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【
女
冠
子
】
断
雲
残
雨
。
瀧
微
涼
、
生
軒
戸
。
動
消
籟
、
癖
癖
庭

樹
。
銀
河
濃
淡
，
華
星
明
滅
，
軽
雲
時
度
。

i

沙
階
寂
静
無
親
。

幽
蛋
切
切
秋
吟
苦
。
疏
箪
一
捏
，
流
螢
幾
黙
，
飛
束
又
去
。

封
月
臨
風
，
空
悠
無
眠
耽
耽
，
暗
想
菌
日
牽
情
慮
。
綺
羅
叢

裏
，
有
人
人
、
那
回
飲
散
，
略
曾
偕
鴛
侶
。
因
循
忍
便
瞑
阻
゜

相
思
不
得
長
相
緊
。
好
天
良
夜
，
無
端
惹
起
，
千
愁
萬
緒
（
注
l
)
0

ち
ぎ
れ
雲
に
残
ん
の
雨
。
雨
の
お
か
げ
で
軒
先
は
微
か
に
涼

し
く
な
っ
た
。
清
ら
か
な
風
に
庭
の
樹
々
は
サ
ヤ
サ
ヤ
と
葉
擦

れ
の
音
を
た
て
る
。
（
空
を
見
上
げ
る
と
）
天
の
河
や
美
し
い
光

を
放
つ
星
々
が
煽
め
い
て
、
薄
い
雲
が
時
々
通
り
す
ぎ
て
い
く
。

ま
ず
最
初
に
、
次
の
詞
を
読
ん
で
み
よ
う
。

は
じ
め
に

柳
永
詞
論
ー
そ
の
物
語
性
と
表
現
ー

中
国
研
究
集
刊
陽
号
（
総
3
4
号
）
平
成
十
五
年
十
二
月
四
八
ー
六
七
頁

（
地
面
に
目
を
落
と
す
と
、
人
の
訪
れ
が
絶
え
て
）
苔
生
し
た

階
段
は
ひ
っ
そ
り
と
寂
し
く
、
他
に
は
何
も
な
い
。
微
か
な
鯰

蝉
の
鳴
き
声
だ
け
が
切
な
く
頻
り
に
響
い
て
い
る
。
疎
ら
な
竹

林
を
通
る
一
筋
の
道
で
は
、
数
匹
の
蛍
が
飛
び
回
っ
て
い
る
。

月
の
下
、
風
に
吹
か
れ
て
仲
み
つ
つ
、
眠
れ
ず
心
は
沈
む

ば
か
り
。
思
い
出
さ
れ
る
の
は
昔
の
恋
の
こ
と
。
華
や
か
な
人

々
の
中
に
あ
ん
た
が
居
て
、
あ
の
時
宴
会
の
後
、
仮
初
め
な
が

ら
仲
睦
ま
じ
く
恋
人
と
し
て
と
も
に
過
ご
し
た
。
軽
々
し
く
も

ど
う
し
て
直
ぐ
に
別
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
し
ら
ね
、
恋
っ
て
い

う
の
は
本
当
に
添
い
遂
げ
ら
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
の
だ
わ
。
あ

ん
た
と
一
緒
に
過
ご
し
た
楽
し
い
日
々
が
、
わ
け
も
な
く
千
々

の
も
の
思
い
を
ま
ね
き
よ
せ
る
。

一
首
全
体
は
、
秋
の
も
の
寂
し
い
庭
の
様
子
か
ら
棄
て
ら
れ
た

女
性
の
悲
し
み
を
導
き
描
き
出
す
、
一
見
典
型
的
と
も
言
え
る
閏

藤

原

祐

子

(48) 



怨
詞
で
あ
る
。
特
に
前
段
は
、
や
や
常
套
的
表
現
を
用
い
て
秋
の

夜
の
風
景
を
叙
述
す
る
。
「
無
観
」
は
よ
く
分
か
ら
な
い
語
だ
が
、

「
何
の
動
静
も
な
い
・
見
る
べ
き
も
の
が
何
も
な
い
」
と
い
っ
た

意
味
で
は
あ
る
ま
い
か
。
柳
永
の
【
雙
啓
子
（
晩
天
癖
索
）
】
等
に

も
同
じ
表
現
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
後
段
に
入
る
と
景
色
に
在
っ
た
描
写
の
焦
点
が
、

一
転
そ
の
景
色
の
中
に
い
る
女
性
に
移
り
、
第
三
者
の
視
点
で
描

か
れ
て
い
た
内
容
も
、
主
人
公
で
あ
る
女
性
自
身
の
「
語
り
」
へ

と
移
行
す
る
。
日
本
語
の
「
あ
ん
た
」
に
相
当
す
る
「
人
人
」
の

愛
称
で
呼
ば
れ
る
、
も
う
す
で
に
彼
女
の
傍
に
は
い
な
い
男
性
に

対
し
て
、
語
り
か
け
る
か
の
よ
う
に
彼
女
は
言
葉
を
紡
い
で
ゆ
く
。

最
初
は
思
い
出
で
あ
る
。
二
人
の
出
会
い
と
幸
せ
だ
っ
た
日
々

を
、
彼
女
は
感
傷
的
に
振
り
返
る
。
「
綺
羅
叢
」
は
、
通
常
着
飾
っ

た
妓
女
た
ち
を
指
す
言
葉
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
「
綺
羅
叢
」

の
中
に
男
性
は
居
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
二
人
の
出
逢
い
は

宴
席
、
女
性
は
妓
女
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
従
来
の
閏

怨
詞
が
夫
あ
る
い
は
天
子
を
想
う
女
性
を
描
い
た
の
に
対
し
、
明

ら
か
に
異
な
っ
た
構
図
で
あ
る
。
二
人
は
、
少
な
く
と
も
し
ば
ら

く
は
仲
睦
ま
じ
く
時
を
過
ご
し
た
。
「
略
曾
」
は
見
慣
れ
な
い
語
だ

が
、
こ
の
二
字
で
「
い
い
か
げ
ん
に
•
仮
初
め
に
」
の
意
と
考
え

ら
れ
る
。
膵
本
が
校
記
で
「
略
略
」
「
略
略
曾
」
に
作
る
テ
キ
ス
ト

も
あ
る
、
と
言
う
が
、
「
略
曾
」
は
お
そ
ら
く
「
略
略
」
と
同
義
で

あ
り
、
「
曾
」
は
単
に
語
助
辞
と
し
て
添
え
ら
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な

い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
姜
姜
【
水
龍
吟
（
夜
深
客
子
移
舟
慮
）
】

に
用
例
が
あ
る
他
は
、
助
語
辞
と
し
て
の
こ
の
二
字
の
組
み
合
わ

せ
は
見
出
し
が
た
い
。

そ
ん
な
「
仮
初
め
の
」
関
係
で
あ
り
な
が
ら
、
彼
女
は
今
、
軽

々
し
く
別
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
後
悔
す
る
。
「
忍
便
」
は
こ
の
ま

ま
で
は
二
字
の
繋
が
り
が
悪
く
、
文
全
体
の
意
味
も
通
じ
に
く
い
。

音
と
字
形
か
ら
考
え
る
に
、
「
忍
」
は
「
忽
」
の
誤
字
あ
る
い
は
借

用
字
で
は
あ
る
ま
い
か
。
同
様
の
例
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
、
無

名
氏
【
眉
峯
碧
（
盛
破
眉
峯
碧
）
】
に
「
相
看
未
足
時
、
忍
便
使
鴛

登
隻
」
が
あ
る
（
注
2
)
0

思
い
出
を
語
り
終
え
、
彼
女
は
現
在
に
立
ち
返
る
。
き
っ
と
男

性
は
も
う
帰
っ
て
こ
な
い
。
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
「
恋

と
は
添
い
と
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
」
と
い
う
慨
嘆
が
生
ず

る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
相
思
不
得
長
相
衆
」
は
お
そ
ら
く
成
語
的

な
表
現
で
、
こ
の
詞
の
主
題
で
あ
る
「
棄
て
ら
れ
た
女
性
」
の
物

思
い
の
行
き
着
く
「
諦
め
」
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
「
楽
し
か
っ
た

日
々
も
今
と
な
っ
て
は
思
い
出
す
の
も
辛
い
だ
け
」
と
い
う
嘆
息

と
と
も
に
、
詞
は
締
め
く
く
ら
れ
る
。

こ
の
詞
は
、
特
に
前
段
に
お
い
て
は
い
か
に
も
閏
怨
詞
ら
し
い

間
怨
詞
と
い
え
る
。
「
雨
」
「
風
」
「
星
」
「
蛋
」
「
流
螢
」
と
い
っ

た
秋
の
景
物
を
点
描
し
、
そ
の
中
に
「
断
」
「
残
」
「
癖
蔀
」
「
幽
」

(49) 



「
苦
」
と
い
っ
た
言
葉
を
ま
じ
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
性
の
心

情
を
直
接
的
で
は
な
く
間
接
的
に
暗
示
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
女

性
の
孤
独
を
秋
の
物
寂
し
い
景
色
に
よ
っ
て
象
徴
し
、
詞
全
体
に

一
種
の
漠
然
と
し
た
拡
が
り
を
持
た
せ
て
い
る
、
と
言
い
換
え
て

も
よ
い
。
し
か
し
、
こ
の
詞
は
伝
統
的
な
閏
怨
詞
の
よ
う
に
、
単

に
暗
示
の
み
に
よ
っ
て
女
性
の
心
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
は

な
い
。
庭
か
ら
小
道
へ
と
い
う
広
い
場
面
か
ら
、
そ
の
場
面
中
の

一
構
成
要
素
で
あ
っ
た
女
性
の
姿
へ
と
描
写
の
対
象
を
絞
っ
て
い

き
、
最
終
的
に
は
女
性
の
心
の
中
へ
と
侵
入
す
る
。
そ
し
て
女
性

の
抱
く
心
情
が
、
彼
女
自
身
の
言
葉
を
用
い
て
描
か
れ
て
い
く
の

で
あ
る
。
そ
の
心
情
が
極
め
て
丁
寧
に
描
か
れ
る
ば
か
り
か
、
語

彙
の
多
く
に
口
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
女
の
心
情

が
実
に
リ
ア
ル
に
読
者
に
迫
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
詞
は
従
来
の
閏
怨
詞
の
影
を
引
き
ず
り
つ
つ
も
、

口
語
を
多
用
し
、
焦
点
が
絞
ら
れ
て
い
く
、
と
い
う
明
ら
か
に
異

な
っ
た
「
新
し
さ
」
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
詞
の
作
者
柳
永
は
、
そ
の
艶
詞
と
覇
旅
行
役
詞
に
よ
っ
て
、

宋
代
異
色
の
文
人
と
し
て
名
高
い
。
そ
し
て
彼
の
詞
中
に
お
け
る

口
語
の
多
用
は
、
表
現
上
最
大
の
特
徴
の
―
つ
で
あ
り
な
が
ら
、

従
来
は
非
難
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
だ
が
、
彼
の
詞

の
真
価
は
そ
の
口
語
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
本
論
で
は
、
柳

永
の
詞
の
う
ち
特
に
恋
愛
に
絡
む
も
の
（
以
下
「
恋
愛
詞
」
と
総

称
）
を
取
り
上
げ
て
精
読
し
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
場
面
と
口
語
表

現
の
関
わ
り
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
注
目
し
つ
つ
、
彼
が
詠
ん
だ

