は
こ
こ
に
憩い
こ

う
︒

沙さ

場
じ
ょ
う

講こ
う

馬ば

園
中
の
小こ

径み
ち

の
傍
ら
に
︑
平た
い

ら
で
広
い
砂す
な

原は
ら

が
あ
る
︒
こ
こ
を
馬
を
訓

練
す
る
馬
場
と
し
た
︒

層そ
う

嶺れ
い

仙せ
ん

径け
い

峰
は
周
囲
を
と
り
囲
み
︑
道
は
曲
が
り
く
ね
り
︑
幾い
く

重え

に
も
重
な
っ
た

山
が
青
く
目
に
映
る
︒
こ
こ
に
遊
べ
ば
︑
ま
る
で
俗
世
間
か
ら
抜
け
出

し
て
︑
仙
界
に
通
じ
る
道
を
尋
ね
歩
く
か
の
よ
う
で
あ
る
︒

廻か
い

岸が
ん

楓ふ
う

樹じ
ゅ

曲
江
の
岸
を
繞
る
よ
う
に
し
て
植
え
て
あ
る
の
は
︑
す
べ
て

楓
か
え
で

で
あ

る
︒
園
の
中
の
す
ぐ
れ
た
景
色
の
一
つ
で
あ
り
︑
か
り
そ
め
に
蜀
江
の

錦
︵
訓
読
編
の
注
(103
)を
参
照
︶
に
た
と
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

西せ
い

疇
ち
ゅ
う

観か
ん

稼か

園
の
外
に
青
々
と
茂
っ
て
い
る
の
は
︑
穀
物
で
あ
る
︒
西
の
広
大
な
田
畑

を
眺
め
て
︑
農
家
の
苦
労
に
思
い
を
い
た
す
︒
し
た
が
っ
て
興
趣
を
覚
え

る
よ
り
︑
恵
み
を
覚
え
る
︒
こ
こ
に
記
し
て
︑
忘
れ
な
い
よ
う
に
つ
と
め

る
次
第
で
あ
る
︒

桜お
う

下か

金き
ん

井せ
い

桜
の
木
の
そ
ば
に
井
戸
が
あ
る
︒
し
だ
れ
桜
の
枝
が
糸
の
よ
う
に
垂

れ
︑
井
戸
の
水
に
そ
の
緑
が
映
っ
て
い
る
︒
そ
こ
で
こ
の
よ
う
に
名
づ

け
た
︒

野や

渡と

泛は
ん

舟
し
ゅ
う

野
に
流
れ
る
川
は
清
く
浅
く
︑
渡
し
場
が
あ
り
︑
小
舟
が
あ
り
︑
小
舟

は
水
上
に
ゆ
っ
た
り
と
浮
か
ん
で
︑
ま
る
で
旅
人
を
待
つ
か
の
よ
う
で

あ
る
︒
そ
こ
で
雅み
や

び
な
興
趣
を
こ
の
名
に
託
し
た
︒
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杳よ
う

