
藤
原
良
経
「
西
洞
隠
士
百
首
」
考
　

―
四
季
歌
の
漢
詩
文
摂
取
を
中
心
に
―

小
　
山
　
順
　
子

は
じ
め
に

新
古
今
時
代
の
代
表
歌
人
で
あ
る
藤
原
良
経
は
、
建
久
年
間
、
定
家
や
家
隆
、
寂
蓮
ら
を
構
成
員
と
す
る
九
条
家
歌
壇
を
率
い
た
。

九
条
家
歌
壇
は
、
そ
の
後
後
鳥
羽
院
歌
壇
の
母
胎
と
な
り
、
新
古
今
風
と
呼
ば
れ
る
表
現
を
培
う
土
壌
と
な
っ
た
。
豊
か
な
実
り
を
生

み
出
し
た
九
条
家
歌
壇
は
、
建
久
七
年
（
一
一
九
六
）
突
如
と
し
て
活
動
を
停
止
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
建
久
の
政
変

の
た
め
で
あ
る
。
内
大
臣
源
通
親
の
策
謀
に
よ
り
、
良
経
の
妹
の
任
子
は
後
鳥
羽
天
皇
の
後
宮
を
退
出
、
父
・
兼
実
は
関
白
を
辞
し
、

叔
父
・
慈
円
は
天
台
座
主
を
辞
し
た
。
良
経
自
身
は
内
大
臣
の
任
に
と
ど
ま
っ
た
も
の
の
蟄
居
の
身
と
な
る
。

建
久
の
政
変
は
、
そ
れ
ま
で
順
調
に
政
治
家
と
し
て
歩
ん
で
き
た
良
経
に
と
っ
て
、
初
め
て
の
挫
折
で
あ
っ
た
。
小
稿
で
取
り
上
げ

る
「
西
洞
隠
士
百
首
」（
以
下
、
本
百
首
と
略
）
が
、
政
変
に
よ
っ
て
蟄
居
し
て
い
た
最
中
に
詠
ま
れ
た
百
首
歌
で
あ
る
こ
と
は
、
既

に
久
保
田
淳
氏

（
１
）

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
更
に
寺
田
純
子
氏

（
２
）

・
青
木
賢
豪
氏

（
３
）

は
、
建
久
九
年
（
一
一
九
八
）
五
月
二
日
成
立
の

一
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『
後
京
極
殿
御
自
歌
合
』（
以
下
、
自
歌
合
と
略
）
に
、
本
百
首
か
ら
採
ら
れ
た
歌
が
一
首
も
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
自
歌
合
成
立
後

か
ら
正
治
元
年
（
一
一
九
九
）
六
月
に
政
界
復
帰
す
る
ま
で
の
間
に
、
本
百
首
の
詠
歌
年
次
を
推
定
し
た
。

本
百
首
に
籠
居
中
の
良
経
の
失
意
や
隠
逸
志
向
が
表
れ
て
い
る
こ
と
は
、
久
保
田
氏
を
初
め
、
寺
田
氏
・
片
山
享
氏

（
４
）

・
石
川
一
氏

（
５
）

・

岡
部
寛
子
氏

（
６
）

・
内
野
静
香
氏

（
７
）

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
寺
田
氏
・
片
山
氏
・
岡
部
氏
は
、
特
に
本
百
首
の
雑
歌
に
、
露
わ
に
述

懐
性
や
政
治
批
判
が
表
出
し
て
お
り
、
本
百
首
の
特
色
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
本
百
首
の
大
部
分
を
占
め

る
四
季
歌
に
は
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
表
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
久
保
田
氏
・
石
川
氏
は
、『
源
氏
物
語
』
や
源
俊
頼
の
表
現
を

摂
取
し
た
歌
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
本
百
首
の
述
懐
性
を
分
析
し
て
い
る
。
小
稿
で
は
、
良
経
が
和
漢
兼
作
歌
人
で
あ
る
と
い

う
点
を
重
視
し
、
四
季
歌
を
中
心
と
し
て
、
漢
詩
文
摂
取
か
ら
本
百
首
の
解
読
を
試
み
、
表
現
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
な

お
本
稿
に
お
い
て
、
本
歌
取
り
の
「
本
歌
」
に
相
当
す
る
用
語
と
し
て
、
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
漢
詩
文
を
「
本
文
」
と
呼
ぶ
こ
と
、
そ

し
て
歌
集
を
示
さ
ず
に
付
す
番
号
は
、
全
て
『
秋
篠
月
清
集
』
の
歌
番
号
（
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る
）
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お

く
。

一

本
百
首
の
四
季
歌
の
冒
頭
を
見
よ
う
。

ふ
ゆ
の
ゆ
め
の
お
ど
ろ
き
は
つ
る
あ
け
ぼ
の
に
は
る
の
う
つ
ゝ
の
ま
づ
み
ゆ
る
か
な
（
600
春
）

こ
の
600
番
歌
に
つ
い
て
久
保
田
氏
は
、「『
ふ
ゆ
の
ゆ
め
』
は
何
か
（
具
体
的
に
言
え
ば
建
久
の
政
変
な
ど
）
寓
す
る
所
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
歌
い
出
し
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
通
常
、
百
首
歌
の
巻
頭
は
立
春
の
喜
び
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を
述
べ
る
。
し
か
し
良
経
の
歌
か
ら
は
、
春
の
訪
れ
に
対
す
る
喜
び
は
読
み
取
れ
な
い
。
内
野
氏
は
こ
の
600
番
歌
に
つ
い
て
、「
冬
の

夢
」
が
浅
い
ま
ど
ろ
み
の
中
で
見
る
こ
と
の
叶
わ
ぬ
夢
で
あ
り
、
そ
れ
が
覚
め
果
て
、
現
実
を
直
視
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
内
容

で
あ
る
と
解
釈
す
る
。
和
歌
に
お
い
て
「
夢
」
と
「
現
実
」
と
は
、「
現
実
」
に
叶
わ
ぬ
も
の
を
「
夢
」
に
見
る
と
い
う
構
図
が
定
型

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
百
首
に
お
い
て
は
、
通
常
喜
ば
し
い
も
の
で
あ
る
は
ず
の
春
の
訪
れ
は
、
浅
い
ま
ど
ろ
み
を
覚
ま
し
て
し
ま

い
、「
現
実
」
へ
と
立
ち
返
ら
せ
て
し
ま
う
悲
し
い
も
の
と
し
て
詠
み
出
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
四
季
歌
の
最
後
、
冬
歌
末
尾
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
次
の
一
首
を
で
あ
る
。

ま
ど
の
う
ち
に
あ
か
月
ち
か
き
と
も
し
火
の
こ
と
し
の
か
げ
は
の
こ
る
と
も
な
し
（
679
冬
）

こ
の
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
〝
窓
の
灯
〞
は
、「
五
声
宮
漏
初
明
後
　
一
点
窓
灯
欲
レ

滅
時
」（『
和
漢
朗
詠
集
』
雑
・
暁
419
白
居
易
）

な
ど
に
見
ら
れ
る
詩
語
「
窓
灯
」
の
訓
読
で
あ
る
。
こ
の
詩
句
は
、
一
晩
中
灯
さ
れ
て
い
た
灯
火
が
、
明
け
方
に
消
え
残
っ
て
い
る
様

を
詠
ん
で
い
る
。
良
経
も
こ
の
詩
句
を
意
識
し
て
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
冬
歌
の
末
尾
に
置
き
、
灯
火
の
残
り
火
に
夜
の

終
わ
り
だ
け
で
は
な
く
、
一
年
の
終
わ
り
を
重
ね
て
詠
ん
で
い
る
。
新
年
が
来
る
と
一
歳
年
を
重
ね
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
灯
火
の
衰

微
は
生
命
の
残
り
少
な
さ
を
象
徴
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
直
前
の
678
番
歌
で
「
ひ
と
ゝ
せ
を
な
が
め
は
て
つ
る
や
ま
の
は
に
ゆ
き
ゝ
え

な
ば
と
花
や
ま
つ
ら
む
」
と
、
春
を
待
つ
心
、
春
へ
の
期
待
が
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
花
が
咲
く
季
節
、
す
な
わ
ち
春
の
到
来
は
年
を
重

ね
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
残
さ
れ
た
命
を
減
ら
し
て
ゆ
く
も
の
と
し
て
、
新
春
の
訪
れ
が
喜
ば
し
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
感
じ
さ
せ

て
四
季
歌
は
終
わ
る
。

な
お
本
百
首
に
は
、「
窓
」
が
三
首
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
良
経
の
本
百
首
以
前
に
詠
ま
れ
た
定
数
歌
を
見
渡
し
て
、「
窓
」
の
用
例

数
は
、「
花
月
百
首
」「
十
題
百
首
」「
治
承
題
百
首
」「
南
海
漁
夫
百
首
」
に
そ
れ
ぞ
れ
一
例
ず
つ
見
ら
れ
る
。
そ
れ
と
比
較
し
て
、
本

百
首
の
三
例
は
多
い
と
言
っ
て
よ
く
注
目
さ
れ
る
。「
窓
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
素
材
で
あ
る
か
を
確
認
し
、
本
百
首
に
「
窓
」
が

藤
原
良
経
「
西
洞
隠
士
百
首
」
考
（
小
山
）
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三
首
詠
ま
れ
て
い
る
意
味
を
検
討
す
る
。

そ
も
そ
も
、「
窓
」
は
漢
詩
文
か
ら
摂
取
さ
れ
た
素
材
で
あ
る

（
８
）

。
本
百
首
以
前
に
良
経
が
詠
ん
だ
「
窓
」
が
、
概
ね
漢
詩
文
に
基
づ

い
て
詠
ま
れ
て
い
る
の
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

ま
ど
の
ゆ
き
い
け
の
こ
ほ
り
も
き
え
ず
し
て
そ
で
に
し
ら
れ
ぬ
は
る
の
は
つ
か
ぜ
（
401
治
承
題
百
首
・
立
春
）