詞
の
世
界
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
考
察
し
て
い
き
た

、。しま
ず
、
閏
怨
詞
か
ら
見
て
い
こ
う
。
閏
怨
と
い
え
ば
、
男
性
の

不
在
を
な
げ

V
女
性
の
心
情
を
描
い
た
も
の
だ
が
、
こ
の
主
題
は

『
詩
経
』
以
来
の
古
い
歴
史
を
持
ち
、
ま
た
唐
五
代
の
詩
詞
も
多

く
は
こ
の
主
題
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
と
柳
永

の
詞
の
違
い
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

【
定
風
波
】
自
春
束
、
惨
緑
愁
紅
，
芳
心
是
事
可
可
。
日
上
花
梢
，

焉
穿
柳
帯
，
猶
歴
香
会
屈
。
暖
蘇
消
，
賊
雲
郭
。
終
日
厭
厭
倦

椋
褒
。
無
那
。
恨
薄
情
一
去
，
錦
書
無
箇
。
早
知
思
慶
°

悔
営
初
、
不
把
離
鞍
鎖
。
向
鶏
窟
、
只
典
蟹
賤
象
管
，
拘
束
教

吟
課
。
鎮
相
随
，
莫
拗
般
。
針
餞
間
枯
伴
伊
坐
。
和
我
。
免
使

年
少
，
光
陰
虚
過
（
注
3
)
0

春
に
な
っ
て
か
ら
と
い
う
も
の
、
花
の
紅
が
次
第
に
衰
え
木

々
の
緑
が
増
し
て
い
く
こ
と
を
愁
え
る
ば
か
り
、
春
の
景
色
の

（一）

(50) 



一
体
何
が
私
の
心
に
ぴ
っ
た
り
合
う
っ
て
い
う
の
。
お
日
様
が

花
咲
く
梢
に
昇
っ
て
も
、
鶯
が
柳
の
下
を
潜
り
抜
け
て
も
、
私

は
ま
だ
お
布
団
の
中
に
く
る
ま
っ
て
い
る
。
真
っ
白
で
暖
か
い

肌
は
痩
せ
衰
え
、
艶
や
か
な
髪
は
垂
れ
さ
が
っ
た
ま
ま
。
一
日

中
何
も
す
る
気
に
な
ら
な
く
て
、
髪
を
椀
か
す
こ
と
も
お
化
粧

す
る
こ
と
す
ら
物
憂
い
。
あ
あ
、
や
る
せ
な
い
、
薄
情
者
の
あ

ん
た
と
き
た
ら
、
行
っ
て
し
ま
っ
た
き
り
手
紙
の
―
つ
も
寄
越

し
て
く
れ
な
い
ん
だ
も
の
。
初
め
か
ら
こ
う
な
る
と
わ
か

っ
て
い
た
ら
、
ど
う
し
て
あ
の
時
、
あ
ん
た
の
馬
を
繋
い
で
お

か
な
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
。
こ
の
書
斎
で
、
た
だ
紙
と
筆
だ
け
を

与
え
て
、
閉
じ
こ
め
て
勉
強
さ
せ
て
い
れ
ば
よ
か
っ
た
。
そ
う

す
れ
ば
ず
っ
と
傍
に
い
ら
れ
た
し
、
ほ
っ
て
お
か
れ
る
こ
と
も

な
か
っ
た
の
に
。
私
は
あ
ん
た
の
隣
に
座
っ
て
静
か
に
御
針
仕

事
を
す
る
の
。
（
そ
う
す
れ
ば
）
私
も
、
楽
し
い
青
春
の
日
々
を

人
き
り
虚
し
く
過
ご
す
羽
目
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
に
。

こ
の
詞
は
、
全
体
を
通
し
て
女
性
の
「
語
り
」
の
み
で
構
成
さ

れ
る
。
閤
怨
詞
の
常
套
手
法
た
る
「
神
の
視
点
」
、
す
な
わ
ち
第
三

者
の
立
場
か
ら
女
性
を
観
察
し
て
描
こ
う
と
い
う
態
度
も
一
切
見

ら
れ
ず
、
従
来
の
閏
怨
詞
に
不
可
欠
の
要
素
と
も
言
え
る
、
風
景

や
女
性
の
部
屋
の
調
度
に
関
す
る
神
の
視
点
か
ら
の
描
写
は
一
切

無
い
。
あ
く
ま
で
も
、
女
性
自
身
が
自
ら
の
現
状
を
恨
み
た
っ
ぷ

り
に
述
べ
る
の
で
あ
る
。

「
惨
緑
愁
紅
」
は
、
李
清
照
【
如
夢
令
】
詞
等
に
「
緑
肥
紅
痩

を
愁
う
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
義
で
あ
ろ
う
。
む

し
ろ
、
李
清
照
の
表
現
は
柳
永
の
そ
れ
を
言
い
換
え
た
も
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
花
は
自
ら
の
容
色
や
精
神
の
比
喩
で
も
あ
り
、
そ

の
衰
え
を
嘆
く
の
で
あ
る
。
「
是
事
」
の
「
是
」
は
「
是
慮
」
「
是

人
」
の
「
是
」
と
同
様
「
甚
」
の
意
。
今
は
春
の
盛
り
、
外
で
は

梢
に
花
が
咲
き
、
鴬
た
ち
が
飛
び
回
る
。
そ
う
し
た
「
春
の
景
色
」

が
、
恋
人
を
旅
立
た
せ
て
し
ま
っ
た
自
分
の
心
に
適
う
は
ず
が
な

い
、
と
女
性
は
ふ
て
く
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
芳
心
是
事
可
可
」

の
一
句
は
反
語
で
あ
ろ
う
（
注

4
)
0

こ
の
女
性
の
愁
い
の
原
因
は
、
旅
立
た
せ
て
し
ま
っ
た
自
分
自

身
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
宦
遊
の
旅
に
出
た
き
り
便
り
―
つ
寄
こ

さ
な
い
「
薄
情
」
な
男
に
あ
る
。
そ
し
て
「
私
が
こ
ん
な
状
態
に

な
っ
て
い
る
の
は
あ
ん
た
を
行
か
せ
て
し
ま
っ
た
か
ら
」
と
ば
か

り
に
、
後
悔
の
言
葉
が
吐
き
出
さ
れ
て
い
く
。
「
早
知
」
と
「
不
」

は
呼
応
関
係
に
あ
る
慣
用
表
現
で
、
「

S
し
な
か
っ
た
こ
と
を
後
悔

す
る
」
の
意
。
こ
の
セ
ン
テ
ン
ス
は
「
悠
磨
」
で
押
韻
さ
れ
て
い

る
が
、
「
鎖
」
ま
で
が
一
繋
が
り
で
あ
る
。
「
拘
束
」
は
吏
閥
語
。

宋
詞
中
に
用
例
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
が
、
「
浮
気
な
男
」
を
し
つ

か
り
と
「
つ
な
ぎ
止
め
て
お
く
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
用
い
ら

れ
る
（
注
5
)
0
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闇
中
少
婦
不
曾
愁

春
日
凝
粧
上
翠
棲

忽
見
陪
頭
楊
柳
色

悔
教
夫
壻
覚
封
侯

女
性
は
ひ
と
し
き
り
後
悔
を
並
べ
立
て
た
後
、
今
度
は
あ
り
得

た
で
あ
ろ
う
未
来
に
思
い
を
馳
せ
、
「
ず
っ
と
二
人
で
仲
睦
ま
じ
く

楽
し
く
過
ご
す
は
ず
だ
っ
た
の
に
」
と
慨
嘆
す
る
。
「
拗
般
」
は
畳

韻
語
で
「
棄
て
る
・
棄
て
お
く
」
の
意
。
「
伊
」
は
こ
こ
で
は
二
人

称
。
「
和
我
」
の
「
和
」
は
「
連
」
と
同
じ
で
、
「
私
ま
で
も
」
。

こ
の
句
は
押
韻
さ
れ
て
い
る
が
、
前
出
「
慈
磨
」
の
箇
所
と
同
様
、

最
終
句
ま
で
が
一
セ
ン
テ
ン
ス
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
詞
で
表
さ
れ
た
感
情
は
典
型
的
な
「
閏
怨
」
の
情
で
あ
り
、

女
性
は
い
わ
ゆ
る
「
待
っ
女
」
に
他
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
前
掲
【
女
冠
子
】
同
様
、
従
来
の
「
閏
怨
」
と
は
異
な
っ
た

明
ら
か
な
新
し
さ
を
持
つ
。

た
と
え
ば
、
こ
の
詞
を
従
来
の
閏
怨
詩
と
比
較
し
て
み
よ
う
。

次
の
詩
は
「
閤
怨
」
と
題
さ
れ
る
王
昌
齢
の
有
名
な
絶
句
で
あ
る

（注
6
)
o

閏
中
の
少
婦
曾
て
愁
え
ず

春
日
粧
い
を
凝
ら
し
て
翠
棲
に
上
る

忽

ち

見

る

陪

頭

楊

柳

の

色

悔
ゆ
ら
く
は
夫
壻
を
し
て
封
侯
を
覚
め

し
め
し
を

王
昌
齢
の
こ
の
詩
も
、
あ
た
り
の
風
景
が
急
に
春
め
く
こ
と
に

よ
っ
て
女
性
の
「
春
心
」
が
か
き
立
て
ら
れ
、
男
性
の
不
在
を
深

＜
恨
む
と
い
う
、
柳
永
の
詞
と
同
様
の
趣
向
で
で
き
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
王
昌
齢
の
詩
が
、
第
三
者
の
立
場
か
ら
女
性
を
描

く
の
に
対
し
、
柳
詞
は
女
性
の
言
葉
の
み
に
よ
っ
て
描
き
、
し
か

も
王
詩
が
出
征
し
た
夫
の
留
守
を
守
る
妻
を
描
く
の
に
対
し
、
柳

詞
は
「
薄
情
一
去
」
の
一
句
に
明
ら
か
な
と
お
り
、
恋
人
に
去
ら

れ
た
妓
女
の
心
情
を
描
く
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
妓
女
は
目

の
前
に
は
い
な
い
男
に
向
か
っ
て
、
ま
る
で
語
り
か
け
る
よ
う
に

愚
痴
を
こ
ぼ
す
。

こ
の
よ
う
な
、

的
な
語
り
口
が
、

あ
る
。

手
法
と
し
て
の
代
言
体
と
そ
れ
を
支
え
る
口
語

こ
の
作
品
の
新
し
さ
を
作
り
上
げ
て
い
る
の
で

だ
が
、
愛
す
る
恋
人
と
別
れ
て
悲
し
む
の
は
女
性
ば
か
り
で
は

な
い
。
次
の
詞
は
、
男
性
の
立
場
か
ら
別
れ
別
れ
の
恋
人
の
悲
哀

と
恨
み
を
述
べ
た
、
い
わ
ば
「
男
版
閾
怨
詞
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
も

の
で
あ
る
。

【
定
風
波
】
貯
立
長
提
，
淡
蕩
晩
風
起
。
隷
雨
歌
、
極
目
癖
疏
，

塞
柳
萬
株
，
掩
映
箭
波
千
里
。
走
舟
車
向
此
，
人
人
奔
名
競
利
。

念
蕩
子
、
終
日
謳
謳
，
争
覺
郷
闊
轄
追
逗
。
何
意
。
繍
閣

軽
拗
，
錦
字
難
逢
，
等
間
度
歳
。
奈
距
距
旅
迩
，
厭
厭
病
緒
，
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適
束
諦
盛
，
宦
遊
滋
味
。
此
情
懐
、
縦
窟
香
賤
，
憑
誰
奥
寄
。

算
孟
光
、
争
得
知
我
，
継
日
添
憔
悴
（
注
7
)
o

十
里
の
長
亭
に
仔
む
と
、
ゆ
っ
た
り
と
夕
暮
れ
の
風
が
吹
く
。

に
わ
か
雨
は
止
み
、
見
渡
せ
ば
、
長
く
続
く
柳
並
木
が
波
の
よ

う
に
揺
れ
る
の
が
、
ま
ば
ら
な
梢
の
間
か
ら
ち
ら
ち
ら
と
見
え

隠
れ
す
る
。
人
々
は
車
や
舟
に
乗
っ
て
、
虚
名
や
利
益
を
求
め
、

奔
走
し
て
い
る
。
思
え
ば
、
遊
蕩
児
の
私
自
身
も
、
毎
日
朝
か

ら
晩
ま
で
馬
を
走
ら
せ
て
駆
け
ず
り
回
り
、
故
郷
は
遥
か
彼
方
、

と
い
う
有
様
だ
。
一
体
ど
う
し
て
、
お
前
の
居
る
部
屋
を

軽
々
し
く
捨
て
去
っ
て
、
手
紙
も
届
か
ず
、
虚
し
く
日
々
を
送

っ
て
い
る
の
か
。
ど
う
し
よ
う
も
な
い
、
い
つ
終
わ
る
と
も
し

れ
な
い
旅
に
心
は
沈
ん
だ
ま
ま
、
近
頃
で
は
役
人
暮
ら
し
の
辛

酸
も
祇
め
尽
く
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
想
い
を
手
紙
に
書
い
た