院い
ん

漏ろ
う

鐘
し
ょ
う

園
の
外
に
寺
院
は
遠
く
︑
時
刻
を
告
げ
る
鐘
の
音
が
聞
こ
え
︑
雲
に
届

き
そ
う
な
高
い
木
々
の
茂
っ
た
村
が
見
え
る
︒
そ
の
興
趣
を
惜
し
ん

で
︑
壁
に
記
し
た
︒

欲よ
く

辨べ
ん

舎し
ゃ

︹
真
意
楼
の
す
ぐ
近
く
に
あ
る
茅か
や

葺ぶ

き
の
小
屋
で
あ
る
︺

陶
淵
明
の
詩
︵﹁
飲
酒
﹂
第
五
首
︶
に
︑﹁
言
葉
で
言
い
表
そ
う
と
し
て
も

す
で
に
そ
の
言
葉
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
﹂
と
あ
る
︒

八は
っ

仙せ
ん

堂ど
う八

仙
人
︵
鍾
し
ょ
う

離り

・
張
ち
ょ
う

果か

老ろ
う

・
呂り
ょ

洞ど
う

賓ひ
ん

・
李り

鉄て
っ

拐か
い

・
韓か
ん

湘
し
ょ
う

子し

・
曹そ
う

国こ
っ

舅
き
ゅ
う

・

藍ら
ん

采さ
い

和か

・
何か

仙せ
ん

姑こ

︶
の
像
を
安
置
し
て
い
る
︒
南
極
老
人
を
本
尊
と
す
る
︒

�ほ
う

班は
ん

︹
八
仙
堂
の
西
の
敷
地
に
あ
る
小
さ
な
茶
屋
で
あ
る
︒
園
の
中
を
散
策
し
て

雅
会
を
催
す
場
所
と
し
て
い
る
︺

盧
仝
の
茶
歌
︵﹁
走
筆
謝
孟
諫
議
寄
新
茶
﹂︶
に
︑﹁
Áほ
う

萊ら
い

山さ
ん

は
︑
ど
こ
に
あ

る
の
か
﹂
と
あ
る
︒

釣
ち
ょ
う

詩し

梅ば
い

︹
伏
す
よ
う
に
横
に
伸
び
た
梅
は
︑
形
が
船
に
似
て
お
り
︑
Á
班
の
す
ぐ

近
く
に
横
た
わ
っ
て
い
る
︺

胡
銓
の
詩
︵﹁
和
林
和
靖
先
生
梅
韻
﹂
第
四
首
︶
に
︑﹁
一
年
の
う
ち
で
も
っ

と
も
良
い
の
は
早
梅
の
咲
く
時
︑
そ
の
香
り
と
可
憐
な
姿
が
風
情
を
引

き
寄
せ
て
巧
み
に
詩
を
釣
る
﹂
と
あ
る
︒

龍
り
ゅ
う

陰い
ん

堤て
い

︹
堤
に
生
え
た
松
は
︑
そ
ろ
っ
て
青
々
と
茂
り
︑
Á
班
の
前
の
野
原
に
あ
る
︺

蘇
軾
の
詩
︵﹁
種
松
得
徠
字
﹂︶
に
︑﹁
坐
し
て
待
つ
︑
二
匹
の
龍
蛇
︵
松
の

木
︶
が
︑
清
ら
か
な
木
陰
を
南
側
の
階
段
に
満
た
す
の
を
﹂
と
あ
る
︒

団だ
ん

香こ
う

廬ろ

︹
観
頤
荘
の
西
南
の
野
原
に
草
庵
が
一
つ
結
ば
れ
て
お
り
︑
茅か
や

葺ぶ

き
の
屋

根
と
門
戸
は
い
ず
れ
も
丸
い
形
を
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
こ
の
よ
う
に
名

づ
け
た
︺

梅
尭
臣
の
詩
︵﹁
依
韻
和
杜
相
公
謝
蔡
君
謨
寄
茶
﹂︶
に
︑﹁
団だ
ん

茶ち
ゃ

の
香
り
は

す
で
に
都
の
役
所
に
届
い
て
い
る
﹂
と
あ
る
︒

興こ
う

慶け
い

墅し
ょ

︹
観
頤
荘
の
東
南
に
︑
門
と
垣
根
を
隔
て
て
︑
別
荘
を
構
え
た
︺

唐
の
開
元
年
間
に
︑
興こ
う

慶け
い

池ち

の
東
の
沈じ
ん

香こ
う

亭て
い

の
前
に
牡
丹
を
種
え
た
︵
訓

読
編
の
注
(60
)
と
注
(61
)
を
参
照
︶
︒
こ
れ
に
倣
っ
て
牡
丹
を
植
え
︑
別

荘
に
興
慶
墅
と
名
づ
け
た
︒

五ご

柳
り
ゅ
う

門も
ん

五
本
の
柳
を
植
え
︑
小
道
を
通
し
て
︑
門
を
興
慶
墅
に
設
け
︑
陶
淵
明

の
﹁
五
柳
先
生
伝
﹂
に
記
さ
れ
た
︑
家
の
入
り
口
の
五
本
の
柳
の
名
を

借
り
た
︒

至し

聖せ
い

殿で
ん興

慶
墅
の
中
に
あ
る
︒
特
別
に
一
つ
の
場
所
を
囲
っ
て
お
り
︑
内
外
の
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二
重
の
門
が
あ
る
︒