こ
の
歌
は
「
窓
の
雪
」「
池
の
氷
」
と
い
う
対
句
構
成
か
ら
、
本
文
と
し
て
踏
ま
え
て
い
る
の
は
「
池
凍
東
頭
風
度
解
　
窓
梅
北
面

雪
封
寒
」（『
和
漢
朗
詠
集
』
春
・
立
春
２
篤
茂
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
春
の
初
風
」
も
、
本
文
の
「
東
頭
風
度
解
」
を
翻
案
し

た
も
の
と
解
せ
る
。
詠
歌
年
次
未
詳
の
「
ゆ
き
を
（
お
）
つ
る
お
ぼ
ろ
月
よ
に
ま
ど
を
あ
け
て
こ
ろ
も
で
さ
む
き
春
か
ぜ
ぞ
ふ
く
」（
1025
春

部
・
春
歌
と
て
）
も
同
詩
句
を
取
っ
た
も
の
で
あ
り
、「
衣
手
寒
き
春
風
」
は
「
風
」「
寒
」
の
翻
案
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
〝
窓
の
梅
〞

は
、
こ
の
朗
詠
詩
句
か
ら
摂
取
し
て
、
院
政
期
か
ら
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
趣
向
で
あ
り
、『
為
忠
家
初
度
百
首
』
に
は
「
窓
下
梅
」

の
題
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
良
経
の
「
ま
ど
の
う
ち
に
と
き

ぐ
花
の
か
ほ
（
を
）
り
き
て
に
は
の
こ
ず
ゑ
に
か
ぜ
す
さ
む
な
り
」（
19
花
月

百
首
・
花
）
は
「
花
月
百
首
」
の
詠
で
あ
り
、〝
窓
の
梅
〞
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、
梅
を
桜
に
変
え
て
詠
ん
だ
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

次
の
歌
は
詠
歌
年
次
未
詳
で
あ
る
が
、
漢
詩
取
り
の
例
で
あ
る
。

ま
ど
わ
た
る
よ
ひ
の
ほ
た
る
も
か
げ
き
え
ぬ
の
き
ば
に
し
ろ
き
月
の
は
じ
め
に
（
1096
夏
部
・
ほ
た
る
）

こ
れ
は
、「
空
夜
窓
閑
蛍
度
後

深
更
軒
白
月
明
初
」（『
和
漢
朗
詠
集
』
夏
・
夏
夜
152
白
居
易
）
を
踏
ま
え
て
い
る
。
本
文
の
詞
を
、

ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
和
歌
に
置
き
換
え
た
歌
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
〝
窓
の
雪
〞〝
窓
の
蛍
〞
に
は
、
本
文
の
朗
詠
詩
句
だ
け
で
は

な
く
、『
蒙
求
』
の
孫
康
・
車
胤
の
説
話
が
背
景
に
揺
曳
し
て
お
り
、
学
窓
の
性
格
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

次
の
三
首
は
、
い
ず
れ
も
〝
窓
打
つ
雨
〞
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
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月
き
よ
み
し
ぐ
れ
ぬ
よ
は
の
ね
ざ
め
に
も
ま
ど
う
つ
も
の
は
に
は
の
ま
つ
か
ぜ
（
245
十
題
百
首
・
木
部
）

く
ら
き
よ
の
ま
ど
う
つ
あ
め
に
お
ど
ろ
け
ば
の
き
ば
の
ま
つ
に
秋
か
ぜ
ぞ
ふ
く
（
1229
秋
部
・
秋
夜
に
）

く
れ
た
け
は
ま
ど
う
つ
あ
め
の
こ
ゑ
な
が
ら
く
も
ら
ぬ
月
の
も
り
あ
か
す
か
な
（
1189
秋
部
・
月
照
二

窓
竹
一

）

こ
れ
ら
の
歌
に
見
ら
れ
る
「
窓
打
つ
（
雨
）」
は
、
上
陽
人
の
「
秋
夜
長
　
夜
長
無
レ

睡
天
不
レ

明
　
耿
々
残
灯
背
レ

壁
影
　
蕭
々
暗

雨
打
レ　
窓
声
」（『
和
漢
朗
詠
集
』
秋
・
秋
夜
233
白
居
易
、『
千
載
佳
句
』
天
象
部
・
雨
夜
285
）
に
基
づ
く
措
辞
で
あ
る

（
９
）

。
良
経
も
上
陽

人
か
ら
摂
取
し
て
孤
独
な
心
情
を
詠
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
実
際
に
は
降
っ
て
い
な
い
雨
を
、
木
を
吹
く
風
の
音
に

聞
く
と
い
う
趣
向

（
10
）

で
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
趣
向
は
特
に
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
245
番
歌
は
特
に
「
桂
月
清
明
　
夏
迎
二

一
宵
之
秋
一

松
風
蕭
颯
　
晴
聞
二

百
尺
之
雨
一

」（『
新
撰
朗
詠
集
』
夏
・
納
涼
152
明
衡
）
を
合
わ
せ
て
取
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
後
に
自
歌
合

に
採
ら
れ
た
1229
番
歌
も
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
初
句
「
暗
き
夜
の
」
は
上
陽
人
の
「
暗、
雨
」
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
ま
た
1189

番
歌
は
、〝
窓
の
竹
〞
と
い
う
漢
詩
文
に
基
づ
く
趣
向
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
良
経
が
〝
窓
の
竹
〞
を
詠
ん
だ
歌
に
「
ま

つ
に
ふ
く
み
や
ま
の
あ
ら
し
い
か
な
ら
む
た
け
う
ち
そ
よ
ぐ
ま
ど
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
」（
532
南
海
漁
夫
百
首
・
秋
）
が
あ
る
。〝
窓
の
竹
〞
は
、

白
居
易
が
閑
居
の
素
材
と
し
て
繰
り
返
し
詠
ん
で
い
る
素
材
で
あ
り
、

（
11
）

白
居
易
か
ら
影
響
を
受
け
、
日
本
漢
詩
に
頻
繁
に
詠
ま
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
532
番
・
1189
番
歌
は
特
定
の
本
文
に
依
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
白
居
易
か
ら
日
本
漢
詩
、
そ
し
て
和
歌

へ
と
い
う
〝
窓
の
竹
〞
の
系
譜
上
に
立
つ
表
現
で
あ
る
。

〝
窓
の
月
〞
は
、
良
経
の
歌
に
三
例
が
見
ら
れ
る
。

ゆ
き
を
（
お
）
つ
る
お
ぼ
ろ
月
よ
に
ま
ど
を
あ
け
て
こ
ろ
も
で
さ
む
き
春
か
ぜ
ぞ
ふ
く
（
1025
春
部
・
春
歌
と
て
）

く
も
ら
ば
と
た
の
む
ゆ
め
ぢ
も
わ
す
ら
れ
て
い
く
よ
の
ま
ど
に
月
を
見
つ
ら
む
（
1191
秋
部
・
連
夜
見
レ

月
）

も
の
お
も
ふ
ち
よ
を
ひ
と
よ
も
か
ぎ
り
あ
れ
ど
ま
ど
よ
り
に
し
に
月
は
め
ぐ
り
ぬ
（
1231
秋
部
・
秋
夜
に
）

藤
原
良
経
「
西
洞
隠
士
百
首
」
考
（
小
山
）
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い
ず
れ
も
詠
歌
年
次
未
詳
歌
で
あ
る
。
1025
番
歌
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
。
1191
・
1213
番
歌
は
、「
夢
路
も
忘
ら
れ
て
」「
物
思
ふ
…
…

窓
よ
り
西
に
月
は
巡
り
ぬ
」
と
、
眠
れ
な
い
夜
を
過
ご
し
て
窓
か
ら
傾
い
た
月
を
眺
め
る
様
を
詠
ん
で
い
る
。〝
窓
の
月
〞
は
六
朝
詩

に
お
い
て
は
孤
閨
の
表
現
素
材
で
あ
り
、
唐
詩
で
は
孤
閨
に
限
定
さ
れ
な
い
孤
独
の
情
、
日
本
漢
詩
で
は
主
に
閑
居
や
寺
院
か
ら
眺
め

る
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
る
。
本
百
首
と
同
じ
機
会
に
詠
ま
れ
た
、
慈
円
「
四
季
雑
各
二
十
首
都
合
百
首
」
の
「
人
は
な
し
峯
に
松
風
窓

に
月
し
め
え
て
す
め
る
山
の
お
く
哉
」（『
拾
玉
集
』
3047
雑
）
に
つ
い
て
、
後
に
『
慈
鎮
和
尚
御
自
歌
合
』
八
王
子
十
二
番
左
の
俊
成
判

詞
に
「
左
の
、
峯
の
松
風
、
窓
の
月
、
山
の
お
く
の
す
み
か
こ
の
も
し
く
は
侍
を
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、「
窓
の
月
」

を
山
家
を
表
現
す
る
題
材
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
慈
円
の
「
つ
ち
か
べ
に
ま
ど
ぬ
り
の
こ
す
い
ほ
ま

で
も
す
さ
め
ず
や
ど
る
秋
の
よ
の
月
」（『
拾
玉
集
』
2338
賀
茂
百
首
・
秋
）
は
、
窓
を
土
壁
の
塗
り
残
し
た
も
の
と
し
て
、
粗
末
な
庵
を

詠
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
〝
窓
の
月
〞
の
表
現
は
、
慈
円
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
い
。『
正
治
初
度
百
首
』
の
四
例
（
忠
良
・
家
隆
・

寂
蓮
・
信
広
）
は
、
全
て
「
山
家
」
の
題
で
詠
ま
れ
て
お
り
、〝
窓
の
月
〞
を
、
貴
族
の
通
常
の
住
居
空
間
で
あ
る
寝
殿
造
に
お
い
て