っ
て
、
お
前
に
届
け
る
術
が
あ
る
わ
け
も
な
い
。
如
何
に
か
の

孟
光
の
よ
う
に
賢
明
な
お
前
で
も
、
私
が
ど
ん
な
に
お
前
を
想

っ
て
、
日
々
窟
れ
て
い
っ
て
い
る
か
知
る
ま
い
な
あ
。

【
定
風
波
（
自
春
束
）
】
と
比
較
す
る
と
、
状
況
設
定
の
共
通
性

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
首
は
ま
る
で
対
の
作
品
で
あ
る
か

の
よ
う
な
錯
覚
さ
え
覚
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
ち
ら
で

は
、
旅
に
あ
る
男
性
が
自
ら
の
現
状
を
嘆
き
悲
し
み
、
女
性
と
の

別
れ
を
ひ
た
す
ら
後
悔
す
る
。
前
段
は
、
男
性
の
眼
前
に
広
が
る

風
景
描
写
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
詞
で
言
い
た
い
事
は
、

結
局
の
と
こ
ろ
最
後
の
「
算
孟
光
、
争
得
知
我
，
継
日
添
憔
悴
」

と
い
う
一
セ
ン
テ
ン
ス
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。

少
し
詳
し
く
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
、
長
提
の
夕
暮
れ
、
穏
や
か

な
春
景
が
描
き
出
さ
れ
る
。
「
癖
疏
」
以
下
六
句
目
ま
で
は
、
対
句

を
構
成
し
て
お
り
、
「
癖
疏
」
「
掩
映
」
は
双
声
の
擬
態
語
、
「
塞

柳
」
「
箭
波
」
は
と
も
に
名
詞
、
「
千
」
と
「
萬
」
は
数
詞
と
い
う

よ
う
に
、
明
ら
か
な
語
彙
の
対
応
が
見
ら
れ
る
。
「
掩
映
」
は
、
見

え
隠
れ
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
意
。
男
性
は
そ
の
景
色
を
前
に
慨

嘆
す
る
。
遊
蕩
児
と
し
て
名
を
馳
せ
た
自
分
が
、
ど
う
し
て
こ
ん

な
と
こ
ろ
で
他
人
と
同
じ
よ
う
に
あ
く
せ
く
と
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
、
と
。
「
人
人
」
は
、
こ
こ
で
は
「
人
憫
」
の
意
。
「
轄
」
は

「
い
っ
そ
う
」
。
ま
た
「
蕩
子
」
の
語
か
ら
、
相
手
の
女
性
が
妓
女

で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
相
手
が
仮
に
妻
で
あ
っ
た
場
合
、

自
ら
を
指
す
言
葉
と
し
て
「
蕩
子
」
を
選
択
す
る
こ
と
は
普
通
あ

る
ま
い
。
そ
し
て
、
最
終
句
で
男
性
は
女
性
に
対
し
て
「
孟
光
」

と
呼
び
か
け
る
が
、
女
性
が
妓
女
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ

の
用
語
は
い
さ
さ
か
特
別
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
お
び
る
か
も
し
れ
な

い
。
「
孟
光
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
良
妻
の
代
名
詞
で
あ
り
、
妓
女

へ
の
呼
び
か
け
と
し
て
用
い
る
よ
う
な
名
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

相
手
を
「
孟
光
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
こ
の
場
合
、
二
人
の
関
係
の
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親
密
さ
を
象
徴
的
に
示
し
、
さ
ら
に
は
「
そ
れ
ほ
ど
大
切
で
素
晴

ら
し
い
お
前
を
捨
て
置
い
て
」
い
る
自
分
の
立
場
や
状
況
へ
の
後

悔
を
際
だ
た
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

従
来
の
閏
怨
詩
に
お
い
て
、
男
に
と
っ
て
の
「
名
利
」
と
女
に

と
っ
て
の
「
愛
」
は
、
常
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
き

た
。
「
名
利
」
を
否
定
し
「
愛
」
を
肯
定
す
る
の
は
常
に
女
性
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
柳
詞
の
男
性
は
「
宦
遊
」
に
対
す
る
倦
怠

感
を
示
し
、
「
閏
怨
」
に
登
場
す
る
女
性
達
と
同
様
に
別
れ
を
後
悔

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
男
の
立
場
か
ら
の
「
名
利
」
の
否
定
と

「
愛
」
の
肯
定
は
、
柳
永
が
し
ば
し
ば
詠
う
と
こ
ろ
で
あ
り
、
彼

の
詞
に
お
け
る
内
容
的
な
「
新
し
さ
」
の
―
つ
で
あ
る
。

こ
の
詞
は
、
従
来
の
分
類
に
従
え
ば
、
間
違
い
な
く
覇
旅
行
役

詞
に
属
す
る
。
「
覇
旅
行
役
」
と
は
、
『
詩
紐
』
以
来
の
古
い
伝
統

を
有
し
（
注
8
)
、
唐
代
に
至
っ
て
は
辺
塞
詩
と
呼
ば
れ
る
ジ
ャ
ン
ル

ま
で
生
み
だ
さ
れ
る
、
主
に
異
郷
の
風
物
や
郷
愁
が
描
か
れ
る
一

類
の
作
品
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
柳
永
の
覇
旅
行
役
詞
は
、

閏
怨
詞
と
同
様
、
従
来
の
そ
れ
と
明
ら
か
に
異
な
っ
た
世
界
を
持

つ
。
そ
の
最
大
の
特
徴
は
、
「
郷
愁
」
の
核
心
が
常
に
女
性
に
あ
り
、

し
か
も
そ
の
女
性
が
多
く
の
場
合
妓
女
で
あ
る
点
で
あ
る
。
彼
の

「
覇
旅
行
役
」
は
、
旅
の
風
物
や
異
客
と
し
て
の
感
情
を
詠
う
た

め
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
男
の
恋
情
」
を
描
く
手
段
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
旅
は
恋
情
を
か
き
た
て
る
種
の
装
置
で
あ
り
、

女
性
に
対
す
る
未
練
や
愛
情
を
確
認
す
る
契
機
な
の
だ
。
伝
統
的

な
中
国
文
学
の
世
界
に
あ
っ
て
は
、
男
性
の
恋
愛
感
情
を
文
学
に

表
出
す
る
こ
と
は
、
半
ば
公
然
の
タ
プ
ー
で
あ
っ
た
。
柳
永
は
そ

の
「
男
の
恋
情
」
を
「
覇
旅
行
役
」
と
い
う
枠
組
み
に
仮
託
し
て

詠
ん
だ
。
柳
詞
に
お
け
る
「
覇
旅
行
役
」
と
は
、
彼
自
身
の
「
実

体
験
」
に
結
び
つ
く
よ
う
な
も
の
で
は
勿
論
な
く
、
「
男
の
恋
情
」

を
描
く
た
め
の
一
種
の
「
虚
構
」
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
虚
構
性
は
、
あ
た
か
も
対
を
な
す
が
如
き
二
つ
の

【
定
風
波
】
と
い
う
、
作
品
の
構
成
方
法
か
ら
も
端
的
に
見
て
取

れ
る
。
先
に
紹
介
し
た
【
定
風
波
】
は
、
男
を
「
宦
遊
」
に
出
し

て
し
ま
っ
た
妓
女
の
後
悔
、
次
の
【
定
風
波
】
は
「
宦
遊
」
に
出

て
し
ま
っ
た
当
の
男
の
後
悔
。
更
に
、
こ
の
二
つ
の
【
定
風
波
】

は
、
一
人
称
に
よ
る
語
り
口
ま
で
共
通
し
て
お
り
、
一
組
の
男
女

を
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
別
々
に
描
い
た
、
ま
る
で
合
わ
せ
鏡
の

よ
う
な
作
品
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
一
組
の
男
女
を
別
々
に
描

い
て
「
対
聯
」
に
し
よ
う
と
い
う
、
「
聯
章
体
」
的
な
発
想
が
あ
る

こ
と
は
、
明
ら
か
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

柳
永
の
作
品
は
常
に
、
ま
る
で
物
語
の
一
場
面
を
描
い
た
か
の

よ
う
な
味
わ
い
を
持
つ
も
の
だ
が
、
次
に
挙
げ
る
作
品
も
、
そ
の

（二）
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典
型
の

つ
で
あ
る
。

【
傾
杯
】
離
宴
殷
勤
，
蘭
舟
凝
滞
，
看
看
送
行
南
浦
。
情
知
道
世

上
，
難
使
皓
月
長
園
，
彩
雲
鎮
緊
。
算
人
生
、
悲
莫
悲
於
軽
別
，

最
苦
正
歎
娯
，
便
分
鴛
侶
。
涙
流
瑣
瞼
，
梨
花
一
枝
春
帯
雨
。

惨
黛
蛾
、
盈
盈
無
緒
。
共
鱚
然
消
魂
，
重
描
素
手
，
話
別

臨
行
，
猶
自
再
三
、
問
道
君
須
去
。
頻
耳
畔
低
語
。
知
多
少
、

他
日
深
盟
，
平
生
丹
素
。
従
今
盛
把
憑
鱗
羽
（
注
9
)
0

心
の
籠
も
っ
た
お
別
れ
の
宴
、
舟
は
ま
だ
動
き
出
さ
ず
、
今

し
も
お
前
と
こ
の
船
着
き
場
に
や
っ
て
来
た
ば
か
り
。
分
っ
て

い
る
の
だ
、
こ
の
世
の
中
と
い
う
も
の
、
白
い
月
を
い
つ
ま
で

も
丸
い
ま
ま
に
し
た
り
、
美
し
い
雲
を
ず
っ
と
一
カ
所
に
留
め

て
お
く
こ
と
な
ど
出
来
な
い
の
だ
と
。
人
生
の
悲
し
み
で
、
軽

々
し
く
別
れ
て
し
ま
う
こ
と
ほ
ど
悲
し
い
事
は
な
い
。
中
で
も

最
も
悲
し
い
の
は
、
睦
み
合
う
最
中
に
恋
人
と
別
れ
て
し
ま
う

こ
と
だ
。
お
前
の
美
し
い
顔
に
涙
が
流
れ
る
様
は
、
ま
る
で
梨

の
花
の
一
枝
が
春
の
雨
に
濡
れ
そ
ぼ
っ
て
い
る
か
の
よ
う
。

眉
は
涙
で
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
涙
を
零
し

て
ば
か
り
で
は
、
や
る
せ
な
い
気
持
ち
に
な
る
じ
ゃ
な
い
か
。

と
も
に
悲
し
み
に
く
れ
、
私
が
そ
の
手
を
何
度
も
握
り
し
め
、

別
れ
の
言
葉
を
告
げ
て
去
ろ
う
と
し
て
も
、
お
前
と
き
た
ら
や

っ
ぱ
り
又
引
き
留
め
聞
い
て
く
る
。
「
あ
ん
た
、
行
く
の
ね
」
。

私
は
お
前
の
耳
元
に
何
回
も
囁
く
。
「
今
ま
で
愛
の
誓
い
と
平
生

の
真
心
を
ど
れ
程
私
が
示
し
て
き
た
か
わ
か
り
や
し
な
い
。
こ

れ
か
ら
は
み
ん
な
手
紙
に
書
い
て
送
る
よ
」
。

別
れ
の
宴
の
後
の
、
船
着
き
場
で
の
別
れ
を
描
く
詞
で
あ
ろ
う
。

叙
述
の
視
点
は
常
に
男
性
に
あ
り
、
男
性
の
「
語
り
」
に
よ
っ
て

一
首
が
展
開
さ
れ
る
。

「
凝
滞
」
の
「
凝
」
は
「
疑
」
と
も
「
擬
」
と
も
書
き
、
畳
韻

の
言
葉
。
「
情
知
道
」
の
「
情
」
は
、
「
情
取
」
の
語
が
あ
る
よ
う

に
強
調
を
表
し
、
三
字
で
単
に
「
知
る
」
の
意
。
「
於
」
は
文
言
で

も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
「

S
よ
り
も
」
。
前
段
は
、
『
楚
辟
』
や
江

滝
「
別
賦
」
を
下
敷
き
に
し
、
ま
た
最
後
の
二
句
は
白
居
易
「
長

恨
歌
」
を
踏
ま
え
る
。
こ
こ
ま
で
の
表
現
を
一
見
す
れ
ば
、
男
性

は
女
性
と
の
別
れ
を
悲
し
み
、
伝
統
的
・
月
並
み
な
表
現
を
羅
列

す
る
、
む
し
ろ
平
凡
な
詞
と
の
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
。
こ
の
詞