声せ
い

振し
ん

門も
ん

︹
内
側
の
門
で
あ
る
︺

『
孟
子
﹄
︵
万
章
下
篇
︶
に
︑
﹁
孔
子
が
徳
を
集
大
成
し
た
と
い
う
の
は
︑

音
楽
の
演
奏
で
喩
え
る
な
ら
︑
ま
ず
鐘
を
鳴
ら
し
て
始
め
︑
最
後
に

玉
ぎ
ょ
っ

磬け
い

を
打
っ
て
演
奏
を
締
め
く
く
る
よ
う
な
も
の
だ
﹂
と
あ
る
︒

由ゆ
う

道ど
う

門も
ん

︹
外
側
の
門
で
あ
る
︺

『
論
語
﹄︵
雍
也
篇
︶
に
︑﹁
誰
で
も
出
て
行
く
の
に
戸
を
通
ら
な
い
者
が

い
る
だ
ろ
う
か
︒
ど
う
し
て
こ
の
道
︵
道
徳
︶
を
避
け
て
通
る
こ
と
の

で
き
る
者
が
い
る
だ
ろ
う
か
﹂
と
あ
る
︒

芸う
ん

暉き

閣か
く

︹
漢
籍
を
収
め
る
書
庫
で
あ
る
︒
至
聖
殿
の
後
ろ
の
小
道
に
構
え
て
あ
る
︺

『
杜
陽
雑
編
﹄
に
︑﹁
元
載
︵
唐
の
文
人
︶
は
︑
書
斎
と
し
て
芸う
ん

暉き

堂ど
う

を
造
っ

た
︒
書
物
に
紙し

魚み

が
つ
か
な
い
よ
う
に
︑
芸う
ん

暉き

草そ
う

を
壁
に
塗
り
こ
め
た
﹂

と
あ
る
︒

随ず
い

択た
く

府ふ

︹
和
書
を
収
め
る
書
庫
で
あ
る
︒
長
い
廊
下
を
廻め
ぐ

ら
し
て
︑
漢
庫
︵
芸
暉

閣
︶
に
通
じ
る
よ
う
に
し
て
あ
る
︺

｢
古
今
和
歌
集
真
名
序
﹂
に
︑﹁
民
衆
が
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
に
随
い
︑

す
ぐ
れ
た
才
能
や
見
識
を
持
つ
人
の
和
歌
を
選
び
と
る
﹂
と
あ
る
︒

濃の
う

陰い
ん

旭た
ん

︹
大
き
な

榎
ひ
さ
ぎ

の
樹
に
よ
り
か
か
る
よ
う
に
し
て
︑
茅か
や

葺ぶ

き
の

庇
ひ
さ
し

が
設
け

ら
れ
て
い
る
︒
園
内
を
散
歩
し
︑
こ
こ
で
休
憩
を
と
る
︺

王
轂
の
詩
︵﹁
暑
日
題
道
辺
樹
﹂︶
に
︑﹁
あ
た
り
一
面
に
広
が
っ
て
い
る

濃
い
木
陰
が
︑
こ
こ
か
ら
前
に
出
る
の
を
億お
っ

劫く
う

に
さ
せ
る
﹂
と
あ
る
︒

妙
み
ょ
う

相そ
う

堂ど
う

観
音
像
を
安
置
し
て
い
る
︒
至
聖
殿
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
に
︑
別
の
敷

地
が
あ
る
の
で
あ
る
︒

羅ら

漢か
ん

堂ど
う妙

相
堂
の
す
ぐ
近
く
に
あ
る
︒
中
国
製
の
石
像
で
あ
る
︒

雲う
ん

捧ほ
う

楼ろ
う

︹
観
頤
荘
の
東
南
に
聳
え
立
つ
︒
楼
上
か
ら
見
え
る
十
一
の
景
観
を
扁へ
ん

額が
く

に
記
し
た
︺

王
安
石
の
詩
︵
楊
蟠
﹁
甘
露
寺
﹂
詩
の
誤
り
︶
に
︑﹁
雲
が
楼
台
を
捧さ
さ

げ
て

天
上
に
突つ

き
出で

さ
せ
る
﹂
と
あ
る
︒

雲
捧
楼
の
中
の
壁
に
記
し
た
﹁
十
一
景
﹂

王お
う

子じ

瑞ず
い

籬り

雲
捧
楼
の
前
方
︑
数
十
弓
き
ゅ
う

︵
訓
読
編
の
注
(
106
)を
参
照
︶
の
距
離
を
隔
て

て
︑
南
東
の
方
角
に
王お
う

子じ

権こ
ん

現げ
ん

が
見
え
る
︒
明
る
く
輝
く
め
で
た
い
垣

根
に
︑
い
つ
も
和
や
か
な
霊
光
を
仰
ぎ
み
る
︒
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大お
お