な
が
め
る
も
の
で
は
な
く
、
山
家
か
ら
見
る
も
の
と
し
て
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
新
古
今
歌
人
に
通
底
す
る
理
解
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ

（
12
）

、
良
経
も
、
山
家
や
閑
居
を
舞
台
と
し
て
、
物
思
い
に
耽
る
様
を
詠
ん
で
い
る
と
解
せ
る
。

良
経
の
「
窓
」
の
表
現
は
、
基
本
的
に
漢
詩
文
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
り
、
他
の
新
古
今
歌
人
と
同
様
に
、
隠
棲
者
・
思
索
家
の
住

ま
い
で
あ
る
こ
と
を
示
す
表
現
素
材
と
し
て
用
い
て
い
る
と
判
断
で
き
る
。

本
百
首
の
「
窓
」
の
用
例
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
は
、
次
の
夏
歌
の
一
首
で
あ
る
。

す
が
は
ら
や
ふ
し
み
の
く
れ
の
さ
び
し
き
に
た
え
ず
ま
ど
ゝ
ふ
ほ
と
ゝ
ぎ
す
か
な
（
624
夏
）

こ
の
〝
窓
の
時
鳥
〞
は
、
漢
詩
文
に
見
い
だ
せ
な
い
趣
向
で
、
良
経
は
慈
円
の
「
雲
か
か
る
ま
ど
の
梢
に
雨
お
ち
て
山
郭
公
な
き
て

す
ぐ
な
り
」（『
拾
玉
集
』
1137
勒
句
百
首
・
夏
）
か
ら
摂
取
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
慈
円
の
場
合
は
〝
窓
の
雨
〞

の
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バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
詠
ん
だ
も
の
に
時
鳥
を
付
け
加
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
良
経
は
慈
円
歌
か
ら
〝
窓
の
時
鳥
〞
を
抽
出

し
て
一
首
を
詠
み
、
新
た
な
「
窓
」
の
表
現
を
試
み
て
い
る
。

な
お
「
伏
見
の
里
」
は
、「
い
ざ
こ
ゝ
に
わ
が
よ
は
へ
な
ん
す
が
は
ら
や
ふ
し
み
の
さ
と
の
あ
れ
ま
く
も
を
し
」（『
古
今
集
』
雑
下

981
よ
み
人
し
ら
ず
、
だ
い
し
ら
ず
）「
菅
原
や
伏
見
の
里
の
あ
れ
し
よ
り
か
よ
ひ
し
人
の
跡
も
た
え
に
き
」（『
後
撰
集
』
恋
四
1024
よ
み

人
し
ら
ず
、
菅
原
の
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み
の
家
に
侍
り
け
る
女
に
か
よ
ひ
侍
り
け
る
を
と
こ
、
な
か
た
え
て
又
と
ひ
て
侍
り
け
れ
ば
）

な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
荒
れ
て
人
も
通
わ
な
く
な
っ
た
里
と
い
う
本
意
を
有
す
る
歌
枕
で
あ
る
。
詠
歌
主
体
が
荒
れ
た
伏
見
里
で

独
り
暮
ら
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、「
窓
」
は
強
調
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

次
の
雑
歌
も
漢
詩
文
で
は
な
く
、
先
行
す
る
和
歌
か
ら
「
窓
」
の
表
現
を
摂
取
し
て
い
る
。

ふ
る
さ
と
に
か
よ
ふ
ゆ
め
ぢ
も
あ
り
な
ま
し
あ
ら
し
の
を
（
お
）

と
を
ま
ど
に
き
か
ず
は
（
689
雑
）

こ
の
679
番
歌
に
つ
い
て
岡
部
氏
が
影
響
関
係
を
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
西
行
の
「
昔
見
し
宿
の
小
松
に
年
ふ
り
て
嵐
の
音
を
梢
に
ぞ

聞
く
」（『
西
行
法
師
家
集
』
552
述
懐
の
心
を
、『
新
古
今
集
』
雑
中
1679
題
し
ら
ず
）
で
あ
る
。
西
行
か
ら
の
影
響
は
、
そ
れ
だ
け
で
は

な
く
〝
窓
の
嵐
〞
に
も
認
め
ら
れ
る
。〝
窓
の
嵐
〞
は
西
行
以
前
に
先
例
が
見
い
だ
せ
な
い
が
、
西
行
に
は
「
あ
ら
し
の
み
と
き

ぐ

ま
ど
に
お
と
づ
れ
て
あ
け
ぬ
る
空
の
名
残
を
ぞ
思
ふ
」（『
山
家
集
』
915
閑
中
暁
）「
谷
風
は
と
を
ふ
き
あ
け
て
い
る
も
の
を
な
に
と
あ

ら
し
の
ま
ど
た
ゝ
く
ら
ん
」（『
山
家
集
』
966
題
し
ら
ず
、『
西
行
法
師
家
集
』
584
）「
ま
ぎ
れ
つ
る
ま
ど
の
あ
ら
し
の
声
と
め
て
ふ
く
る

を
つ
ぐ
る
水
の
音
か
な
」（『
山
家
集
』
1049
深
夜
水
声
と
云
事
を
、
高
野
に
て
人

ぐ
よ
み
け
る
に
）
の
三
例
が
見
ら
れ
る
。

先
に
、「
窓
」
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
漢
詩
に
基
づ
く
表
現
の
一
部
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
。
し
か
し
、
西
行
の

「
窓
」
の
表
現
は
や
や
傾
向
が
異
な
る
。
西
行
が
詠
ん
だ
「
窓
」
の
歌
は
、
他
に
〝
窓
の
霰
〞（『
山
家
集
』
963
）〝
窓
の
入
り
日
〞（
同

1153
）〝
窓
の
櫨
〞（
同
1200
）〝
窓
の
竹
〞（
同
1428
）
が
あ
る
。〝
窓
の
竹
〞
は
漢
詩
文
的
な
発
想
で
あ
る
が
、
そ
の
他
は
〝
窓
の
嵐
〞
も
含

藤
原
良
経
「
西
洞
隠
士
百
首
」
考
（
小
山
）
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め
て
、
ほ
と
ん
ど
が
平
安
時
代
の
「
窓
」
の
表
現
類
型
の
中
に
収
ま
り
き
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
西
行
が
他
の
歌
人
よ
り
も
自
由
に

〝
窓
〞
を
詠
ん
で
い
る
の
は
、
題
詠
中
心
に
和
歌
が
詠
ま
れ
た
院
政
期
に
あ
っ
て
、
率
直
に
自
身
の
心
情
を
和
歌
に
表
し
た
西
行
の
自

由
自
在
な
個
性
の
一
つ
の
現
れ
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
小
田
剛
氏

（
13
）

は
、
西
行
が
詠
ん
だ
〝
窓
〞
は
自
己
の
山
家
、
住
ま
い
の
一
部

を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
僧
侶
で
あ
る
西
行
の
生
活
の
場
が
草
庵
や
寺
院
で
あ
り
、
壁
お
よ
び
〝
窓
〞
は
、

日
常
生
活
の
中
で
目
に
す
る
馴
染
み
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
西
行
が
詠
ん
だ
〝
窓
〞
は
、
漢
詩
文
か
ら
摂
取
し
た
素
材
と
い

う
よ
り
も
、
自
身
の
僧
侶
生
活
か
ら
獲
得
し
た
も
の
で
あ
る
側
面
が
強
く
作
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
マ
ド
」
は
『
倭
名
類
聚
抄
』
に
「

説
文
云
ー
（
反
切
略
）
和
名
末
度
、
穿
レ

壁
以
レ

木
為
二

交
窓
一

也
」「
窓
　
説
文
云
、
在
レ

屋
曰
レ

窓
、（
反
切
略
）
和
名
末
度
（
中
略
）
在
レ

墻
曰
レ

、
兼
名
苑
云
一
名

」
と
あ
り
、

が
屋
外
の
垣
に
、
窓
が
屋
内
の
壁
に

設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
「
穿
レ

壁
以
レ

木
為
二

交
窓
一

也
」
と
、
壁
に
穴
を
開
け
て
木
を
渡
し
た

連
子
窓
を
指
し
て
い
る
。「
櫺
子
」
の
項
に
、「
窓
櫺
子
也
。（
反
切
略
）
欄
檻
及
窓
間
子
也
」
と
あ
る
の
に
も
対
応
し
て
お
り
、
建
築

史
に
お
い
て
も
、
山
田
寺
や
法
隆
寺
に
連
子
窓
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る

（
14
）

。
白
壁
は
大
陸
文
化
の
影
響
を
濃
く
受
け

た
寺
院
か
ら
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
粗
末
な
土
壁
が
庵
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ

貴
族
の
通
常
の
住
居
で
あ
る
寝
殿
造
に
は
壁
が
ほ
と
ん
ど
な
い

（
15
）

た
め
、
寺
院
や
山
家
が
「
壁
」
及
び
「
窓
」
の
在
る
空
間
と
し
て
特

に
意
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
建
築
物
の
開
口
部
と
し
て
「
窓
」
を
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
、
寝
殿
造
の
蔀
・
半
蔀
・
格
子

も
「
窓
」
に
該
当
す
る

（
16
）

。
し
か
し
、「
窓
」
が
和
歌
で
詠
ま
れ
る
時
は
、
概
ね
山
家
や
草
庵
、
僧
院
の
連
子
窓
が
想
定
さ
れ
て
い
る

（
17
）

。

こ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
白
居
易
が
閑
適
生
活
を
詠
ん
だ
詩
で
〝
窓
の
竹
〞
を
好
ん
で
繰
り
返
し
詠
じ
て
い
る
こ
と
も
、
閑
居

に
付
随
す
る
も
の
と
し
て
窓
を
意
識
し
た
一
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
小
田
氏
は
、
貴
族
歌
人
は
漢
詩
文
か
ら
、
隠
遁
歌
人
は