の
非
凡
さ
は
、
実
は
後
段
に
こ
そ
あ
る
。

前
段
最
終
句
か
ら
後
段
の
初
め
に
か
け
て
、
見
送
り
の
女
性
が

よ
う
や
く
詞
中
に
登
場
す
る
。
詞
は
こ
こ
か
ら
佳
境
に
入
り
、
男

性
は
泣
き
濡
れ
る
女
性
を
慰
め
つ
つ
、
別
れ
を
告
げ
る
。
通
常
で

あ
れ
ば
、
未
練
を
描
き
つ
つ
こ
こ
で
詞
は
結
ば
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
。
事
実
、
柳
永
の
詞
で
も
【
雨
謀
鈴
（
寒
蝉
凄
切
）
】
で
は
、
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そ
の
よ
う
な
構
造
が
取
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
が
、
し
か
し
、

の
詞
の
女
性
は
そ
う
簡
単
に
男
性
を
行
か
せ
て
く
れ
な
い
。
船
に

乗
り
込
も
う
と
す
る
の
を
何
度
も
引
き
留
め
、
男
性
の
意
志
を
確

認
す
る
。
こ
の
部
分
、
「
問
道
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
次
の
「
君
須

去
」
が
女
性
が
発
し
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
「
猶
自
」
は

二
字
で
「
猶
」
の
意
。
「
猶
自
再
三
」
で
、
し
つ
こ
い
く
ら
い
何
度

も
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
窺
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
次

の
「
頻
耳
畔
低
語
」
は
、
一
見
「
君
須
去
」
に
続
く
女
性
の
仕
草

の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
こ
こ
で
い
う
「
低
語
」
の
内
容
は
、

更
に
次
の
「
知
多
少
」
以
下
最
後
ま
で
で
あ
り
、
こ
れ
は
文
脈
上
、

男
性
が
女
性
に
対
し
て
語
り
か
け
る
言
葉
と
考
え
ら
れ
る
。
別
れ

を
惜
し
み
不
安
が
る
彼
女
の
問
い
か
け
に
男
性
が
返
事
を
す
る
の

で
あ
る
。
ま
た
、
「
低
語
」
は
ひ
そ
ひ
そ
話
を
す
る
こ
と
だ
か
ら
、

ど
こ
と
な
く
二
人
の
関
係
を
暗
示
す
る
だ
ろ
う
。
女
性
は
、
勿
論

離
宴
に
同
席
し
て
い
た
妓
女
で
あ
る
。
そ
し
て
、
男
が
耳
元
で
さ

さ
や
く
の
が
、
「
知
多
少
、
他
日
深
盟
，
平
生
丹
素
。
従
今
壺
把
憑

鱗
羽
」
、
す
な
わ
ち
「
今
ま
で
愛
の
誓
い
と
平
生
の
真
心
を
ど
れ
程

私
が
示
し
て
き
た
か
わ
か
り
や
し
な
い
。
こ
れ
か
ら
は
み
ん
な
手

紙
に
書
い
て
送
る
よ
」
と
い
う
セ
リ
フ
な
の
で
あ
る
。
「
鱗
羽
」
は
、

「
雁
書
（
す
な
わ
ち
羽
）
」
「
魚
書
（
す
な
わ
ち
鱗
）
」
の
故
事
に

基
づ
く
語
で
、
伝
統
文
学
に
あ
っ
て
も
愛
の
手
紙
の
代
名
詞
と
し

て
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
の
詞
を
見
る
限
り
、
「
鱗
羽
」
は
ど
う
も
廓

の
隠
語
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
（
注
1
0
)
0

男
は
何
度
も
船
に
乗
ろ
う
と
す
る
。
が
、
そ
の
都
度
女
に
引
き

留
め
ら
れ
、
泣
か
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
や
む
な
く
、
男
は
女
の

耳
元
で
「
手
紙
を
書
く
か
ら
」
と
囁
く
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
場
面

に
お
い
て
男
性
は
、
な
か
な
か
船
に
乗
せ
て
く
れ
な
い
女
性
に
、

多
少
食
傷
気
味
な
の
だ
。
な
ん
と
も
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
活
き
活
き
と

し
た
、
ま
る
で
物
語
の
一
場
面
を
思
わ
せ
る
別
れ
の
シ
ー
ン
で
は

な
い
か
。

宋
以
前
の
伝
統
文
学
全
体
を
見
渡
し
た
時
、
「
男
女
」
の
別
れ
の

シ
ー
ン
そ
の
も
の
を
描
い
た
作
品
は
、
実
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
敦

煙
曲
子
詞
や
唐
五
代
詞
に
至
っ
て
、
男
女
の
別
れ
は
よ
う
や
く
主

要
な
主
題
の
一
っ
と
な
っ
て
い
く
が
、
多
く
の
場
合
別
後
の
悲
し

み
を
愁
う
点
に
中
心
が
置
か
れ
て
お
り
、
別
れ
の
シ
ー
ン
そ
の
も

の
は
、
詠
わ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
本
詞
は
、
別
れ
の
シ
ー
ン
そ
の
も
の
を
主
題
と
し
て
い
る
ば

か
り
か
、
更
に
面
白
い
こ
と
に
、
男
女
の
別
れ
を
全
体
的
な
情
感

か
ら
で
は
な
く
、
二
人
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
会
話
か
ら
描
き
、
そ

れ
ぞ
れ
の
感
情
を
よ
り
ク
リ
ア
な
も
の
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
手
法
が
、
シ
ー
ン
そ
れ
自
体
を
ま
る
で
物
語
の
一
場
面

の
よ
う
な
生
き
生
き
と
し
た
も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
こ
れ
を
、
『
葉
西
廂
』
に
見
ら
れ
る
次
の
よ
う
な
シ
ー

ン
と
比
較
し
て
み
よ
う
。

(56) 



【
越
調
】
【
上
平
西
纏
令
】
景
癖
癖
、
風
浙
浙
。
雨
罪
霜
。
封
此
景

争
忍
分
離
。
僕
人
催
促
、
雨
停
風
息
日
平
西
。
断
腸
何
慮
唱
陽

闊
、
執
手
臨
岐
。
蝉
整
切
、
蛋
聟
細
。
角
替
韻
、
雁
整
悲
゜

望
去
程
依
約
天
涯
。
且
休
上
馬
、
若
無
多
涙
典
君
垂
。
此
際
情

緒
伽
争
知
。
更
説
甚
湘
妃
。

【
闘
鶉
鶉
】
嘱
付
情
郎
、
若
到
帝
里
。
帝
里
酒
醐
花
膿
、
萬
般
景

媚
。
休
取
次
共
別
人
、
便
學
連
理
。
少
飲
酒
、
省
遊
戯
。
記
取

奴
言
語
、
必
登
高
第
。
専
聴
着
伊
家
、
好
消
好
息
。
専
等

着
伊
家
、
賓
冠
霞
被
°
妾
守
空
閏
。
把
門
兒
緊
閉
。
不
枯
絲
管
、

罷
了
椋
洗
。
伽
哨
是
必
゜
把
音
書
頻
寄
゜

【
璽
畏
梅
】
莫
煩
惜
莫
煩
悩
、
放
心
地
放
心
地
。
是
必
。
是
必
°

休
悠
、
倣
病
倣
氣
。
俺
也
不
似
別
的
。
伽
情
性
俺
都
識
。

臨
去
也
、
臨
去
也
、
且
休
去
、
聴
俺
勧
伊
゜

【
錯
敏
~
】
我
郎
休
怪
強
牽
衣
。
問
伽
西
行
幾
日
蹄
。
著
路
裏
小
心

呵
、
且
須
在
意
。
省
可
裏
晩
眠
早
起
。
冷
茶
飯
莫
喫
。
好
将
息
。

我
専
俯
着
門
兒
専
望
伽
゜

雨
は

【
越
調
】
【
上
平
西
纏
令
】
日
の
光
は
さ
び
し
げ
に
、
風
は
サ
ワ

サ
ワ
、
雨
は
パ
ラ
パ
ラ
。
か
か
る
景
色
に
向
か
い
つ
つ
、
ど
う

し
て
別
れ
る
に
忍
び
よ
う
。
し
も
べ
旅
立
ち
を
促
せ
ば
、

や
み
風
は
し
ず
ま
り
日
は
西
に
傾
く
。
は
ら
わ
た
断
た
ん
と
す

る
時
、
ど
こ
に
唱
う
か
陽
関
の
歌
、
手
を
取
り
合
っ
て
分
か
れ

道
に
臨
む
。
蝉
の
声
頻
り
に
、
晶
の
声
か
そ
け
く
、
角
笛

の
音
響
き
、
雁
の
声
悲
し
い
中
、
旅
立
つ
先
を
眺
め
れ
ば
遥
か

天
の
果
て
、
ま
ず
は
馬
に
乗
り
た
も
う
な
、
君
が
た
め
流
す
涙

は
い
く
ら
あ
ろ
う
と
足
り
は
せ
ぬ
。
こ
の
時
の
気
持
ち
が
あ
な

た
に
ど
う
し
て
分
か
ろ
う
か
。
湘
妃
の
涙
な
ど
に
足
り
ぬ

も
の
。

【
闘
鵜
鶉
】
い
と
し
い
男
に
言
い
含
め
る
に
は
、
「
帝
都
に
至
れ

ば
、
か
の
帝
都
に
は
よ
き
酒
と
美
し
き
女
、
く
さ
ぐ
さ
の
美
景

は
あ
れ
ど
、
軽
々
し
く
他
の
女
と
、
連
理
の
例
に
な
ら
い
た
も

う
な
。
酒
は
控
え
目
に
、
遊
び
も
な
さ
い
ま
す
な
。
私
の
言
葉

を
忘
れ
ね
ば
、
必
ず
や
合
格
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
ひ
た
す

ら
に
あ
な
た
の
、
よ
き
お
と
ず
れ
を
待
っ
て
い
ま
す
。
ひ
た
す

ら
に
あ
な
た
が
、
夫
人
県
君
の
衣
冠
も
た
ら
す
の
を
待
っ
て
い

ま
す
。
私
は
孤
閏
を
守
り
、
戸
を
し
つ
か
と
閉
め
、
楽
器
に
も

手
を
ふ
れ
ず
、
化
粧
も
や
め
て
お
り
ま
し
ょ
う
。
く
れ
ぐ
れ
も
、

便
り
を
た
え
ず
お
寄
せ
あ
れ
。

【
雪
裏
梅
】
悩
み
た
も
う
な
、
悩
み
た
も
う
な
。
安
心
し
て
、

安
心
し
て
。
く
れ
ぐ
れ
も
く
れ
ぐ
れ
も
、
か
よ
う
に
悩
ん
で
病

と
な
り
た
も
う
な
。
私
は
他
の
人
と
は
訳
が
違
う
。
あ
な
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た
の
気
性
を
私
は
よ
く
分
か
っ
て
お
り
ま
す
。
行
く
に
あ
た
り
、