樋び

抃べ
ん

農の
う

大お
お

樋び

村む
ら

︵
大お
お

井い

樋び

村む
ら

︶
は
南
に
あ
る
︒
近
く
に
農
夫
が
田
畑
を
耕
す
姿

が
見
え
︑
田
野
で
手
を
た
た
い
て
舞
い
踊
り
︑
豊
作
を
喜
ぶ
声
が
聞
こ

え
る
︒

末す
え

次つ
ぐ

杳よ
う

煙え
ん

南
の
方
向
に
い
く
ば
く
か
の
距
離
を
隔
て
て
︑
末す
え

次つ
ぐ

村む
ら

が
あ
る
︒
茅か
や

葺ぶ

き
屋
根
が
び
っ
し
り
と
連
な
っ
て
お
り
︑
風
に
靄も
や

が
た
な
び
い
て
い
る

様
子
が
見
え
る
︒

八は
っ

田た

連れ
ん

松
し
ょ
う

八は
っ

田た

村む
ら

は
南
東
に
あ
り
︑
長
い
堤
防
に
緑
の
木
々
が
連
な
っ
て
い
る
︒

青
松
が
す
っ
く
と
立
ち
並
ん
で
い
る
の
が
見
え
︑
春
と
な
く
秋
と
な
く

青
々
と
茂
っ
て
い
る
そ
の
姿
を
愛
す
る
︒

南な
ん

里り

舞ぶ

鶴か
く

南な
ん

里り

の
村
は
︑
東
と
北
の
間
に
あ
る
︒
そ
の
土
地
は
広
々
と
し
て
の
ど

か
で
あ
り
︑
舞ま
い

鶴づ
る

が
良
き
と
こ
ろ
を
選
ん
で
︑
声
を
合
わ
せ
て
鳴
き
交

わ
す
︒
そ
こ
で
こ
れ
を
佳か

境
き
ょ
う

と
し
た
︒

徳と
く

善ぜ
ん

霊れ
い

森し
ん

徳と
く

善ぜ
ん

院い
ん

は
︑
国
を
鎮
護
す
る

社
や
し
ろ

で
あ
る
︒
し
か
も
神
霊
の
め
で
た
い

霊れ
い

験げ
ん

が
あ
る
︒
だ
か
ら
千せ
ん

秋
し
ゅ
う

万ば
ん

歳ざ
い

に
わ
た
っ
て
仰
ぎ
見
︑
神
霊
の
や

ど
る
森
を
眺
め
る
︒

稲い
な

佐さ

残ざ
ん

月げ
つ

稲
佐
山
は
西
に
聳
え
る
︒
有
明
の
月
を
留
め
︑

暁
あ
か
つ
き

の
雲
を
引
き
寄
せ

る
︒
こ
れ
を
も
っ
て
詩
境
の
余
情
を
添
え
る
︒

寺て
ら

井い

晴せ
い

滄そ
う

寺て
ら

井い

は
東
と
南
の
間
に
あ
り
︑
空
と
海
が
青
一
色
を
な
し
て
い
る
︒
雲

が
晴
れ
れ
ば
青
海
原
が
果
て
し
な
く
広
が
り
︑
近
く
視
界
に
入
る
︒

早は
や

津つ

遠え
ん

帆は
ん

早は
や

津つ

は
寺
井
と
並
ん
で
い
る
が
︑

趣
お
も
む
き

が
異
な
る
︒
雲
に
と
ど
く
ほ
ど

高
く
聳
え
る
樹
々
の
間
に
︑
遠
く
風
に
帆
を
ふ
く
ら
ま
せ
た
船
を
指
さ

し
︑
こ
れ
を
美
し
い
景
観
と
す
る
︒

橐た
く

尾び

夕せ
き

照
し
ょ
う

橐た
く

尾び

山や
ま

は
西
に
聳
え
る
︒
夕
陽
が
光
を
留
め
︑
山
の
景
色
が
雲
捧
楼
に

入
る
︒

阿あ

蘇そ

朝
ち
ょ
う

暉き

阿あ

蘇そ

山さ
ん

は
東
に
あ
る
︒
遠
く
肥
後
の
国
を
指
さ
し
て
︑
楼
上
か
ら
眺
め

れ
ば
︑
土
地
は
異
な
る
も
の
の

興
き
ょ
う

趣し
ゅ

は
同
じ
で
あ
る
︒
遠
く
緑
樹
に

か
か
っ
た
靄
が
明
る
く
輝
き
︑
日
の
出
を
み
ち
び
く
︒
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蕃は
ん

育い
く

園え
ん

︹
竹
の
囲
い
を
設
け
て
︑
異
国
の
珍
獣
を
飼
育
し
︑﹁
蕃は
ん

育い
く

﹂
の
扁へ
ん

額が
く

を
掲

げ
る
︺

朱
熹
の
﹁
論
語
序
説
﹂
に
︑
﹁
孔
子
が
牧
畜
を

掌
つ
か
さ
ど

る
役
人
に
な
る
と
︑

家
畜
が
繁
殖
し
た
﹂
と
あ
る
︒

窺き

牆
し
ょ
う

亭て
い

︹
こ
の
亭
は
至
聖
殿
に
隣
接
し
て
い
る
の
で
︑
こ
の
よ
う
に
名
づ
け
た
の

で
あ
る
︺

『
論
語
﹄︵
子
張
篇
︶
に
︑﹁
先
生
︵
孔
子
︶
の
塀
は
︑
数
仞
︵
訓
読
編
の
注

(77
)を
参
照
︶
の
高
さ
が
あ
る
﹂(
19
)