自
己
が
住
む
家
の
一
部
と
し
て
「
窓
」
を
表
現
し
て
お
り
、
捉
え
方
が
異
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
漢
詩
文
か
ら
の
摂
取
に
基
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づ
く
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
自
己
が
住
ま
う
住
居
の
一
部
と
し
て
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
が
「
窓
」
の
詞
で
表
現
さ
れ
る
限
り
、「
窓
」

と
は
隠
逸
的
空
間
を
表
す
詞
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
百
首
で
詠
じ
ら
れ
た
三
首
の
「
窓
」
は
、
閑
居
に
住
む
立
場
か
ら
詠
ん
だ
も
の

で
あ
る
こ
と
を
表
象
し
て
い
る
。
ま
た
、「
軒
」（
626
）「
軒
端
」（
649
・
673
）
も
、「
窓
」
と
同
様
に
山
家
・
閑
居
、
す
な
わ
ち
脱
俗
的

空
間
を
舞
台
と
し
て
い
る
こ
と
を
表
す
題
材
で
あ
る

（
18
）

。

更
に
、「
窓
」
が
表
す
心
情
表
現
の
性
質
を
検
討
し
よ
う
。
住
居
に
ま
つ
わ
る
題
材
は
、
屋
内
か
ら
屋
外
を
見
や
る
詠
歌
主
体
の
視

点
を
提
示
す
る
こ
と
を
、
岩
松
研
吉
郎
氏

（
19
）

が
指
摘
し
て
い
る
。
川
平
ひ
と
し
氏

（
20
）

は
、
そ
れ
に
加
え
、
住
居
系
の
歌
語
及
び
空
間
を
表

象
す
る
歌
語
に
「
１
、
都
の
俗
塵
を
遠
く
離
れ
た
空
間
へ
遠
心
的
に
向
か
う
ヴ
ェ
ク
ト
ル
」「
２
、
他
者
か
ら
切
離
さ
れ
た
、
ひ
と
り

の
内
密
な
空
間
へ
求
心
的
に
収
斂
し
よ
う
と
す
る
ヴ
ェ
ク
ト
ル
」、
す
な
わ
ち
〈
草
庵
的
〉〈
隠
者
的
〉
な
徴
し
を
認
め
て
い
る
。
ま
た

川
平
氏
は
、
和
歌
に
お
い
て
詠
ま
れ
る
建
物
は
、
広
大
な
外
観
で
は
な
く
、
建
物
の
末
端
部
な
い
し
は
縁
辺
部
に
限
ら
れ
、
あ
く
ま
で

も
す
み
か
の
内
部
に
身
を
置
く
立
場
で
花
鳥
風
月
が
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
川
平
氏
の
指
摘
は
、「
窓
」

に
お
い
て
顕
著
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
壁
に
囲
ま
れ
た
空
間
と
は
俗
塵
か
ら
遮
断
さ
れ
た
脱
俗
的
空
間
で
あ
る

（
21
）

。
そ

の
よ
う
な
隠
逸
的
家
屋
へ
と
向
か
う
詠
歌
主
体
の
心
の
有
り
よ
う
と
、
閉
鎖
的
空
間
の
中
で
自
ら
の
内
奥
と
向
か
い
合
う
心
が
表
出
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
詠
ま
れ
た
「
窓
」
と
は
、
外
界
か
ら
閉
ざ
さ
れ
た
草
庵
的
・
隠
者
的
空
間
に
身
を
置
き
な
が
ら
、
む
し
ろ

身
を
置
く
こ
と
で
、
詠
歌
主
体
に
外
界
の
自
然
景
物
を
一
層
鋭
く
知
覚
さ
せ
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

「
窓
」
に
ま
つ
わ
る
景
物
は
、
基
本
的
に
屋
外
に
在
る
か
、
屋
外
か
ら
屋
内
へ
と
入
り
来
る
も
の
で
あ
る
。
梅
・
竹
・
雨
・
月
、
全
て

し
か
り
で
あ
る
。
ま
た
、「
窓
」
が
詠
ま
れ
る
際
、
時
間
帯
は
夕
方
か
ら
明
け
方
ま
で
、
つ
ま
り
夜
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注

目
さ
れ
る
。
思
索
に
耽
る
「
窓
」
の
あ
る
空
間
に
は
、
夜
が
相
応
し
い
の
で
あ
る
。
本
百
首
に
見
ら
れ
る
「
窓
」
の
多
用
は
、
良
経
が

籠
居
中
と
い
う
状
況
を
隠
棲
と
見
な
し
、
そ
の
中
で
自
ら
の
内
面
と
向
き
合
う
姿
勢
を
表
象
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

藤
原
良
経
「
西
洞
隠
士
百
首
」
考
（
小
山
）
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こ
の
よ
う
な
「
窓
」
の
表
現
を
踏
ま
え
て
、
も
う
一
度
、
冬
歌
二
十
首
目
を
顧
み
て
み
よ
う
。

ま
ど
の
う
ち
に
あ
か
月
ち
か
き
と
も
し
火
の
こ
と
し
の
か
げ
は
の
こ
る
と
も
な
し
（
679
冬
）

他
の
景
物
が
、
窓
と
い
う
媒
介
を
通
し
て
屋
外
か
ら
詠
歌
主
体
に
感
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、〝
窓
の
灯
〞
は
あ
く
ま

で
も
屋
内
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
外
の
世
界
と
の
接
点
が
あ
る
空
間
で
あ
り
な
が
ら
も
、
視
線
は
屋
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
残
さ
れ
た
夜
の
時
間
と
生
命
の
象
徴
で
あ
る
灯
火
は
、
隠
遁
的
空
間
を
象
徴
す
る
「
窓
」
の
辺
に
置
か
れ
て
い
る
。

〝
窓
の
灯
〞
を
詠
ん
だ
和
歌
は
、
こ
の
679
番
歌
が
『
新
編
国
歌
大
観
』
の
範
囲
で
初
見
で
あ
る
。〝
窓
の
灯
〞
は
後
に
、
嘉
禄
元
年
（
一

二
二
五
）
四
月
に
道
助
法
親
王
が
主
催
し
た
『
詠
十
首
和
歌
』
で
題
に
採
用
さ
れ
て
お
り
、
承
久
二
年
（
一
二
二
〇
）『
道
助
法
親
王

家
五
十
首
』
の
「
閑
中
灯
」
題
で
も
二
十
二
人
中
十
三
人
の
歌
人
が
〝
窓
の
灯
〞
を
詠
ん
で
い
る
。
赤
羽
淑
氏

（
22
）

は
、「
窓
灯
」
と
い
う

漢
詩
文
か
ら
摂
取
し
た
題
材
が
、
凝
縮
し
た
文
学
空
間
を
和
歌
に
も
た
ら
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
〝
窓
の
灯
〞
に
良
経
が
着
目
し

た
の
は
、
和
漢
に
通
じ
た
歌
人
と
し
て
、
新
た
な
「
窓
」
の
表
現
を
模
索
し
た
の
で
あ
り
、
ま
た
〝
窓
の
灯
〞
が
良
経
の
心
情
や
状
況

を
象
徴
す
る
題
材
と
し
て
適
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
679
番
歌
の
前
歌
は
「
ひ
と
ゝ
せ
を
な
が
め
は
て
つ
る
や
ま
の
は
に
ゆ
き
ゝ
え
な
ば
と
花
や
ま
つ
ら
む
」（
678
冬
）
と
、
上
句

で
山
の
端
を
眺
め
続
け
て
一
年
が
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
と
詠
ん
で
い
る
。
四
季
の
変
化
を
山
家
・
閑
居
か
ら
感
得
し
た
こ
と
、
す
な

わ
ち
政
変
後
の
籠
居
生
活
を
、
山
家
・
閑
居
生
活
と
見
な
し
て
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
こ
こ
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。
そ
し
て
679
番
で
屋
内

へ
と
視
点
が
向
か
う
。
は
か
な
い
「
冬
の
夢
」
が
春
の
訪
れ
に
よ
っ
て
覚
ま
さ
れ
、
現
実
へ
と
立
ち
返
ら
さ
れ
た
と
詠
み
出
さ
れ
た
本

百
首
の
四
季
歌
は
、
俗
世
か
ら
離
れ
た
閑
居
の
中
で
、
灯
火
の
衰
微
に
自
ら
の
命
運
を
重
ね
る
か
の
よ
う
に
、
詠
歌
主
体
の
内
面
へ
と

向
か
う
視
点
で
結
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

一
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二

本
百
首
が
山
家
や
閑
居
に
隠
棲
す
る
視
点
か
ら
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
、
前
節
で
見
て
き
た
。
次
に
、
良
経
の
心
情
表
現
に
つ
い
て

詳
し
く
検
討
し
よ
う
。

本
百
首
の
表
現
を
考
察
す
る
際
に
、
特
徴
的
な
歌
と
し
て
必
ず
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
歌
が
あ
る
。

秋
か
ぜ
の
む
ら
さ
き
く
だ
く
ゝ
さ
む
ら
に
と
き
う
し
な
へ
る
そ
で
ぞ
つ
ゆ
け
き
（
646
秋
）

こ
の
歌
の
第
四
句
「
時
失
へ
る
」
は
、『
源
氏
物
語
』
須
磨
巻
で
光
源
氏
が
詠
じ
た
「
い
つ
か
ま
た
春
の
み
や
こ
の
花
を
見
ん
時
う

し
な
へ
る
山
が
つ
に
し
て
」
を
摂
取
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。「
時
失
へ
る
」
と
は
、
時
流
か
ら
見
放
さ
れ
た
我

が
身
の
表
現
で
あ
る
と
同
時
に
、
光
源
氏
の
失
意
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
歌
が
有
す
る
失
意
表
現
と
は
「
時
失
へ
る
」
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
句
以
外
の
表
現
に
つ
い
て
も
見
て
み