行
く
に
あ
た
り
、
ま
ず
は
行
く
を
や
め
て
わ
が
忠
言
を
聴
き
た

ま
え
。

【
錯
敏
~
】
わ
が
君
よ
、
無
理
に
衣
を
引
い
て
止
め
る
を
と
が
め

た
も
う
こ
と
な
か
れ
。
西
に
赴
か
れ
た
ら
い
つ
お
帰
り
か
。
道

中
お
気
を
付
け
あ
れ
、
と
も
あ
れ
注
意
が
肝
要
。
遅
寝
早
起
き

お
や
め
あ
れ
。
冷
た
い
も
の
は
食
し
た
も
う
な
。
ご
き
げ
ん
よ

ろ
し
う
、
私
は
じ
っ
と
門
に
も
た
れ
て
ひ
た
す
ら
に
あ
な
た
の

お
帰
り
待
ち
ま
し
ょ
う
」
。

張
生
と
鶯
捨
の
別
れ
の
場
面
で
あ
る
。
蒻
鶯
は
旅
立
と
う
と
す

る
張
生
を
し
つ
こ
く
引
き
留
め
、
「
ど
う
か
浮
気
は
し
な
い
よ
う
に
、

無
事
に
お
帰
り
に
な
る
よ
う
に
」
と
繰
り
返
し
懇
願
す
る
。
柳
永

が
【
傾
杯
】
に
描
い
た
世
界
が
、
こ
の
『
董
西
廂
』
と
い
う
物
語

世
界
と
実
に
よ
く
似
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
一
見
し
て
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
柳
詞
は
物
語
詞
で
は
な
い
か
ら
、
男
女
の
関

係
や
そ
の
間
に
交
わ
さ
れ
る
会
話
を
、
丁
寧
か
つ
詳
細
に
書
き
記

そ
う
と
は
し
な
い
。
だ
が
、
男
女
の
別
れ
を
別
後
の
悲
し
み
か
ら

で
は
な
く
別
れ
の
情
景
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
描
き
、
更
に
会
話
を

交
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
情
景
を
よ
り
生
き
生
き
と
し
た
も
の

に
し
た
柳
永
の
手
法
は
、
明
ら
か
に
後
代
の
語
り
物
文
学
や
演
劇

お
前
の
そ
の
深
々
と
し
た
暫
、
艶
や
か
な
姿
、
優
れ
た
物
腰

の
そ
れ
を
予
見
さ
せ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
彼
の
作
品
に
見
ら
れ

る
虚
構
性
は
、
別
れ
を
描
く
新
し
い
視
点
や
、
会
話
と
い
う
新
し

い
表
現
方
法
と
と
も
に
、
後
の
諸
宮
調
や
散
曲
・
雑
劇
と
い
っ
た

曲
文
学
の
出
現
を
準
備
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

（三）

で
は
、
こ
う
し
て
別
れ
て
い
っ
た
恋
人
達
は
、
そ
の
後
ど
の
よ

う
な
結
末
を
迎
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
戯
曲
や
小
説
で
は
、
張
生
と

鶯
鶯
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
団
円
す
る
の
が
一
般
的
と
思
わ

れ
る
が
、
柳
詞
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
た
と
え

ば
次
の
詞
は
、
旅
に
出
て
い
る
間
に
恋
人
の
心
変
わ
り
を
被
っ
た

男
性
を
主
人
公
に
、
破
局
の
結
末
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

【
撃
梧
桐
】
香
煕
深
深
，
姿
姿
媚
媚
，
雅
格
奇
容
天
輿
。
自
識
伊

束
，
便
好
看
承
，
會
得
妖
燒
心
素
。
臨
岐
再
約
同
款
，
定
是
都

把
、
平
生
相
許
。
又
恐
恩
情
，
易
破
難
成
，
未
免
千
般
思
慮
゜

近
日
書
束
，
寒
喧
而
已
，
苦
没
切
切
言
語
。
便
認
得
、
聴

人
教
嘗
，
擬
把
前
言
軽
負
。
見
説
蘭
嘉
宋
玉
，
多
才
多
藝
善
詞

賦
。
試
典
問
、
朝
朝
暮
暮
。
行
雲
何
慮
去
（
注
ll)0
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と
美
貌
は
天
与
の
も
の
。
お
前
と
知
り
合
っ
て
か
ら
と
い
う
も

の
、
何
か
と
尽
く
し
続
け
、
お
前
の
心
根
は
分
か
っ
て
い
る
。

旅
立
つ
時
に
は
再
会
を
約
束
し
た
し
、
必
ず
ず
っ
と
一
緒
だ
と

誓
い
合
っ
た
も
の
だ
。
で
も
一
方
で
は
愛
情
な
ん
て
所
詮
脆
い

も
の
と
知
っ
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
を
思
う
と
不
安
で
い
て
も
た

っ
て
も
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
最
近
、
手
紙
が
届
け
ば
内
容

は
時
候
の
挨
拶
だ
け
、
（
私
を
恋
し
が
っ
て
）
嘆
い
て
い
る
よ
う

な
言
葉
は
一
言
も
な
い
。
そ
れ
で
解
っ
て
し
ま
っ
た
し
、
人
づ

て
に
教
え
ら
れ
も
し
た
が
、
や
っ
ぱ
り
私
と
交
わ
し
た
約
束
は
、

簡
単
に
反
古
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ん
だ
ね
。
聞
く
所
に
よ
る
と
、

お
前
の
新
し
い
恋
人
の
宋
玉
さ
ん
は
才
能
豊
か
で
詩
オ
も
あ
る

ら
し
い
。
じ
や
あ
ち
ょ
っ
と
聞
く
け
ど
、
朝
は
朝
、
タ
ベ
は
タ

べ
と
流
れ
て
い
く
雲
は
、
一
体
何
処
に
行
く
も
の
な
ん
だ
ろ
う

ね
（
そ
ん
な
雲
み
た
い
に
浮
気
な
奴
、
い
つ
か
お
前
を
棄
て
て

他
の
女
の
所
に
行
く
に
決
ま
っ
て
る
ぞ
）
。

こ
の
作
品
は
、
女
性
に
対
す
る
男
性
の
未
練
を
ひ
た
す
ら
描
く

詞
で
あ
る
。
「
柳
者
卿
詩
酒
玩
江
棲
記
」
（
注
lz)

の
中
で
は
、
柳
永
自

身
の
体
験
か
ら
生
ま
れ
た
作
品
と
し
て
登
場
す
る
こ
の
詞
が
、
”
実

際
に
ど
の
よ
う
な
創
作
経
過
を
持
つ
か
は
知
る
よ
し
も
な
く
、
ま

た
そ
れ
を
探
る
こ
と
が
本
論
の
目
的
で
も
な
い
の
で
、
こ
れ
以
上

の
言
及
は
差
し
控
え
る
が
、
た
だ
本
作
が
「
棄
て
ら
れ
た
女
」
な

ら
ぬ
「
棄
て
ら
れ
た
男
」
の
感
情
を
描
く
新
し
さ
は
、
特
記
に
値

す
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
中
国
文
学
に
お
い
て
は
、
恋
人
を

裏
切
る
の
は
ほ
ぼ
例
外
な
く
男
で
、
未
練
を
残
す
の
は
常
に
女
と

し
て
描
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
注
13)°

だ
が
、
こ
の
詞
に
お
い
て
柳

永
は
、
そ
の
伝
統
的
な
構
図
を
見
事
に
ひ
っ
く
り
返
し
て
み
せ
た

の
で
あ
る
。

本
作
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
句
の
関
係
と
全
体
の
流
れ
を
捉
え
に
く

い
が
、
【
撃
梧
桐
】
の
格
律
か
ら
見
て
、
六
句
ず
つ
で
意
味
の
纏
ま

り
を
な
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
た
め
、
そ
れ
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
内

容
を
見
て
い
く
。

ま
ず
最
初
の
六
句
、
四
句
目
に
「
自
識
伊
束
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
彼
女
と
現
在
に
至
る
経
緯
の
説
明
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
「
お
前
の
美
貌
と
優
れ
た
風
格
、
出
逢
っ
て
か
ら
と
い

う
も
の
、
あ
れ
こ
れ
尽
く
し
て
き
た
も
の
だ
」
。
こ
の
男
性
の
回
想

は
、
現
在
の
苦
渋
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。
「
看
承
」
は
、
特
別
に
も

て
な
す
こ
と
。
「
伊
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
女
性
は
、
間
違
い

な
く
妓
女
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
彼
女
と
の
幸
福
な
時
間
も
つ
か
の
間
、
二
人
に
別

れ
が
訪
れ
る
。
「
旅
か
ら
戻
っ
た
ら
、
そ
の
後
は
一
生
仲
良
く
暮
ら

そ
う
」
と
、
後
の
再
会
を
誓
い
な
が
ら
も
、
男
性
は
不
安
を
消
せ

ぬ
。
な
ん
と
い
っ
て
も
、
相
手
は
妓
女
で
あ
る
。
柳
永
の
詞
に
は

妓
女
が
多
く
登
場
し
、
時
に
は
一
途
に
客
を
思
い
続
け
る
い
じ
ら
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し
い
女
性
も
い
る
が
（
注
14)
、
し
か
し
現
実
に
は
、
妓
女
と
は
し
た

た
か
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
詞
で
は
そ
の
認
識
を
踏
ま
え
て
、

「
愛
と
は
成
し
が
た
＜
壊
れ
や
す
い
も
の
」
と
男
性
に
慨
嘆
さ
せ

る
の
で
あ
る
。
八
句
目
の
「
把
」
は
介
詞
で
、
そ
の
目
的
語
は
九

句
目
の
「
平
生
」
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
句
格
を
超
え
て
セ
ン
テ
ン

ス
が
繋
が
っ
て
い
る
。
同
様
に
、
後
段
「
擬
把
前
言
軽
負
」
の
「
把
」

も
介
詞
で
あ
る
。
伝
統
的
な
韻
文
で
は
省
略
さ
れ
る
、
「
介
詞
」
が

敢
え
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
、
男
性
が
あ
た
か
も
女
性
に
話
し
か

け
る
か
の
よ
う
に
発
し
た
言
葉
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
添
え
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

後
段
、
男
性
の
不
安
は
現
実
と
な
っ
て
し
ま
う
。
自
分
の
不
在

を
特
に
悲
し
む
様
子
も
な
い
彼
女
か
ら
の
手
紙
。
加
え
て
人
々
か

ら
聞
こ
え
て
く
る
噂
。
そ
れ
ら
は
全
て
女
性
の
「
前
言
軽
負
」
を

男
性
に
知
ら
せ
て
い
た
。
こ
の
時
点
で
、
彼
は
お
そ
ら
く
旅
か
ら

彼
女
の
い
る
街
へ
戻
っ
て
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
「
苦
」
は
強
調
の

副
詞
、
「
教
嘗
」
は
二
字
で
一
語
で
あ
り
、
「
嘗
」
は
語
助
。
「
便

認
得
」
は
「
そ
れ
で
も
う
わ
か
っ
た
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ

り
、
男
性
の
苦
々
し
い
気
持
ち
を
伝
え
て
い
る
。

そ
し
て
最
後
の
五
句
で
、
男
性
は
嫌
み
と
未
練
た
っ
ぷ
り
に
、

「
新
し
い
男
は
才
能
溢
れ
る
い
い
男
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
ん
な

男
な
ん
て
信
用
出
来
る
も
の
か
」
と
負
け
惜
し
み
を
口
に
す
る
。

男
性
の
嫉
妬
心
と
も
い
う
べ
き
感
情
は
、
従
来
の
恋
愛
詞
の
中
に

【
駐
馬
聴
】
鳳
枕
磐
帷
。
ニ

載
，
如
魚
似
水
相
知
。
良
天
好
景
，

と
こ
ろ
が
、
柳
永
に
は
次
の
よ
う
な
作
品
も
あ
る
。

は
見
い
だ
し
が
た
く
、
斬
新
で
面
白
い
。
ま
た
、
相
手
の
男
性
を

「
蘭
豪
の
宋
玉
」
と
美
称
し
、
「
多
藝
多
オ
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、