と
あ
る
︒

鐘
し
ょ
う

楼ろ
う

︹
窺
牆
亭
の
敷
地
の
中
の
樹
木
が
深
く
茂
っ
た
場
所
に
在
る
︺

玉
ぎ
ょ
っ

鈎こ
う

観か
ん

︹
廻
廊
が
窺
牆
亭
に
通
じ
て
い
る
︺

盧
仝
の
詩
︵﹁
新
月
﹂︶
に
︑﹁
仙
人
の
住
む
宮
殿
︵
月
の
宮
殿
︶
で
は
雲
の

御み

簾す

が
捲
き
上
げ
ら
れ
︑
簾
す
だ
れ

を
と
め
る
玉
製
の
鈎か
ぎ

︵
三
日
月
︶
が
露あ
ら

わ

に
な
っ
て
い
る
﹂
と
あ
る
︒

抱ほ
う

明め
い

榭し
ゃ

︹
玉
鈎
観
の
傍
ら
に
︑
月
見
台
が
築
か
れ
て
い
る
︒
台
に
壁
は
設
け
て
い

な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
に
玉
鈎
観
の
西
側
の
戸
の
す
ぐ
近
く
に
配
置
し
た
〕

｢
赤
壁
賦
﹂︵
蘇
軾
﹁
前
赤
壁
賦
﹂︶
に
︑﹁
明
月
を
抱
い
て
永
遠
に
生
き
続

け
た
い
も
の
だ
﹂(
20
)

と
あ
る
︒

風ふ
う

簫
し
ょ
う

檐え
ん

︹
窺
牆
亭
の
北
側
に
搆か
ま

え
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
こ
の

檐
ひ
さ
し

の
外
に
竹
林
が

有
る
︺

｢此
君
軒
賦
﹂
︵
楊
万
里
﹁
清
虚
子
此
君
軒
賦
﹂︶
に
︑﹁
風
に
竹
が
揺
れ
動

き
︑
ま
る
で

簫
し
ょ
う

や
瑟し
つ

に
よ
っ
て
奏か
な

で
ら
れ
る
よ
う
な
そ
の
清
ら
か
な

音
を
聞
い
て
い
る
と
︑
喜
び
を
覚
え
て
食
事
の
こ
と
も
忘
れ
て
し
ま
っ

た
﹂
と
あ
る
︒

愛あ
い

棲せ
い

軒け
ん

︹
風
簫
檐
の
傍
ら
に
連
な
っ
て
い
る
︒
こ
こ
に
は
日
本
の
鳥
を
棲
ま
わ
せ

て
い
る
︺

劉
長
卿
の
詩
︵﹁
小
鳥
篇

上
裴
尹
﹂︶
に
︑﹁
主
人
の
庭
の
中
は
喬
木
に

覆
わ
れ
て
お
り
︑
小
鳥
は
こ
の
清
ら
か
な
木
陰
を
愛
し
て
︑
巣
を
懸
け

て
住
も
う
と
す
る
﹂
と
あ
る
︒

龢わ

鳴め
い

︹
異
国
の
鳥
を
愛め

で
る
堂
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
に
中
国
の
家
屋
の
図
に
俲な
ら

っ

て
造
っ
て
あ
る
︒
折
よ
く
中
国
製
の
扁へ

ん

額が
く

が
手
に
入
り
︑
そ
れ
に
﹁
和
鳴
﹂

の
字
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
︑
こ
れ
を
掲
げ
て
建
物
の
名
と
し
た
︺

劉
斌
の
詩
︵﹁
送
劉
散
員
︑
同
賦
陳
思
王
詩
︑
得
﹃
好
鳥
鳴
高
枝
﹄﹂︶
に
︑﹁
春

の
林
は
す
で
に

自
お
の
ず
か

ら
好よ

く
︑
ほ
と
と
ぎ
す
が
再
び
声
を
合
わ
せ
て
鳴

き
交
わ
し
て
い
る
﹂
と
あ
る
︒

代だ
い

璋
し
ょ
う

弄ろ
う

︹
こ
こ
に
は
外
国
の
遊
び
の
道
具
が
置
い
て
あ
る
︺

『詩
経
﹄︵
小
雅
﹁
斯
干
﹂︶
に
︑﹁
男
の
子
が
生
ま
れ
た
ら
︑
璋
し
ょ
う

︵
玉
製
の

小
さ
な
板
︶
を
与
え
て
遊
ば
せ
る
﹂
と
あ
る
︒
こ
の
亭
に
は
異
国
よ
り

伝
来
し
た
弾だ
ん

丸が
ん

が
あ
る
︒
璋
を

弄
も
て
あ
そ

ぶ
の
意
味
を
と
っ
て
こ
れ
に
代
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え
︑
亭
の
名
と
し
た
︒