よ
う
。
ま
ず
、
第
二
句
の
「
紫
く
だ
く
」
と
は
「
蘭

苑
嵐
摧
レ　
紫
後
、
蓬
莱
洞
月
照
レ

霜
中
」（『
和
漢
朗
詠
集
』
秋
・
菊
271
菅
原
文

時
）
か
ら
摂
取
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
藤
袴
が
風
に
吹
か
れ
て
散
ら
さ
れ
る
様
を
「
紫
く
だ
く
」
と
表
現
し
て
い
る
。
詞
は

こ
の
「
蘭

苑
嵐
摧
レ

紫
後
」
か
ら
摂
取
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
上
句
全
体
が
踏
ま
え
て
い
る
の
は
、
秋
風
が
叢
の
蘭
を
散
ら
す
と
い

う
趣
向
か
ら
、
次
の
章
句
の
後
半
部
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

扶
桑
豈
無
レ

影
乎
　
浮
雲
掩
而
忽
昏

叢
蘭
豈
不
レ　
馥
乎
　
秋
風
吹
而
先
敗
（『
和
漢
朗
詠
集
』
秋
・
蘭
287
中
書
王
）

こ
の
章
句
の
原
拠
は
、『
本
朝
文
粋
』（
巻
一
賦
）
所
収
の
兼
明
親
王
作
「
兎
裘
賦
」
で
あ
る
。
序
文
に
「
為
二

執
政
者
一

、
枉
被
レ

陥

矣
」
と
あ
る
よ
う
に
、
執
政
者
す
な
わ
ち
藤
原
兼
通
に
陥
れ
ら
れ
て
西
山
に
隠
棲
す
る
こ
と
に
な
っ
た
怒
り
を
陳
べ
た
賦
で
あ
る
。

藤
原
良
経
「
西
洞
隠
士
百
首
」
考
（
小
山
）
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こ
の
句
は
、「
文
子
曰
、
日
月
欲
レ

明
、
浮
雲
蓋
レ

之
。
叢
蘭
欲
レ　
修
、
秋
風
敗
レ　
之
。」（『
藝
文
類
聚
』
歳
時
部
上
・
秋
、
同
薬
草
部

上
・
蘭
、『
初
学
記
』
宝
器
部
花
草
附
・
蘭
）
や
「
日
月
欲
レ

明
、
而
浮
雲
蓋
レ

之
。
蘭
　
欲
レ　
脩
、
而
秋
風
敗
レ　
之
。」（『
准
南
子
』
説

林
訓
）
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
正
安
本
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
裏
書
に
は
、『
文
子
』
の
章
句
と
『
貞
観
政
要
』
巻

六
杜
讒
邪
第
二
三
の
「
叢
蘭
欲
レ

茂
、
秋
風
敗
レ

之
。
王
者
欲
レ

明
、
讒
人
蔽
レ

之
。」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、『
古
事
談
』
第
一

「
道
長
破
二

一
条
天
皇
御
手
習
反
古
一

事
」
に
は
、
一
条
天
皇
の
崩
御
後
、
手
箱
の
反
古
に
「
叢
蘭
欲
レ

茂
秋
風
吹
破
、
王
事
欲
レ

章
讒
臣

乱
レ

国
」
と
あ
っ
た
の
を
道
長
が
見
て
、
自
分
の
こ
と
と
思
い
破
り
捨
て
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。『
貞
観
政
要
』
及
び
そ
れ
を
踏
ま

え
た
一
条
天
皇
の
反
古
は
、「
蘭
」
が
帝
王
を
象
徴
し
て
い
る
が
、『
文
選
』
巻
三
二
・
『
楚
辞
』
所
収
の
「
離
騒
」
で
は
、
蘭
が
高
潔

な
人
格
を
持
つ
忠
臣
の
象
徴
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
以
降
の
漢
詩
文
に
お
け
る
用
例
も
忠
臣
を
意
味
す
る
も
の
が
多
い
。
蘭
が
表

す
の
は
、
帝
王
そ
の
も
の
を
指
す
と
い
う
よ
り
も
、
正
し
い
政
治
を
行
お
う
と
す
る
身
を
表
す
と
考
え
ら
れ
る
。
良
経
歌
に
お
い
て
も

蘭
は
忠
臣
で
あ
る
自
身
の
比
喩
で
あ
る
と
解
せ
る
。
蘭
が
秋
風
に
よ
っ
て
「
摧
」
か
れ
る
と
は
、
忠
臣
・
賢
臣
が
讒
臣
に
よ
っ
て
挫
折

さ
せ
ら
れ
る
こ
と
を
象
徴
す
る
こ
と
を
、
趙
力
偉
氏

（
23
）

が
俊
成
の
「
ふ
ぢ
ば
か
ま
あ
ら
し
た
ち
ぬ
る
色
よ
り
も
く
だ
け
て
も
の
は
我
ぞ

か
な
し
き
」（『
長
秋
詠
藻
』
143
述
懐
百
首
・
秋
・
蘭
）
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
良
経
の
646
番
歌
も
俊
成
歌
か
ら
影
響
を
受
け
て
い

る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
第
五
句
「
袖
ぞ
露
け
き
」
は
「
風
が
ふ
け
ば
ま
づ
や
ぶ
れ
ぬ
る
く
さ
の
は
に
よ
そ
ふ
る
か
ら
に
そ
で
ぞ
つ
ゆ
け
き
」

（『
後
拾
遺
集
』
釈
教
1189
公
任
、
維
摩
経
十
喩
の
な
か
に
此
身
芭
蕉
の
ご
と
し
と
い
ふ
心
を
）
が
風
に
破
れ
（
砕
け
）
た
草
を
我
が
身
に

よ
そ
え
る
と
い
う
趣
向
も
一
致
し
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
摂
取
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
本
百
首
に
は
良

経
自
身
を
屈
原
に
重
ね
合
わ
せ
た
歌
が
見
ら
れ
る
が
、
646
番
歌
も
「
離
騒
」
第
八
段
の
「
曽
歔
欷
余
鬱
邑
兮
、
哀
二

朕
時
之
不
一
レ　
当
。

攬
二

茹

一

以
掩
レ

涕
兮
、
霑
二　
余
襟
一

之
浪
浪
。」
は
、「
時
の
当
た
ら
ざ
る
」「
余
が
襟
を
霑
し
て
」
の
表
現
が
、
646
番
歌
の
「
時
失
へ

る
」「
袖
ぞ
露
け
き
」
に
近
似
し
て
お
り
、
影
響
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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す
な
わ
ち
、
こ
の
646
番
歌
で
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
、
表
面
上
は
、
秋
風
に
よ
っ
て
吹
き
散
ら
さ
れ
る
蘭
の
叢
に
、
失
脚
し
た
私
の
袖

は
、
蘭
に
置
く
露
の
よ
う
な
涙
で
濡
れ
て
い
る
、
の
意
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
の
は
、
讒
臣
の
た
め
に
忠
臣
で
あ
る
自
身

が
不
遇
の
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
嘆
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
時
失
へ
る
」
と
い
う
失
意
表
現
の
み
で
は
な
く
、
そ
れ
が

讒
臣
の
奸
佞
に
よ
っ
て
忠
臣
で
あ
る
自
ら
が
陥
れ
ら
れ
た
結
果
で
あ
る
こ
と
を
、
蘭
と
秋
風
の
象
徴
的
意
味
を
用
い
、
一
読
す
る
と
叙

景
で
あ
る
上
句
に
よ
っ
て
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
一
首
を
蘭
と
秋
風
の
寓
す
る
と
こ
ろ
を
踏
ま
え
て
読
む
と
、「
時
失
へ
る
」
と
い
う

光
源
氏
に
重
ね
ら
れ
た
不
遇
意
識
を
述
べ
た
句
の
み
で
は
な
く
、
上
句
に
も
、
叙
景
に
暗
喩
さ
れ
た
怒
り
や
失
意
、
政
治
批
判
を
読
み

と
る
こ
と
が
で
き
る
。
良
経
は
漢
詩
取
り
技
法
を
用
い
る
こ
と
で
、
叙
景
に
現
在
の
状
況
を
生
ん
だ
理
由
を
象
徴
さ
せ
て
い
る
の
で
あ

る
。646

番
歌
と
対
を
な
す
か
の
よ
う
な
歌
が
、
次
の
歌
で
あ
る
。

て
ら
す
日
を
ゝ
（
お
）
ほ
へ
る
く
も
の
く
ら
き
こ
そ
う
き
み
に
は
れ
ぬ
し
ぐ
れ
な
り
け
れ
（
666
冬
）

こ
の
歌
は
、
先
掲
の
章
句
の
前
半
部
を
踏
ま
え
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

扶
桑
豈
無
レ　
影
乎
　
浮
雲
掩
而
忽
昏

叢
蘭
豈
不
レ

馥
乎
　
秋
風
吹
而
先
敗
（『
和
漢
朗
詠
集
』
秋
・
蘭
287
）

後
半
部
を
踏
ま
え
た
646
番
歌
は
、
蘭
が
忠
臣
を
、
秋
風
が
讒
臣
を
象
徴
す
る
こ
と
を
先
に
述
べ
た
。「
扶
桑
」
は
太
陽
の
こ
と
で
あ

り
、「
太
陽
―
浮
雲
」
と
「
蘭
―
秋
風
」
を
対
句
で
用
い
る
の
は
、
先
掲
の
「
文
子
曰
、
日
月
欲
レ　
明
、
浮
雲
蓋
レ　
之
。
蘭
叢
脩
レ

発
、

秋
風
敗
レ

之
。」（『
藝
文
類
聚
』
歳
事
部
・
秋
、
同
薬
草
部
上
・
蘭
、『
初
学
記
』
宝
器
部
花
草
附
・
蘭
）「
日
月
欲
レ　
明
、
而
浮
雲
蓋
レ