彼
な
り
の
精
一
杯
の
皮
肉
が
込
め
ら
れ
て
い
よ
う
。
「
典
」
は
「
た

め
に
」
と
解
す
る
し
か
な
い
が
、
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
よ
く
分
か

ら
な
い
。
「
問
」
を
強
調
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
「
試
典
問
」
と
い
う
形
の
問
い
か
け
は
他
の
詞
人
に
も
例
が

あ
り
、
い
ず
れ
も
「
ち
ょ
っ
と
聞
い
て
み
よ
う
」
と
い
う
意
味
で

用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
注
15)
。
ま
た
、
最
後
の
三
句
は
二

句
目
の
「
暮
暮
」
で
押
韻
し
て
お
り
、
句
格
的
に
は
一
旦
途
切
れ

る
の
だ
が
、
意
味
上
は
一
纏
ま
り
で
あ
っ
て
、
「
問
」
の
内
容
と
な

っ
て
い
る
。

妓
女
の
手
練
手
管
に
振
り
回
さ
れ
た
男
性
の
心
理
が
、
随
所
に

織
り
込
ま
れ
た
口
語
表
現
に
よ
っ
て
、
ま
る
で
実
際
に
女
性
に
向

か
っ
て
語
り
か
け
て
い
る
か
の
よ
う
に
リ
ア
ル
に
描
か
れ
、
一
首

全
体
が
一
種
の
「
ぼ
や
き
」
と
な
っ
て
い
る
点
に
、
こ
の
作
品
の

面
白
さ
は
あ
る
。
男
性
の
単
な
る
恋
愛
感
情
の
表
出
す
ら
タ
ブ
ー

で
あ
っ
た
中
国
文
学
の
中
で
、
男
性
の
こ
の
よ
う
な
未
練
を
、
柳

永
以
外
の
ど
ん
な
詞
人
が
詠
ん
だ
だ
ろ
う
か
。
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深
憐
多
愛
，
無
非
壺
意
依
随
。
奈
何
伊
゜
恣
性
霊
、
成
熟
些
兒
。

無
事
孜
煎
，
萬
回
千
度
，
悠
忍
分
離
。
而
今
漸
行
漸
遠
，

漸
覺
雖
悔
難
追
。
漫
慈
寄
消
息
，
終
久
羹
為
。
也
擬
重
論
鑓
総
，

争
奈
翻
覆
思
維
。
縦
再
會
，
只
恐
恩
情
，
難
似
営
時
（
注
16)0

鷹
鳳
の
枕
に
鷺
鳳
の
と
ば
り
。
二
三
年
の
間
、
水
と
魚
の
よ

う
に
離
れ
ら
れ
な
い
仲
と
し
て
過
ご
し
た
。
青
春
の
毎
日
、
深

く
愛
し
合
っ
て
、
真
心
を
尽
く
し
、
お
前
の
気
に
入
る
よ
う
に

や
っ
て
き
た
。
い
か
ん
せ
ん
、
お
前
は
我
儘
で
ち
ょ
っ
と
ば
か

り
気
が
強
い
。
（
と
は
い
え
）
喧
嘩
す
る
こ
と
も
な
く
、
千
回
万

回
逢
瀬
を
重
ね
、
ど
う
し
て
別
れ
に
耐
え
ら
れ
よ
う
。
今

と
な
っ
て
は
私
は
既
に
旅
の
途
上
、
お
前
か
ら
次
第
に
遠
ざ
か

り
、
後
悔
し
て
も
手
遅
れ
と
感
じ
る
ば
か
り
。
む
や
み
や
た
ら

と
こ
う
や
っ
て
手
紙
を
書
い
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
結
局
ど
う
に

も
な
る
ま
い
。
も
う
一
度
お
前
と
仲
良
く
や
り
た
い
と
思
い
は

す
る
が
、
い
か
ん
せ
ん
、
あ
れ
こ
れ
考
え
こ
ん
で
し
ま
う
。
（
将

来
）
ま
た
逢
え
た
と
し
て
も
、
人
の
愛
情
は
前
の
ま
ま
で
は

あ
る
ま
い
よ
。

こ
の
詞
は
、
前
段
だ
け
を
見
れ
ば
女
性
の
気
持
ち
を
詠
っ
て
い

る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
後
段
で
旅
に
言
及
す
る
こ
と
か
ら
、
明

ら
か
に
男
性
の
思
い
を
詠
っ
た
作
品
で
あ
る
。
内
容
は
旅
先
か
ら

女
性
に
宛
て
た
手
紙
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
【
定
風
波
（
貯
立
長

亭
）
】
と
共
通
し
た
世
界
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
【
定
風
波
】
が
「
残

し
て
き
た
女
性
を
恋
し
く
思
い
、
旅
に
出
た
こ
と
を
後
悔
す
る
」

も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
こ
こ
に
は
ま
た
別
の
設
定
が
あ
る
。

ま
ず
、
前
段
は
回
想
に
始
ま
る
。
こ
れ
は
柳
永
の
常
套
的
手
法

で
あ
り
、
回
想
か
ら
現
状
へ
と
い
う
一
連
の
流
れ
で
、
恋
人
達
の

履
歴
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
女
性
と
の
生
活
が
「
如

魚
似
水
相
知
」
と
い
う
語
で
象
徴
さ
れ
、
以
下
「
お
前
の
気
に
入

る
よ
う
に
し
て
、
我
が
儘
に
も
嫌
な
顔
―
つ
せ
ず
、
喧
嘩
も
せ
ず

に
」
い
た
、
自
分
の
女
性
に
対
す
る
愛
情
の
深
さ
を
、
く
ど
い
ほ

ど
繰
り
返
し
述
べ
る
。
四
•
五
句
は
類
義
の
熟
語
を
重
ね
た
対
句

で
あ
り
、
「
l
i
a
n
g
t
i
a
n
」「
s
h
e
n
l
i
a
n
」
の
部
分
で
は
音
声
的
偕

和
も
見
ら
れ
る
。
「
式
敏
~
」
は
、
お
そ
ら
く
「
成
」
が
二
音
節
化
し

た
畳
韻
語
で
、
「
甚
だ
し
く
」
の
意
。
「
些
兒
」
は
「
些
」
が
児
話

化
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
口
語
的
な
言
い
方
。
「
孜
煎
」
は
「
憂
慮
．

煩
悩
」
の
意
だ
が
、
こ
こ
で
は
喧
嘩
や
詳
い
の
意
で
用
い
ら
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
。

「
恣
性
霰
」
と
表
現
さ
れ
る
女
性
の
性
格
は
、
他
人
か
ら
見
れ

ば
マ
イ
ナ
ス
要
素
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
女
に
「
依
随
」
し
て
い

た
男
性
の
、
一
種
盲
目
的
な
恋
愛
心
理
の
前
で
は
問
題
に
な
ら
な

か
っ
た
。
そ
れ
が
、
旅
に
出
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
或
い
は
そ

れ
以
前
に
旅
に
出
る
契
機
と
な
る
何
ら
か
の
出
来
事
が
あ
っ
て
、
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男
性
の
心
に
変
化
が
起
こ
る
。
前
段
で
見
ら
れ
る
＜
ど
い
ま
で
の

「
愛
し
て
い
た
」
こ
と
へ
の
言
及
は
、
女
性
を
立
て
る
と
同
時
に
、

自
分
の
誠
実
さ
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
の
、
一
種
の
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
に
す
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
男
性
は
「
別
れ
る
に
忍
び
な
い
」

と
い
い
つ
つ
も
、
結
局
は
こ
の
詞
で
も
っ
て
女
性
に
「
さ
よ
う
な

ら
」
を
い
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

後
段
、
男
性
は
直
接
的
な
言
葉
で
は
な
く
「
旅
に
出
た
か
ら
に

は
、
お
互
い
の
距
離
は
離
れ
て
い
く
ば
か
り
だ
し
」
「
手
紙
を
書
い

て
も
、
も
う
会
え
な
い
ん
だ
か
ら
ど
う
し
よ
う
も
な
い
」
な
ど
と
、

「
旅
」
に
か
こ
つ
け
て
別
れ
を
ほ
の
め
か
す
。
「
笑
為
」
は
、
何
を

言
う
か
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
「
没
僻
法
」
の
よ
う
な

意
味
と
考
え
た
。
そ
し
て
つ
い
に
は
、
「
も
う
一
度
お
前
と
仲
良
く

や
り
た
い
と
思
い
は
す
る
が
、
い
か
ん
せ
ん
、
あ
れ
こ
れ
考
え
こ

ん
で
し
ま
う
」
と
、
煮
え
切
ら
な
い
奥
歯
に
物
の
挟
ま
っ
た
よ
う

な
言
い
方
を
す
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
中
国
の
恋
愛
文
学
に
お
い

て
心
変
わ
り
を
す
る
の
は
、
通
常
男
性
の
方
で
あ
る
。
そ
れ
を
こ

こ
で
は
、
「
只
恐
恩
情
難
似
嘗
時
」
と
、
女
性
の
心
変
わ
り
を
男
が

心
配
し
、
自
身
の
心
変
わ
り
を
糊
塗
す
る
か
の
よ
う
に
別
れ
を
ほ

の
め
か
し
て
い
る
点
に
、
や
は
り
柳
永
詞
の
面
白
さ
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

こ
の
作
品
は
、
彼
の
他
の
覇
旅
行
役
詞
、
す
な
わ
ち
女
性
へ
の

恋
情
を
詠
う
手
段
と
し
て
の
そ
れ
と
は
、
「
別
れ
」
を
言
う
点
で
明

お
わ
り
に

ら
か
に
異
な
っ
た
内
容
を
持
ち
、
裏
に
何
か
特
定
の
設
定
が
隠
さ

れ
て
い
そ
う
に
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
詞
に
登
場
す
る

男
性
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
ま
わ
り
く
ど
い
方
法
で
別
れ
を
告
げ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
つ
い
て
、
我
々
に
は
十
分
な
情
報
を
与
え

ら
れ
て
い
な
い
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
、

男
女
は
勝
手
に
別
れ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
進
め
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
印
象
は
、
勿
論
こ
の
詞
に
お
い
て
顕
著
な
の
で
あ
る

が
、
柳
詞
全
体
を
貫
く
「
難
し
さ
」
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
柳
詞
は

し
ば
し
ば
、
恋
愛
劇
の
一
幕
だ
け
が
突
然
切
り
取
ら
れ
て
上
演
さ

れ
る
よ
う
な
印
象
を
我
々
読
者
に
与
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
柳

詞
の
背
後
に
は
常
に
、
虚
構
を
も
含
め
た
あ
る
大
き
な
「
物
語
」

世
界
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
こ
ま
で
、
す
べ
て
六
篇
の
柳
詞
を
読
ん
で
き
た
。
程
度
の
差

こ
そ
あ
れ
、
い
ず
れ
も
従
前
の
詞
と
は
異
な
る
世
界
が
表
現
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
男
女
の
様
々
な
恋
愛
模
様
と
心
の
機
微
が
現
実
的

か
つ
丁
寧
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
、
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
、
柳
永
の
真
骨
頂
と
も
言
う
べ
き
詞
を
も
う
一
首
読
ん

で
、
本
論
の
締
め
く
く
り
と
し
た
い
。
他
の
作
品
と
同
様
に
、
語
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彙
や
句
の
繋
が
り
が
分
か
り
に
く
い
閏
怨
詞
で
あ
る
が
、
お
そ
ら