う
ず
た
か
く
積
ま
れ
た
経
書
や
史
書
を
読
む
者
は
︑そ
の
要
点
を
提
示
す
る
︒

繁
っ
た
園
林
を
通
る
者
は
︑
そ
の
香
り
を
拾
う
︒
観
頤
荘
は
︑
佐
賀
城
の
西
に

あ
る
別
荘
で
あ
る
︒
園
林
は
必
ず
し
も
大
き
く
は
な
く
︑
建
物
も
必
ず
し
も
華

美
で
は
な
い
︒
山
水
を
愛め

で
る
も
の
の
山
水
だ
け
に
止
ま
ら
ず
︑
花
や
木
を
賞

玩
す
る
も
の
の
そ
れ
だ
け
に
偏
ら
な
い
︒
心
の
お
も
む
く
ま
ま
に
詩
を
吟
じ
︑

心
を
涵
養
し
な
が
ら
こ
れ
ら
を
観
察
す
る
︒
園
の
中
を
日
々
自
由
気
ま
ま
に
散

策
し
て
い
る
う
ち
に
書
き
記
し
た
も
の
が
一
巻
を
な
し
た
︒
あ
あ
︑
乏
し
い
才

能
を
か
き
集
め
︑
つ
ま
ら
な
い
言
葉
を
並
べ
た
の
で
︑

樗
に
わ
う
る
し

や
櫟
く
ぬ
ぎ

や
散さ
ん

木ぼ
く

な

ど
役
に
立
た
な
い
木
が
巨
大
で
あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
︑
ま
た

荊
い
ば
ら

が
茂
っ

て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
長
大
な
一
巻
を
な
し
た
も
の
の
︑
開
け
ば
見
る

に
疲
れ
︑
読
む
者
を
苦
し
め
︑
吟
ず
る
者
を
戸
惑
わ
せ
る
だ
ろ
う
︒
そ
こ
で
題

目
を
集
め
︑
小
さ
な
附
録
を
つ
け
た
︒
風
雅
を
愛
す
る
人
た
ち
が
こ
れ
を
鑑
賞

し
て
詠
じ
︑
潤
色
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
藝
術
に
心
を
涵
養
し
︑
歓
よ
ろ
こ

び
の
声
を

庭
園
に
添
え
ん
こ
と
を
願
う
︒

元
禄
十
五
年
十
一
月
某
日

肥
前
侯
拾
遺
補
闕

藤
貞
伯
固

致
徳
斎
主
人
が
景
観
を
選
ん
で
自
ら
記
し
た

印
記
︵
な
し
︶

︻
注
︼

︵
１
)

事
物
の
道
理
を
き
わ
め
︑
知
的
判
断
力
を
高
め
る
意
で
︑
朱
子
学
で
は
理

想
的
な
政
治
を
行
う
た
め
の
基
本
的
条
件
と
さ
れ
た
︒

︵
２
)

天
下
古
今
に
通
じ
て
行
わ
れ
る
べ
き
道
︒
五
倫
︵
父
子
の
親
︑
君
臣
の
義
︑

夫
婦
の
別
︑
長
幼
の
序
︑
朋
友
の
信
︶
の
道
︒

︵
３
)

天
下
古
今
の
人
が
常
に
ふ
み
行
う
べ
き
徳
︒
知
・
仁
・
勇
の
三
つ
︒

︵
４
)

陶
泓
は
硯
の
異
名
︒
陶
は
陶
器
︑
泓
は
硯
の
水
を
貯
え
る
と
こ
ろ
を
い

う
︒

︵
５
)

陳
玄
は
墨
の
異
名
︒
古
く
て
黒
い
こ
と
か
ら
い
う
︒

︵
６
)

毛
穎
子
は
筆
の
異
名
︒
毛
錐
子
と
も
い
う
︒
穎
は
尖
の
意
︒

︵
７
)

『論
語
﹄
に
﹁
仁
者
は
山
を
楽
し
み
︑
智
者
は
水
を
楽
し
む
﹂
と
あ
る
の
を

踏
ま
え
る
︒

︵
８
)