之
。
蘭

欲
レ

脩
、
而
秋
風
敗
レ

之
。」（『
准
南
子
』
説
林
訓
）
に
お
い
て
も
同
様
に
認
め
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
〝
浮
雲
が
太
陽
を
覆
う
〞
と
い
う
表
現
は
、
次
の
詩
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

藤
原
良
経
「
西
洞
隠
士
百
首
」
考
（
小
山
）
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行
行
重
行
行
、
与
レ

君
生
別
離
。
相
去
万
余
里
、
各
在
二

天
一
涯
一

。
道
路
阻
且
長
、
会
面
安
可
レ

知
。
胡
馬
依
二

北
風
一

、
越
鳥
巣
二

南
枝
一

。
相
去
日
已
遠
、
衣
帯
日
已
緩
。
浮
雲
蔽
二　
白
日
一　
、
遊
子
不
二

顧
反
一

。
思
レ

君
令
二

人
老
一

、

月
忽
已
晩
。
弃
捐
勿
二

復

道
一

、
努
力
加
二

餐
飯
一

。

（『
文
選
』
巻
二
九
雑
詩
上
「
古
詩
十
九
首
」
一
、『
玉
台
新
詠
』
巻
一
「
雑
詩
九
首
」
三
・
枚
乗
、『
藝
文
類
聚
』
人
部
十

三
・
別
上
）

こ
の
詩
は
、
遠
行
の
夫
を
思
い
遣
る
妻
の
詩
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
傍
線
部
も
夫
と
隔
て
ら
れ
て
い
る
妻
の
悲
し
み
と
現
代
で
は
解

釈
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
中
国
の
古
注
で
は
、
こ
の
詩
を
讒
言
に
あ
っ
て
国
を
追
わ
れ
た
忠
臣
の
情
を
陳
べ
た
も
の
と
し
、
傍
線
部
も

李
善
注
は
「
白
日
」
を
忠
臣
、「
浮
雲
」
を
讒
臣
の
象
徴
と
解
す
る
。
但
し
五
臣
注
の
劉
良
は
、「
白
日
」
を
君
主
の
、「
浮
雲
」
を
讒

臣
の
比
喩
と
解
し
て
い
る

（
24
）

。
兼
明
親
王
の
章
句
に
つ
い
て
、『
和
漢
朗
詠
集
』
の
古
注
に
も
こ
の
『
文
選
』
詩
句
が
引
用
さ
れ
て
い
る

が
、
院
政
期
に
成
立
し
た
『
和
漢
朗
詠
集
私
注
』
で
は
、
李
善
注
を
引
用
し
な
が
ら
も
「
白
日
」
の
解
釈
に
つ
い
て
二
説
を
並
記
し
て

い
る
。
こ
の
頃
既
に
、『
文
選
』
詩
句
お
よ
び
『
和
漢
朗
詠
集
』
章
句
の
解
釈
が
揺
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
良

経
が
い
ず
れ
の
解
を
取
っ
て
い
た
の
か
不
明
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、『
和
漢
朗
詠
集
新
釋
』（
金
子
元
臣
校
注
）、
新
潮
日
本
古
典
集
成

『
和
漢
朗
詠
集
』（
大
曽
根
章
介
校
注
）、
小
学
館
新
日
本
古
典
文
学
全
集
『
和
漢
朗
詠
集
』（
菅
野
禮
行
校
注
）
が
解
釈
す
る
よ
う
に
、

「
白
日
」
を
君
主
の
喩
と
取
り
、
上
句
「
照
ら
す
日
を
お
ほ
へ
る
雲
の
暗
き
」
と
は
、
後
鳥
羽
院
の
英
明
を
讒
臣
・
通
親
の
奸
佞
が
曇

ら
せ
て
い
る
状
況
を
指
し
て
い
る
と
解
し
て
お
く
。
下
句
の
「
憂
き
身
に
晴
れ
ぬ
時
雨
」
―
我
が
憂
き
身
の
流
す
涙
は
、
上
句
が
象
徴

す
る
失
政
の
た
め
で
あ
る
と
、
現
在
の
状
況
を
生
ん
だ
理
由
を
示
し
て
646
番
歌
と
同
様
の
嘆
き
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
二
首
は
、
一
読
す
る
と
叙
景
に
見
え
る
表
現
の
背
後
に
、
象
徴
的
意
味
を
内
包
し
て
い
る
。
そ
の
象
徴
的
意
味
と
は
、
忠
臣
で

あ
る
我
が
身
が
、
讒
臣
（
直
接
に
は
通
親
）
に
よ
っ
て
政
治
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
良
経
が
自
身
の
心
情
を

一
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漢
詩
取
り
を
用
い
て
叙
景
に
託
す
形
を
取
り
、
直
截
的
な
表
現
を
取
ら
な
か
っ
た
の
は
、
露
わ
な
形
で
の
批
判
が
危
険
で
あ
る
と
考
え

た
こ
と
が
一
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
九
条
家
の
人
々
を
退
任
・
籠
居
へ
と
追
い
や
っ
た
通
親
に
対
す
る
批
判
は
、
通
親
に
と
ど
ま
ら

ず
、
そ
の
讒
言
を
入
れ
た
後
鳥
羽
院
の
失
政
へ
の
批
判
に
も
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
叙
景
の
中
に
政

治
批
判
を
こ
め
る
、
す
な
わ
ち
漢
詩
で
比
興
に
該
当
す
る
和
歌
を
試
み
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
単
に
「
時
失
へ
る
」

―
失
脚
し
た
と
い
う
こ
と
を
詠
出
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
讒
臣
（
通
親
）
に
陥
れ
ら
れ
た
結
果
で
あ
る
こ
と
、
良
経
自
身

は
あ
く
ま
で
も
忠
臣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
叙
景
の
象
徴
性
を
用
い
て
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
雑
歌
の
「
く
も
り
な
き

ほ
し
の
ひ
か
り
を
あ
ふ
ぎ
て
も
あ
や
ま
た
ぬ
み
を
な
を
（
ほ
）
ぞ
う
た
が
ふ
」（
692
）
は
、
直
截
的
に
嘆
き
を
表
白
し
、
自
ら
の
潔
白
を
訴
え

る
。
四
季
歌
で
は
、
こ
の
嘆
き
の
原
因
を
通
親
が
作
っ
た
こ
と
を
叙
景
に
託
し
て
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
本
百
首
か
ら
『
新
古
今
集
』
に
は
一
首
も
採
ら
れ
て
お
ら
ず
、
良
経
自
身
が
、
本
百
首
を
撰
集
資
料
と
し
て
提
出
し
な
か

っ
た
と
推
測
で
き
る
。
久
保
田
氏
は
、
こ
れ
は
後
鳥
羽
院
に
対
す
る
配
慮
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
政
界
に
復
帰
し
摂
政
太
政
大
臣
を
務
め

る
良
経
本
人
の
古
傷
に
触
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
但
し
後
鳥
羽
院
だ
け
で
は
な
く
、
通
親
に
対
す
る
配
慮

も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
新
古
今
集
』
撰
進
時
代
、
通
親
は
和
歌
所
の
寄
人
で
あ
り
、
更
に
は
『
新
古
今
集
』
撰
者
の
一

人
の
通
具
は
通
親
の
息
子
で
あ
っ
た
か
ら
、
讒
臣
と
し
て
通
親
が
糾
弾
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
本
百
首
は
、
用
い
る
こ
と
を
避
け
ら
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三

次
の
一
首
も
、
や
は
り
叙
景
の
中
に
寓
意
が
あ
る
と
解
せ
る
歌
で
あ
る
。

藤
原
良
経
「
西
洞
隠
士
百
首
」
考
（
小
山
）
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な
つ
ふ
か
み
い
り
え
の
は
ち
す
さ
き
に
け
り
な
み
に
う
た
ひ
て
す
ぐ
る
ふ
な
人
（
633
夏
）

舟
人
が
歌
を
歌
う
姿
は
、
漢
詩
文
で
は
「
棹
歌
」「
櫂
歌
」
な
ど
の
熟
語
が
あ
り
、
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
但
し
「
波
に
歌

ひ
て
過
ぐ
る
」
と
い
う
詞
か
ら
、
こ
の
歌
の
下
句
は
、
屈
原
の
「
漁
父
辞
」
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

追
放
さ
れ
た
屈
原
は
、
湘
江
の
ほ
と
り
で
漁
父
に
会
う
。
自
ら
の
清
廉
の
た
め
に
放
逐
さ
れ
た
と
語
る
屈
原
に
、
漁
父
は
、
衆
人
と

同
様
に
濁
り
に
任
せ
れ
ば
よ
い
と
説
く
。

屈
原
曰
、
吾
聞
レ

之
。
新
沐
者
必
弾
レ

冠
、
新
浴
者
必
振
レ

衣
。
安
能
以
二

身
之
察
察
一

、
受
二

物
之

者
一

乎
。
寧
赴
二

湘
流
一

、

葬
二

於
江
魚
腹
中
一

、
安
能
以
二

皓
皓
之
白
一

、
蒙
二

世
俗
之
塵
埃
一

乎
。
漁
父
莞
　
而
笑
、
鼓
レ　
　
而
去
。
乃
歌
曰
、
滄
浪
之
水
清

兮
、
可
三　
以
濯
二　
我
纓
一　
、
滄
浪
之
水
濁
兮
、
可
三　
以
濯
二　
我
足
一　
。
遂
去
不
二　
復
与
一
レ　
言
。

（『
文
選
』
巻
三
三
騒
下
・
屈
原
「
漁
父
」、『
楚
辞
』「
漁
父
」）

た
と
え
死
ん
だ
と
し
て
も
、
世
俗
の
塵
埃
に
ま
み
れ
て
潔
白
な
我
が
身
を
汚
す
こ
と
は
し
な
い
と
述
べ
る
屈
原
に
対
し
て
、
漁
父
は