く
不
誠
実
な
恋
人
へ
の
恨
み
を
述
べ
る
、
女
の
心
情
を
詠
う
も
の

で
あ
る
。

【
錦
堂
春
】
墜
誓
傭
椀
，
愁
蛾
徽
蜜
，
心
緒
是
事
蘭
珊
。
覺
新
束

憔
悴
，
金
線
衣
寛
。
認
得
這
疏
狂
意
下
，
向
人
謂
璧
如
間
。
把

芳
容
整
頓
，
悠
地
軽
孤
，
争
忍
心
安
。
依
前
過
了
薔
約
，

甚
嘗
初
朦
我
，
倫
競
雲
聾
。
幾
時
得
蹄
束
，
香
閣
深
闊
。
待
伊

要
、
尤
雲
荒
雨
，
纏
繍
会
、
不
典
同
歓
。
儘
更
深
、
款
款
問
伊
，

今
後
敢
更
無
端
（
注
17)0

乱
れ
た
髪
を
椋
か
す
の
も
、
愁
い
に
緊
め
た
ま
ま
の
眉
を
描

き
直
す
の
も
面
倒
で
、
心
は
そ
ぞ
ろ
。
近
頃
め
っ
き
り
痩
せ
て
、

金
線
の
衣
も
ぶ
か
ぶ
か
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
あ
ん
た
の
浮
気

者
の
心
根
は
も
う
分
か
っ
た
わ
よ
、
私
を
こ
ん
な
に
蔑
ろ
に
す

る
ん
で
す
も
の
ね
。
綺
麗
に
お
化
粧
し
た
っ
て
、
こ
の
嘘
つ
き
！

ど
う
し
て
落
ち
着
い
て
な
ん
て
居
ら
れ
る
も
ん
で
す
か
。

い
つ
も
の
よ
う
に
約
束
を
破
る
の
ね
。
最
初
に
私
を
耀
し
て
こ

っ
そ
り
と
愛
を
誓
わ
せ
と
い
て
、
何
よ
。
一
体
い
つ
に
な
っ
た

ら
あ
ん
た
は
帰
っ
て
き
て
く
れ
て
、
部
屋
を
堅
く
締
め
切
（
り
、

二
人
き
り
に
な
）
れ
る
の
。
（
で
も
二
人
き
り
に
な
っ
て
）
あ
ん

た
が
「
愛
し
合
い
た
い
っ
て
言
っ
て
き
た
ら
（
そ
う
簡
単
に

は
許
さ
な
い
）
、
私
は
お
布
団
に
く
る
ま
っ
て
、
楽
し
ん
で
な
ん

か
や
ら
な
い
わ
。
夜
が
一
番
更
け
た
頃
に
、
ゆ
っ
く
り
と
浮
気

を
問
い
つ
め
て
や
る
の
。
「
こ
れ
か
ら
は
も
う
二
度
と
勝
手
気
儘

に
悪
さ
（
浮
気
）
な
ん
て
さ
せ
な
い
わ
よ
！
」
っ
て
。

ま
ず
前
段
、
こ
の
女
性
は
怒
り
に
燃
え
て
い
る
。
何
故
な
ら
恋

人
が
浮
気
性
で
、
彼
女
の
こ
と
を
顧
み
な
い
か
ら
だ
。
こ
の
女
性

は
棄
て
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
男
性
も
旅
に
出
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
彼
女
は
た
だ
、
い
つ
も
待
た
さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
男
女
は
、
所
謂
覇
旅
行
役
・
閏
怨
詞
に
見
ら
れ
る
よ
う

な
「
離
れ
離
れ
」
と
は
異
な
っ
た
状
況
に
あ
っ
て
、
女
性
の
側
も

単
な
る
「
待
っ
女
」
で
は
な
く
、
今
度
帰
っ
て
き
た
ら
ど
う
し
て

や
ろ
う
か
と
、
怒
り
を
つ
の
ら
せ
て
い
る
女
性
な
の
で
あ
る
。

こ
の
詞
は
【
定
風
波
（
自
春
束
）
】
同
様
、
い
か
に
も
柳
永
の
詞

ら
し
く
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
女
性
の
「
語
り
」
で
埋
め
尽
く
さ

れ
て
い
る
。
「
毎
日
が
憂
鬱
で
、
着
物
が
ぶ
か
ぶ
か
に
な
る
ほ
ど
襄

れ
て
し
ま
っ
た
わ
」
。
女
性
の
憔
悴
は
、
男
性
へ
の
愛
情
の
深
さ
に

比
例
す
る
。
「
闊
珊
」
は
畳
韻
語
で
、
「
衰
え
落
ち
ぶ
れ
る
」
の
意
。

「
疏
狂
」
の
語
は
白
居
易
詩
に
す
で
に
見
え
、
若
者
の
恋
へ
の
強

い
情
熱
が
「
気
違
い
じ
み
た
」
状
態
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
こ
こ

で
は
男
性
に
対
す
る
罵
倒
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
ふ
ら
ふ

ら
と
遊
び
回
る
浮
気
者
、
と
い
う
程
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
「
意
下
」
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は
「
意
」
が
二
音
節
化
し
た
語
で
、
「
心
」
。
「
向
人
諮
璧
如
間
」

と
い
う
表
現
は
見
慣
れ
な
い
が
、
『
欽
定
詞
譜
』
で
は
「
向
人
諮
‘

璧
如
間
」
と
句
格
を
切
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
従
っ
て
考
え
て
い
く

と
、
「
人
」
と
は
お
そ
ら
く
女
性
自
身
の
こ
と
で
あ
り
、
「
誼
」
は

「
す
っ
か
り
・
全
く
」
の
意
味
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
ま
で
で
「
私

に
対
し
て
は
完
全
に
」
と
な
る
。
そ
し
て
「
完
全
に
」
ど
う
な
の

か
、
と
い
う
こ
と
が
以
下
の
三
字
で
あ
ろ
う
。
「
璧
如
間
」
は
「
匹

如
間
」
と
も
書
き
、
張
相
『
詩
詞
曲
語
辞
雁
繹
』
は
「
亦
為
平
常

不
打
緊
義
或
没
闊
係
（
放
っ
て
お
く
•
い
い
加
減
に
扱
う
）
」
と
帰

納
す
る
。
そ
し
て
「
認
得
」
の
語
が
こ
こ
ま
で
を
領
し
、
全
体
と

し
て
は
「
あ
ん
た
は
浮
気
者
で
私
を
い
い
加
減
に
扱
っ
て
ば
か
り

な
の
は
分
か
っ
た
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
分
か

っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
冷
静
で
い
ら
れ
る
は
ず
も
な
い
。
「
綺
麗
な

お
化
粧
も
あ
ん
た
が
い
な
い
ん
じ
ゃ
意
味
が
な
い
し
、
こ
ん
な
に

簡
単
に
浮
気
さ
れ
る
ん
じ
ゃ
、
お
ち
お
ち
落
ち
着
い
て
も
い
ら
れ

な
い
」
。
「
軽
孤
」
は
こ
の
ま
ま
で
は
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
「
孤
」

は
「
睾
」
と
し
ば
し
ば
通
用
さ
れ
、
こ
こ
で
も
「
軽
泰
」
の
意
（
注
18)0

恨
み
言
と
嘆
き
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
え
、
全
体
の
表

現
そ
の
も
の
か
ら
は
、
陰
鬱
な
湿
っ
ぽ
さ
は
殆
ど
感
じ
ら
れ
な
い
。

こ
の
女
性
に
か
か
る
と
、
深
刻
な
は
ず
の
「
待
っ
」
状
態
も
、
ど

こ
か
コ
ミ
カ
ル
で
さ
え
あ
る
。
帰
り
を
待
ち
わ
び
て
ジ
リ
ジ
リ
す

る
想
い
と
、
怒
り
と
の
せ
め
ぎ
合
い
が
、
実
に
リ
ア
ル
に
、
し
か

も
愛
情
豊
か
に
描
か
れ
て
い
る
、
と
言
え
る
。

後
段
に
入
る
と
、
「
膝
我
」
と
い
う
激
し
い
言
葉
が
口
を
つ
い
て

出
る
。
更
に
、
彼
女
は
愛
の
誓
い
の
印
で
あ
る
「
麒
雲
賢
」
と
い

う
行
為
に
も
、
「
楡
（
こ
っ
そ
り
と
）
」
の
字
を
冠
す
る
。
そ
こ
に

は
男
性
の
巧
言
に
乗
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
意
識
の
強
さ

が
表
れ
て
い
る
。
そ
し
て
女
性
は
、
男
性
へ
の
返
礼
の
具
体
案
ヘ

と
、
次
第
に
傾
い
て
い
く
。

「
あ
ん
た
が
来
た
ら
」
と
、
彼
女
は
空
想
を
始
め
る
。
こ
こ
か

ら
は
一
種
劇
中
劇
的
な
趣
が
あ
る
。
過
去
の
回
想
を
詞
中
に
詠
み

込
む
と
い
う
手
法
は
常
套
的
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
未
来
の
空
想
を

取
り
入
れ
る
の
は
、
斬
新
な
試
み
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
内
容
も
非

常
に
具
体
的
で
面
白
い
。
彼
女
は
、
「
尤
雲
帰
雨
」
を
求
め
て
寄
っ

て
く
る
男
性
を
は
ね
つ
け
、
一
人
布
団
に
く
る
ま
り
、
「
不
典
同
歓

（
楽
し
ん
で
な
ん
か
あ
げ
な
い
）
」
と
決
心
す
る
。
「
無
端
」
は
、

通
常
「
故
も
な
く
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
が
、
蒋
證
鴻
『
敦
煙

嬰
文
僻
義
通
繹
』
は
「
不
正
・
胡
乱
」
と
帰
納
し
て
お
り
、
元
曲

や
平
話
の
類
に
も
同
義
の
用
例
が
多
く
見
え
る
。
柳
永
も
お
そ
ら

く
は
そ
の
意
味
で
用
い
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
当
時
の
極
め
て
ロ

語
的
な
言
い
回
し
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
無
端
」
が
「
敢
更
」

と
い
う
強
い
語
気
と
と
も
に
使
わ
れ
、
男
性
へ
の
罵
声
と
し
て
用

い
ら
れ
る
。
「
今
後
、
で
た
ら
め
で
も
し
よ
う
も
ん
な
ら
」
。
女
性

の
怒
り
は
こ
の
言
葉
で
頂
点
に
達
す
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
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で
も
女
性
の
空
想
（
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
で
あ
っ
て
、
現
実
は

そ
う
で
は
な
い
。
も
し
男
性
が
帰
っ
て
来
た
ら
、
全
く
違
っ
た
嬌

態
を
女
性
は
示
す
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
辺
の
男
女
の
機
微
を
、

柳
永
は
女
の
怒
り
の
み
を
描
い
て
、
実
に
見
事
に
暗
示
し
て
い
る

と
言
え
よ
う
。

だ
が
、
か
つ
て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
自
ら
の
感
情
、
特
に
「
待
た

さ
れ
て
い
る
こ
と
」
へ
の
怒
り
を
生
き
生
き
と
示
し
た
女
性
が
、

中
国
文
学
の
中
に
存
在
し
た
だ
ろ
う
か
。
従
来
「
閏
怨
」
の
主
題

で
繰
り
返
し
詠
ま
れ
て
き
た
、
ひ
た
す
ら
待
ち
続
け
る
女
性
と
い

う
の
は
、
男
側
の
一
種
の
理
想
・
幻
想
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
柳

永
が
こ
こ
に
描
い
た
女
性
も
、
怒
る
こ
と
に
よ
っ
て
嬌
態
を
示
す

「
か
わ
い
い
女
」
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
柳
永
が
、
「
待
っ
女
」

と
い
う
虚
構
の
中
に
「
怒
り
」
と
い
う
新
た
な
個
性
を
付
け
加
え
、

そ
の
個
性
を
口
語
と
い
う
女
性
の
肉
声
を
用
い
て
、
よ
り
リ
ア
ル

に
描
い
た
こ
と
も
、
ま
た
事
実
な
の
で
あ
る
。

柳
永
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詞
の
中
に
そ
れ
ぞ
れ
の
「
設
定
」
「
虚
構

性
」
を
持
ち
込
ん
だ
。
彼
は
、
男
女
恋
愛
の
形
を
幾
つ
も
の
パ
タ

ー
ン
に
分
け
、
閏
怨
•
覇
旅
行
役
と
い
う
従
来
あ
っ
た
枠
組
を
用

い
つ
つ
、
様
々
な
「
新
し
さ
」
を
取
り
こ
み
、
独
自
の
恋
愛
詞
の

ス
タ
イ
ル
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
一
首
の
中
に
過
去
・
現
在
・