楮
国
公
は
紙
の
異
名
︒
唐
の
薛
稷
が
紙
を
作
っ
て
楮
国
公
に
な
っ
た
こ

と
か
ら
い
う
︒

︵
９
)

『詩
経
﹄
大
雅
・
巻
阿
に
﹁
鳳
凰

鳴
け
り
︑
彼か

の
高
き
岡
に
﹂
と
あ
る
の

を
踏
ま
え
た
表
現
︒

︵
10
)

東
晋
の
名
臣
謝
玄
が
幼
い
頃
︑
叔
父
の
謝
安
に
将
来
の
夢
を
尋
ね
ら
れ
︑

芝
蘭
や
玉
樹
を
家
の
庭
の
階
段
に
生
え
さ
せ
た
い
と
答
え
た
故
事
に
由
来
す

る
言
葉
︒
詳
し
く
は
訓
読
編
の
注
(
33
)
を
参
照
︒

︵
11
)

白
居
易
の
詩
句
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
実
は
唐
・
銭
起
の
﹁
藍
田
渓
雑
詠
二

十
二
首
・
古
藤
﹂
に
見
え
る
句
で
あ
る
︒

︵
12
)

実
に
何
と
も
言
え
な
い
満
ち
足
り
た
心
境
で
あ
る
こ
と
を
い
う
︒

︵
13
)

訓
読
編
の
注
(40
)と
現
代
語
訳
編
の
注
(17
)を
参
照
︒

︵
14
)

ま
ず
﹃
孟
子
﹄
の
次
の
言
葉
を
踏
ま
え
て
い
よ
う
︒﹁
海
を
観み

る
者
は
︵
天

下
の
水
を
︶
水
と
な
し
難
く
︑
聖
人
の
門
に
遊
ぶ
者
は
︵
天
下
の
言
を
︶
言げ

ん

と
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な
し
難
し
︒
水
を
観み

る
に
術み

ち

あ
り
︑
必
ず
其
の
瀾な

み

を
観
よ
︒﹂
水
の
大
小
を
見

分
け
る
方
法
は
︑
そ
の
波
の
立
ち
方
を
見
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
︒
波
の
立

ち
方
の
大
小
は
︑
必
ず
水
の
大
小
に
比
例
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
し
て
﹃
孟

子
注
疏
﹄
は
孟
子
の
こ
の
言
葉
を
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
︒﹁
人
が
書

物
を
読
む
の
も
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
︒
つ
ま
り
書
物
を
読
む
な
ら
五
経
を
読

む
べ
き
で
あ
る
︒
五
経
は
聖
人
の
大
い
な
る
道
を
載
せ
た
書
物
だ
か
ら
で
あ

る
︒﹂
物
事
の
本
末
を
悟
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
︑
こ
の
こ
と
を
指
し

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
原
文
は
訓
読
編
の
注
(42
)を
参
照
︒

︵
15
)

二
十
九
字
×
二
十
九
字
の
文
字
を
錦
に
織
り
込
ん
だ
も
の
︒
錦
に
織
り

込
ま
れ
た
文
字
は
︑
縦
横
そ
れ
ぞ
れ
ど
こ
か
ら
も
自
由
に
読
ん
で
い
く
こ
と

が
で
き
︑
三
言
・
四
言
・
五
言
・
六
言
・
七
言
の
詩
が
計
三
千
七
百
五
十
二
首

判
読
で
き
た
と
い
う
︒
回
文
詩
の
始
ま
り
と
さ
れ
る
︒

︵
16
)

張
騫
の
乗
槎
伝
説
を
踏
ま
え
る
︒
前
漢
の
外
交
官
で
あ
っ
た
張
騫
は
︑

武
帝
か
ら
黄
河
の
源
を
探
っ
て
く
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
︑
い
か
だ
に
乗
っ
て

出
発
し
︑
あ
る
と
こ
ろ
に
た
ど
り
つ
い
た
が
︑
そ
こ
に
は
織
女
と
牽
牛
が
お

り
︑
天
の
河
で
あ
っ
た
と
い
う
伝
説
︒
詳
し
く
は
訓
読
編
の
注
(47
)を
参
照
︒

︵
17
)

神
農
は
中
国
古
代
の
三
皇
の
一
人
︒
牛
頭
人
身
の
炎
帝
の
こ
と
で
︑
民

衆
に
農
業
を
教
え
た
と
さ
れ
る
︒
農
耕
神
と
医
薬
神
の
性
格
を
も
ち
︑
百
草

の
性
質
を
調
べ
る
た
め
に
自
ら
嘗な

め
た
と
伝
え
ら
れ
る
︒
仁
術
は
仁
徳
を
他

に
施
す
方
法
︒
ま
た
︑
特
に
医
術
を
い
う
︒

︵
18
)