笑
っ
て
傍
線
部
の
よ
う
に
歌
っ
て
去
る
。「
滄
浪
の
水
清
ま
ば
、
以
て
吾
が
纓
を
洗
う
べ
く
、
滄
浪
の
水
濁
ら
ば
、
以
て
我
足
を
濯
ぐ

べ
し
」
と
は
、
政
道
が
正
し
く
行
わ
れ
て
お
れ
ば
朝
廷
に
仕
え
る
こ
と
が
で
き
、
政
道
が
誤
っ
て
お
れ
ば
官
を
辞
し
て
隠
遁
す
る
こ
と

が
で
き
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

良
経
の
「
波
に
歌
ひ
て
過
ぐ
る
舟
人
」
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
舟
人
す
な
わ
ち
漁
父
が
滄
浪
歌
を
歌
い
な
が
ら
過
ぎ
て
行
く
、
の

意
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
漁
父
が
歌
う
政
道
の
正
誤
を
説
く
歌
を
聞
く
良
経
は
、
清
廉
で
あ
っ
た
が
故
に
放
逐
さ
れ

た
屈
原
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
上
句
の
「
入
り
江
の
蓮
」
と
は
、『
法
華
経
』
従
地
涌
出
品
の
「
不
レ

染
二

世

間
法
一

、
如
二

蓮
華
在
一
レ

水
」、
ま
た
は
そ
れ
を
踏
ま
え
た
「
は
ち
す
ば
の
に
ご
り
に
し
ま
ぬ
こ
ゝ
ろ
も
て
な
に
か
は
つ
ゆ
を
た
ま
と
あ

ざ
む
く
」（『
古
今
集
』
夏
165
僧
正
遍
昭
、
は
ち
す
の
露
を
み
て
よ
め
る
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
濁
り
の
中
に
咲
い
て
も
清
く
美
し
い
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も
の
、
す
な
わ
ち
清
廉
な
人
格
の
象
徴
で
あ
る
。
清
廉
な
人
格
を
象
徴
す
る
蓮
を
眼
前
に
し
て
、
政
道
の
清
濁
に
よ
っ
て
進
退
を
決
め

れ
ば
よ
い
と
歌
う
漁
父
の
歌
を
聞
く
。
そ
れ
は
、
自
ら
の
潔
白
を
確
認
す
る
か
の
よ
う
な
情
景
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
歌
に
続
く
634
番
歌
も
、「
江
」
を
詠
ん
で
い
る
。

み
だ
れ
あ
し
の
つ
ゆ
の
た
ま
ゆ
ら
舟
と
め
て
ほ
の
み
し
ま
江
に
す
ゞ
む
く
れ
か
な
（
634
夏
）

こ
の
634
番
歌
は
、
俊
頼
の
「
な
が
れ
あ
し
の
う
き
こ
と
を
の
み
ゝ
し
ま
え
に
あ
と
ゝ
ゞ
む
べ
き
こ
ゝ
ち
こ
そ
せ
ね
」（『
散
木
奇
歌
集
』

1475
み
を
う
ら
み
う
ん
を
は
づ
る
ざ
う
う
た
百
す（
首
）
）
か
ら
表
現
を
摂
取
し
て
い
る
こ
と
が
、
石
川
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
俊

頼
歌
は
「
恨
レ

躬
恥
レ

運
雑
歌
百
首
」
と
い
う
、
我
が
身
の
不
遇
を
嘆
く
百
首
歌
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
百
首
が
建
久
の
政
変

後
の
籠
居
中
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
背
景
を
踏
ま
え
、
良
経
の
歌
に
発
想
の
面
で
も
主
題
の
面
で
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
の
一
首
の
表
現
を
、
俊
頼
歌
の
摂
取
と
い
う
側
面
以
外
か
ら
も
検
討
し
よ
う
。
ま
ず
、
三
島
江
は
蘆
を
景
物
と
し
て
有
す
る
歌
枕

で
あ
る
。
三
島
江
の
蘆
に
置
い
た
露
が
は
か
な
さ
を
表
す
と
い
う
趣
向
は
、「
み
し
ま
え
の
あ
し
の
う
ら
つ
ゆ
う
ち
は
ら
ひ
あ
な
か
り

そ
め
の
よ
の
あ
り
さ
ま
や
」（『
行
尊
大
僧
正
集
』
47
み
し
ま
え
の
わ
た
り
に
を
の
こ
の
あ
る
が
、
あ
し
の
露
を
う
ち
は
ら
ひ
つ
つ
か
る

を
み
て
）
に
先
例
が
見
ら
れ
、
こ
の
歌
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
更
に
第
二
句
「
露
の
た
ま
ゆ
ら
」
は
、
定
家

が
建
久
七
年
（
一
一
九
六
）
九
月
十
八
日
に
詠
ん
だ
「
は
る
よ
た
ゞ
つ
ゆ
の
た
ま
ゆ
ら
な
が
め
し
て
な
ぐ
さ
む
花
の
い
ろ
は
移
ぬ
」

（『
拾
遺
愚
草
』
1614
韻
歌
百
廿
八
首
和
歌
・
春
）
か
ら
摂
取
し
た
も
の
で
あ
る
。
634
番
歌
は
、
こ
れ
ら
の
先
行
和
歌
か
ら
影
響
を
受
け
た

り
表
現
を
摂
取
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

但
し
良
経
の
634
番
歌
に
は
、
こ
れ
ら
の
先
行
和
歌
の
み
で
な
く
、
次
の
漢
詩
句
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

観
レ

身
岸
額
離
レ

根
草
　
論
レ

命
江
頭
不
レ

繋
舟
（『
和
漢
朗
詠
集
』
雑
・
無
常
790
羅
惟
）

藤
原
良
経
「
西
洞
隠
士
百
首
」
考
（
小
山
）
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そ
も
そ
も
俊
頼
歌
の
、
江
に
浮
く
流
れ
蘆
に
、
足
跡
を
留
め
な
い
自
ら
を
重
ね
る
と
い
う
表
現
の
背
景
に
、
こ
の
漢
詩
句
の
前
半
が

揺
曳
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
25
）

。
そ
の
上
で
634
番
歌
を
俊
頼
歌
と
比
較
す
る
と
、
良
経
は
江
に
泊
め
た
舟
を
詠
み
込
み
、
漢

詩
句
の
後
半
部
「
論
レ

命
江
頭
不
レ

繋
舟
」
も
一
首
に
取
り
込
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
。「
露
の
た
ま
ゆ
ら
舟
泊
め
て
」
と
は
、
蘆
に

置
く
露
の
よ
う
に
束
の
間
、
舟
を
泊
め
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
本
文
の
「
不
レ

繋
舟
」、
す
な
わ
ち
繋
い
で
い
な
い
舟
を
和
歌
に

翻
案
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
ほ
の
み
し
ま
江
に
」
に
「
ほ
の
見
し
間
」
が
掛
か
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
束
の
間
の
時
間
で
あ
る
こ

と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
634
番
歌
に
詠
ま
れ
た
「
舟
」
は
、
俊
頼
歌
に
新
た
に
題
材
を
付
け
加
え
た
だ
け
で
は
な
く
、
俊
頼
歌
が
踏
ま

え
る
漢
詩
句
を
、
本
文
と
し
て
更
に
は
っ
き
り
と
踏
ま
え
る
た
め
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
俊
頼
歌
が
「
憂
き
事
を
の
み
み
（
見
）
」「
跡
と
ど
む
べ
き
心
地
こ
そ
せ
ね
」
と
直
截
的
に
嘆
き
を
述
懐
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

良
経
の
634
番
歌
は
、
表
面
的
に
は
心
情
の
流
露
は
見
ら
れ
な
い
。
一
首
の
表
面
上
の
意
は
あ
く
ま
で
も
、
乱
れ
蘆
に
置
く
露
の
よ
う
に

束
の
間
舟
を
泊
め
て
、
三
島
江
で
涼
む
夕
暮
れ
で
あ
る
よ
、
で
あ
る
。
し
か
し
、『
和
漢
朗
詠
集
』
詩
句
を
踏
ま
え
て
読
む
と
、「
乱
れ

蘆
」
が
「
岸
額
離
レ

根
草
」
に
、「
露
の
た
ま
ゆ
ら
舟
と
め
て
」
が
「
江
頭
不
レ

繋
舟
」
に
対
応
し
、
更
に
そ
れ
が
「
身
」「
命
」
に
喩

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
良
経
自
身
の
命
運
の
象
徴
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
下
句
で
は
、
夏
の
夕
暮
れ
、
三
島
江
の
ほ
と
り
で

涼
を
楽
し
む
詠
歌
主
体
の
姿
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
詠
歌
主
体
の
眼
前
に
あ
る
風
景
は
、
詠
歌
主
体
の
命
運
の
頼
り
な
さ
・
は

か
な
さ
を
象
徴
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
石
川
氏
は
俊
頼
の
述
懐
歌
の
表
現
を
摂
取
す
る
こ
と
で
、
良
経
自
身
の
暗
い
現
実
と
慨
嘆
を
表

出
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
但
し
俊
頼
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
述
懐
は
直
截
に
表
現
せ
ず
、
本
文
の
詩
句
が
有
す
る
無
常
観
を
叙

景
に
寓
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
歌
と
続
け
て
詠
む
時
、
634
番
歌
で
詠
ま
れ
た
命
運
の
は
か
な
さ
と
は
、
屈
原
の
よ
う
に
政
治
の
場
を

放
逐
さ
れ
流
浪
す
る
身
の
は
か
な
さ
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
前
節
で
、
雑
歌
に
お
い
て
は
直
截
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
心
情
を
、
四
季
歌
で
は
叙
景
に
託
し
た
例
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た

一
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が
、
こ
の
場
合
も
「
か
く
て
し
も
き
え
や
は
て
む
と
し
ら
つ
ゆ
の
を
き
ど
こ
ろ
な
き
み
を
ゝ
し
む
か
な
」（
696
雑
）
と
、
634
番
歌
と
同