未
来
と
い
う
複
数
の
時
間
を
詠
み
込
み
、
そ
こ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
男

女
の
「
物
語
」
を
暗
示
し
た
。
ま
た
、
詞
全
体
を
「
語
り
」
で
埋

め
尽
く
し
た
り
、
「
会
話
」
を
交
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
シ
ー
ン

に
お
け
る
男
女
の
心
の
機
微
を
、
見
事
に
描
き
だ
し
た
。
そ
し
て

そ
れ
ら
の
手
法
は
、
後
代
の
戯
曲
文
学
を
先
取
り
す
る
も
の
で
も

あ
っ
た
。

従
来
、
柳
詞
に
見
ら
れ
る
強
い
口
語
性
は
、
批
判
の
対
象
と
さ

れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
良
し
と
さ
れ
る
場
合
で
も
、
そ
の
「
通

俗
性
」
の
み
に
評
価
が
偏
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

柳
詞
に
と
っ
て
そ
の
口
語
性
は
、
詞
の
世
界
を
支
え
る
不
可
欠
な

文
体
で
あ
り
、
代
言
体
と
結
び
つ
い
た
最
も
本
質
的
な
要
素
で
あ

っ
た
。
彼
は
、
規
範
・
素
材
と
な
り
う
る
膨
大
な
過
去
の
作
品
の

中
か
ら
、
描
こ
う
と
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
を
構
築
す
る
に
必
要
な
要

素
を
抽
出
し
、
一
種
の
恋
愛
モ
デ
ル
と
も
い
う
べ
き
新
し
い
物
語

「
世
界
」
を
創
り
上
げ
た
。
そ
れ
を
踏
襲
し
発
展
さ
せ
た
「
世
界
」

が
、
後
代
の
戯
曲
文
学
に
見
出
せ
る
こ
と
は
、
既
に
指
摘
し
た
と

お
り
だ
が
、
そ
の
意
味
で
柳
永
は
、
後
の
書
会
オ
人
の
「
は
し
り
」

と
言
え
る
の
で
あ
る
。

(
1
)

柳
永
の
詞
の
引
用
に
関
し
て
、
膵
瑞
生
『
柴
章
集
校
注
』
（
中
國
古

典
文
學
基
本
叢
書
中
華
書
局
一
九
九
四
年
。
朱
祖
謀
『
彊
邸
叢

注
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本
を
底
本
と
す
る
。
以
下
膵
本
）
は
、
各
本
の
異
同
を
校
訂
し
、

字
句
の
確
定
に
一
定
の
判
断
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は

一
応
膵
本
を
定
本
と
し
た
。
但
し
、
毛
晉
『
宋
六
十
名
家
詞
』
（
上
海

古
籍
出
版
社
一
九
八
九
年
。
以
下
毛
本
）
、
呉
訥
『
百
家
詞
』
（
天

津
市
古
籍
書
店
一
九
九
二
年
。
以
下
呉
本
）
、
唐
圭
障
『
全
宋
詞
』

（
中
華
書
局
一
九
六
五
年
。
以
下
唐
本
）
も
参
照
し
、
内
容
に
関

わ
る
よ
う
な
重
要
な
異
同
が
あ
る
場
合
は
、
注
の
中
で
指
摘
す
る
。

た
だ
し
、
三
種
全
て
が
同
様
の
字
に
つ
く
る
場
合
は
、
煩
瑣
を
避
け

て
「
諸
本
」
と
い
う
。
ま
た
、
注
中
に
引
く
宋
詞
の
詞
牌
名
の
後
の

数
字
は
、
『
全
宋
詞
』
に
お
け
る
所
載
頁
数
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
【
女
冠
子
】
の
字
句
に
つ
い
て
は
、
初
句
「
断
雲
」

を
毛
本
・
呉
本
と
も
に
「
断
煙
（
姻
）
」
に
つ
く
る
。

(
2
)
無
名
氏
【
眉
峯
碧
（
楚
破
眉
峯
碧
）
】
（
3
6
6
4
)

「
相
看
未
足
時
、
忍

便
使
鴛
喬
隻
」
は
、
「
ま
だ
仲
良
く
な
っ
て
間
も
な
い
時
に
、
ど
う
し

て
す
ぐ
に
鴛
喬
を
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
に
さ
せ
て
し
ま
っ
た
（
別
れ
て
し

ま
っ
た
）
の
だ
ろ
う
」
の
意
。

(
3
)
「
錦
書
」
を
、
諸
本
は
「
音
書
」
に
つ
く
る
。
ま
た
、
「
吟
課
」
「
年

少
」
を
、
毛
本
・
呉
本
は
そ
れ
ぞ
れ
「
吟
眺
」
「
少
年
」
に
つ
く
る
。

(
4
)
陶
然
『
楊
柳
岸
暁
風
残
月
』
（
唐
宋
詩
詞
名
家
精
品
類
編
柳
永
巻

河
南
文
藝
出
版
社
二

0
0
二
年
）
も
、
同
様
の
解
釈
を
示
す
。

(
5
)
例
え
ば
、
歌
陽
脩
【
摸
魚
児
】

(
1
4
7
)

「
況
伊
家
年
少
，
多
情
未
已

難
拘
束
」
、
高
観
國
【
思
佳
客
】

(
2
3
5
9
)

「
春
思
偕
萱
窟
深
，
誰
能
拘

束
少
年
心
」
等
が
あ
る
。

(
6
)
本
文
は
『
四
部
叢
刊
』
本
『
オ
調
集
』
巻
八
に
依
る
。

(
7
)
第
一
句
の
「
長
提
」
は
、
諸
本
「
長
堤
」
に
つ
く
る
。
し
か
し
、

第
一
句
は
不
協
韻
句
で
あ
り
、
本
詞
は
微
韻
仄
声
で
押
韻
す
る
。
「
提

（
堤
）
」
は
微
韻
平
声
で
、
一
応
韻
字
で
は
な
い
も
の
の
、
不
協
韻
句

に
脚
韻
と
同
音
が
置
か
れ
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
『
欽
定
詞
譜
』
は

「
長
亭
」
に
作
る
の
で
、
今
仮
に
こ
れ
に
従
っ
て
訳
し
た
。
こ
の
詞

は
毛
本
と
の
異
同
が
特
に
著
し
く
、
毛
本
は
「
塞
柳
」
を
「
柳
」
、
「
謳

駆
」
を
「
駆
馳
」
、
「
涸
末
」
を
「
近
束
」
、
「
縦
窟
」
を
「
純
窟
」
に

つ
く
り
、
後
段
第
一
句
の
「
何
意
」
を
前
段
の
末
尾
に
付
す
。

(
8
)
『
詩
経
』
「
廂
風
」
「
東
山
」
や
、
『
文
選
』
巻
二
十
九
「
古
詩
十
九

首
之
十
四
」
な
ど
が
覇
旅
行
役
の
主
題
が
詠
ま
れ
る
最
初
期
の
も
の

で
あ
る
。

(
9
)
詞
牌
名
を
、
毛
本
・
呉
本
は
【
傾
杯
栗
】
に
つ
く
り
、
『
欽
定
詞
譜
』

も
本
詞
を
【
傾
杯
栗
】
の
又
一
腔
と
し
て
引
く
。
ま
た
、
「
涙
流
」
を

毛
本
・
呉
本
は
「
涙
滴
」
に
つ
く
る
。

(10)
李
致
遠
【
躯
牡
丹
】

(
2
4
7
0
)

に
「
待
憑
鱗
羽
，
説
典
相
思
，
水
遠

天
長
又
難
托
」
と
あ
り
、
ま
た
無
名
氏
【
漢
宮
春
】

(
3
6
0
2
)

に
「
立

馬
奸
、
凝
情
久
，
念
美
人
自
別
，
鱗
羽
茫
茫
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の

例
か
ら
も
、
柳
詞
と
同
様
の
印
象
を
受
け
る
。

(11)

「
伊
束
」
「
看
承
」
を
、
毛
本
・
呉
本
と
も
に
「
束
束
」
「
看
伊
」
に

つ
く
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
、
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お
そ
ら
く
は
「
伊
束
」
「
看
承
」
が
正
し
い
だ
ろ
う
。

(12)

嘉
靖
年
間
に
洪
梗
が
編
纂
し
た
『
六
十
家
小
説
』
所
収
。
こ
の
小

説
の
中
で
、
柳
永
は
相
当
卑
俗
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

(13)

逆
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
は
『
李
娃
偲
』
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
か
も

知
れ
な
い
が
、
や
は
り
そ
れ
は
例
外
の
範
疇
で
あ
ろ
う
。

(14)

た
と
え
ば
、
【
迷
仙
引
（
縦
過
鉾
年
）
】
は
「
主
」
で
あ
る
男
性
に

一
途
な
思
い
を
打
ち
明
け
る
妓
女
の
姿
が
描
か
れ
、
【
望
遠
行
（
繍
韓

睡
起
）
】
に
は
、
ふ
ら
ふ
ら
と
遊
び
歩
く
遊
冶
郎
の
男
を
待
ち
こ
が
れ

る
妓
女
の
思
い
が
つ
づ
ら
れ
る
。

(15)
例
え
ば
、
周
格
非
【
緑
頭
鴨
】

(
9
1
4
)

に
「
試
典
問
，
多
才
誰
更
，

匹
配
得
文
君
」
、
黄
昇
【
賠
橋
仙
】

(
2
9
9
9
)

に
「
雲
窟
霧
閣
事
茫
茫
，

試
輿
問
、
杏
梁
雙
燕
」
、
張
炎
【
三
妹
媚
】

(
3
4
6
5
)

に
「
莫
是
孤
村
，

試
奥
問
、
酒
家
何
虚
」
と
あ
る
。

(16)

詞
牌
名
の
後
に
、
呉
本
は
「
亦
名
應
天
長
」
と
い
う
注
を
付
す
。

ま
た
、
「
悠
忍
」
「
漸
行
」
を
、
毛
本
・
呉
本
と
も
に
「
忽
免
」
「
漸
疎
」

に
つ
く
る
。
「
漸
疎
」
で
は
文
意
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
の
で
、
「
漸
行
」
が
正
し
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
「
只
恐
」
を
毛
本
・

呉
本
は
「
恐
」
に
つ
く
る
が
、
こ
こ
は
四
字
句
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(17)

詞
牌
名
を
、
毛
本
は
【
雨
中
花
慢
】
、
呉
本
は
【
雨
中
花
】
に
つ
く

り
、
『
欽
定
詞
譜
』
は
【
雨
中
花
慢
】
の
又
一
体
と
し
て
本
詞
を
引
く
。

ま
た
、
「
整
頓
」
を
毛
本
・
呉
本
は
「
徒
頓
（
に
わ
か
に
）
」
に
つ
く

る
が
、
そ
れ
で
は
文
意
を
な
さ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
倫
戟
雲
歯
」

「
繍
会
」
は
、
毛
本
・
呉
本
と
も
に
「
倫
剪
香
娯
」
「
鴛
会
」
に
つ
く

る。

(18)

柳
永
に
は
他
に
、
【
木
蘭
花
慢
】
「
念
封
酒
営
歌
，
低
韓
並
枕
，
翻

悠
軽
孤
」
、
【
洞
仙
歌
】
「
毎
祇
向
、
洞
房
深
慮
，
痛
憐
極
寵
，
似
覺
些

子
軽
孤
，
早
慈
背
人
涙
瀧
」
の
二
首
に
、
同
様
の
表
記
が
あ
る
。
ま

た
、
韓
琥
【
水
調
歌
頭
】

(
2
2
5
8
)

に
「
只
伯
軽
孤
負
，
莫
待
巧
按

排
」
、
元
・
王
憚
『
秋
澗
集
』
巻
七
十
七
【
黙
紅
唇
】
に
「
莫
軽
寧
負
。

預
問
隣
家
酒
」
と
あ
る
。
「
泰
負
」
は
し
ば
し
ば
「
孤
負
」
と
書
か
れ

る。

(67) 