中
国
古
代
に
湖
北
省
か
ら
湖
南
省
に
か
け
て
存
在
し
た
と
い
う
大
湿
地
︒

長
江
中
流
の
武
漢
附
近
の
湖
沼
群
は
そ
の
跡
と
い
わ
れ
る
︒

︵
19
)

『論
語
﹄
子
張
篇
に
は
︑﹁
叔
孫
武
叔
語
大
夫
於
朝
曰
︑
子
貢
賢
於
仲
尼
︒

子
服
景
伯
以
告
子
貢
︒
子
貢
曰
︑
譬
諸
宮
牆
也
︑
賜
之
牆
也
及
肩
︑
闚
見
室

家
之
好
︒
夫
子
之
牆
也
数
仭
︑
不
得
其
門
而
入
者
︑
不
見
宗
�
之
美
百
官
之

富
︑
得
其
門
者
或
寡
矣
︒
夫
子
之
云
︑
不
亦
宜
乎
﹂
と
あ
る
︒
大
意
を
示
す

と
︑
叔
孫
武
叔
が
朝
廷
に
お
い
て
︑
子
貢
は
孔
子
よ
り
も
賢
い
と
言
っ
た
︒

そ
れ
を
伝
え
聞
い
た
子
貢
は
︑
屋
敷
の
塀
の
喩
え
を
用
い
て
︑
自
身
が
肩
ほ

ど
の
高
さ
の
塀
だ
と
す
れ
ば
︑
そ
の
内
側
を
の
ぞ
き
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒

し
か
し
孔
子
は
五
︑
六
仭
︵
約
七
・
五
～
九
メ
ー
ト
ル
︶
の
塀
で
あ
り
︑
そ
の

内
側
の
宗
�
の
美
し
さ
や
百
官
が
盛
ん
に
立
ち
並
ぶ
さ
ま
は
窺
い
知
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
答
え
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒

︵
20
)

蘇
軾
﹁
前
赤
壁
賦
﹂
に
は
︑﹁
挾
飛
仙
以
遨
遊
︑
抱
明
月
而
長
終
︑
知
不
可

乎
驟
得
︑
托
遺
響
於
悲
風
﹂
と
あ
り
︑
空
を
飛
ぶ
仙
人
と
一
緒
に
遨
遊
し
︑
明

月
を
抱
い
て
永
遠
に
生
き
続
け
る
こ
と
は
︑
す
ぐ
に
は
か
な
え
ら
れ
な
い
と

知
っ
て
い
る
の
で
︑
洞
簫
の
音
色
の
余
韻
を
秋
風
に
托
す
ほ
か
な
い
と
い
う

意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
︒

64





佐
賀
藩
第
三
代
藩
主

鍋
島
綱
茂
の
�
芸

︱
﹃
観
頤
荘
記
﹄
を
読
む

平
成
二
十
八
年
︵
二
〇
一
六
︶
三
月
三
十
一
日

編
著

中
尾
友
香
梨

発
行

佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

〒
八
四
〇
-八
五
〇
二

佐
賀
市
本
庄
町
一
番
地

電
話

〇
九
五
二
-二
八
-八
三
七
八

印
刷

大
同
印
刷
株
式
会
社

〒
八
四
九
-〇
九
〇
二

佐
賀
市
久
保
泉
町
大
字
上
和
泉
一
八
四
八
-二
〇

電
話

〇
九
五
二
-七
一
-八
五
二
〇
㈹

著者紹介

中尾 友香梨（なかお・ゆかり）

現職 佐賀大学文化教育学部准教授

主要なる関連論著 『江戸文人と明清楽』（単著、汲古書院、2010年）、『歴史に埋もれた名医―徳永雨卿』（佐賀大

学地域学歴史文化研究センター、2011年）、「江戸中期の名医・徳永雨卿」（佐賀大学・佐賀学

創成プロジェクト編『佐賀学』、花乱社、2011年）、『文人大名鍋島直條の詩箋巻』（共著、佐賀

大学地域学歴史文化研究センター、2014年）、「文人大名―鍋島直條」（佐賀大学・地域学創出

プロジェクト編『佐賀学Ⅱ』、岩田書院、2014年）、「肥前鹿島藩第四代藩主・鍋島直條と詞」

（『風絮』第12号、日本詞曲学会、2015年）、「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」（『研究紀要』第10号、佐賀大学地域歴史文化研究センター、2016年）など。



佐
賀
藩
第
三
代
藩
主
鍋
島
綱
茂
の
文
芸
　 

｜

『
観
頤
荘
記
』
を
読
む