様
に
流
離
す
る
身
の
嘆
き
を
詠
ん
だ
も
の
が
雑
歌
に
あ
る
。
四
季
歌
と
呼
応
す
る
か
の
よ
う
な
雑
歌
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
四
季
歌
に

お
け
る
心
情
表
現
を
、
雑
歌
で
は
よ
り
直
截
表
白
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
側
面
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

次
の
歌
も
、
俊
頼
摂
取
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
歌
で
あ
る
。

い
け
の
う
へ
の
ひ
し
の
う
き
は
も
わ
か
ぬ
ま
で
ひ
と
つ
に
し
げ
る
に
は
の
よ
も
ぎ
ふ
（
628
夏
）

こ
の
歌
も
、
俊
頼
の
「
あ
さ
り
せ
し
水
の
み
さ
び
に
と
ぢ
ら
れ
て
ひ
し
の
う
き
は
に
か
は
づ
な
く
な
り
」（『
千
載
集
』
夏
203
題
し
ら

ず
、『
散
木
奇
歌
集
』
278
中
宮
御
堂
に
て
人
人
歌
よ
み
け
る
に
、
か
は
づ
を
よ
め
る
）
か
ら
の
表
現
摂
取
が
久
保
田
氏
・
石
川
氏
に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
後
に
良
経
は
、
俊
頼
歌
を
本
歌
取
り
し
て
「
み
さ
び
え
の
ひ
し
の
う
き
は
に
か
く
ろ
へ
て
か
は
づ
な
く
な
り

ゆ
ふ
だ
ち
の
そ
ら
」（
828
夏
、『
千
五
百
番
歌
合
』
夏
二
842
四
百
二
十
二
番
左
）
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
828
番
歌
は
、
俊
頼
歌
と
同
様
に

「
み
さ
び
」「
か
は
づ
」
を
詠
ん
で
い
る
が
、
628
番
歌
が
俊
頼
歌
か
ら
摂
取
し
て
い
る
の
は
俊
頼
歌
以
前
に
例
を
見
な
い
「
菱
の
浮
き
葉
」

と
い
う
詞
の
み
で
あ
る
。

628
番
歌
は
、
池
上
の
菱
と
区
別
が
付
か
な
く
な
る
ま
で
庭
の
蓬
が
茂
っ
た
情
景
を
詠
ん
で
い
る
。「
庭
の
蓬
生
」
と
い
う
措
辞
は
新

古
今
時
代
に
流
行
し
、
そ
の
多
く
は
「
な
ら
ひ
こ
し
た
が
い
つ
は
り
も
ま
だ
し
ら
で
ま
つ
と
せ
し
ま
の
に
は
の
よ
も
ぎ
ふ
」（『
新
古
今

集
』
恋
四
1285
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女
、
千
五
百
番
哥
合
に
）
の
よ
う
に
、
恋
歌
に
お
い
て
恋
人
が
通
わ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
示
す
題
材

で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
源
氏
物
語
』
蓬
生
巻
の
光
源
氏
詠
「
た
づ
ね
て
も
わ
れ
こ
そ
と
は
め
道
も
な
く
深
き
蓬
の
も
と
の
心
を
」
な
ど
、

物
語
的
な
「
蓬
」
の
認
識
が
背
景
に
あ
る
。

一
方
「
菱
」
は
、
そ
の
実
を
採
る
様
が
江
南
弄
七
曲
の
一
つ
「
採
菱
歌
」
に
描
か
れ

（
26
）

、
終
日
菱
を
採
り
な
が
ら
、
ま
た
は
そ
の
様
子

を
眺
め
な
が
ら
過
ご
す
と
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。
実
以
外
の
部
分
も
、「
鏡
中
有
レ

浪
動
二

菱
蔓
一

、
陌
上
無
レ

風
飄
二

柳
花
一

」（『
千

藤
原
良
経
「
西
洞
隠
士
百
首
」
考
（
小
山
）

一
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載
佳
句
』
四
時
部
・
暮
春
106
温
庭

）「
梧
楸桐
イ

葉
暗
蕭
々
雨
、
菱
　
花
香
澹
々
風
」（
同
・
四
時
部
・
夏
興
129
許
渾
）
と
詠
ま
れ
、
菱
は

暮
春
か
ら
初
夏
に
か
け
て
の
う
ら
ら
か
な
情
景
を
表
す
景
物
で
あ
る
。
ま
た
菱
は
、
宮
殿
の
池
に
生
え
る
も
の
と
し
て
漢
詩
文
に
描
か

れ
る
こ
と
が
多
い
。『
藝
文
類
聚
』
所
引
の
漢
代
劉

「
甘
泉
宮
賦
」（
居
所
部
二
・
宮
）
に
は
、「
深
林
蒲
葦
、
涌
水
清
泉
。
芙
蓉

、
菱
　
蘋

。」、
魏
代
夏
侯
恵
「
景
福
殿
賦
」（
居
所
部
二
・
殿
）
に
も
「
周
覧
菱
荷
、
流
彩
的

、
微
秀
発
レ

華
。
繊
茎

。」

と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、「
菱
」
が
豪
華
な
宮
殿
の
池
を
連
想
さ
せ
る
植
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。「
菱
」
は
過
去
の
九

条
邸
の
明
る
く
華
や
か
な
情
景
を
象
徴
し
て
い
る
と
解
せ
る
。

更
に
、『
藝
文
類
聚
』
所
引
の
晋
代
杜
恕
「
篤
論
」（
草
部
・
萍
）
に
は
、「
夫
萍
与
菱
之
浮
、
相
似
也
。
菱
植
レ

根
、
萍
随
レ

波
。
是

以
下
堯
舜
嘆
二

巧
言
乱
一
レ

徳
、
仲
尼
悪
上
二

紫
之
奪
一
レ

朱
。」
と
、
菱
と
萍
と
は
水
上
に
生
じ
る
浮
き
葉
と
い
う
共
通
点
は
あ
る
が
、

菱
は
水
中
に
根
差
す
も
の
で
あ
り
、
波
に
随
っ
て
流
れ
る
根
無
し
草
の
萍
よ
り
も
優
れ
た
も
の
と
意
識
さ
れ
て
い
た
。「
離
騒
」
に
は

「
製
二

荷
一

以
為
レ

衣
兮
　
集
二

芙
蓉
一

以
為
レ

裳
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
『
藝
文
類
聚
』
草
部
下
・
菱
に
も
引
か
れ
て
い
る
。
菱
は
蓮
と

並
ん
で
清
ら
か
で
高
潔
な
も
の
の
象
徴
で
あ
っ
た
。

そ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、「
ヨ
モ
ギ
」
が
凡
俗
な
人
間
や
品
性
の
象
徴
と
し
て
漢
詩
文
に
表
れ
る
こ
と
に
も
注
目
さ
れ
る
。『
楚
辞
』
離

騒
で
「
艾
ヨ
モ
ギ
」
は
、「
戸
服
レ

艾
以
盈
レ

要
兮
　
謂
二

幽
蘭
其
不
一
レ

可
レ

佩
」「
何
昔
日
之
芳
草
兮
　
今
直
為
二

此
蕭
艾
一

也
」
と
、
高
潔
な
人

格
の
象
徴
で
あ
る
「
蘭
」「
芳
草
」
と
対
比
さ
れ
、
凡
俗
な
人
間
を
象
徴
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
蘭
」
と
対
照
し
て
用
い
ら
れ
る

こ
と
が
多
く
、「
香
茎
与
臭
葉
、
日
夜
倶
長
大
。
鋤
レ

艾
恐
レ

傷
レ

蘭
、
漑
レ

蘭
恐
レ

滋
レ

艾
。」（『
白
氏
文
集
』
巻
一
「
問
レ

友
詩
」）、「
若

然
則
、
曲
阜
尼
丘
、
比
二

培

一

而
無
レ

別
、
紫
蘭
紅

、
渾
二

蕭
艾
一

而
不
レ

分
」（『
本
朝
文
粋
』
巻
十
二
論
・
都
良
香
「
弁
二

薫
蕕
一

論
」）

な
ど
、
唐
詩
・
日
本
漢
詩
に
も
頻
繁
に
見
ら
れ
る
。

池
の
「
菱
の
浮
き
葉
」
と
区
別
が
付
か
な
く
な
る
ま
で
「
庭
の
蓬
生
」
が
茂
っ
た
と
い
う
情
景
は
、
時
流
か
ら
見
放
さ
れ
た
良
経
の

二
〇
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邸
宅
が
荒
れ
果
て
て
ゆ
く
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
と
と
も
に
、
優
れ
た
清
廉
が
、
凡
俗
に
よ
っ
て
浸
食
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
を

象
徴
す
る
情
景
と
も
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
源
氏
物
語
』
や
俊
頼
の
表
現
を
摂
取
し
な
が
ら
、
漢
詩
文
を
取
る
こ
と
で
、
良
経
の
状
況
や
心
情
の
表
現
が
よ
り
具
体
的
に
深
く

な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
漢
詩
文
摂
取
に
よ
っ
て
、
良
経
は
四
季
歌
の
中
で
季
節
に
ふ
さ
わ
し
い
叙
景
表
現
と
政
治
批
判

を
両
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
百
首
に
見
ら
れ
る
政
治
批
判
は
、
政
変
と
九
条
家
の
失
脚
、
籠
居
を
め
ぐ
る
も
の
が
中
心
で
あ
る
。

し
か
し
数
は
少
な
い
が
、
個
人
的
な
事
情
に
と
ど
ま
ら
な
い
政
治
性
の
あ
る
歌
も
見
出
せ
る
。

こ
の
ご
ろ
の
を
の
ゝ
さ
と
人
い
と
ま
な
み
す
み
や
く
け
ぶ
り
や
ま
に
た
な
び
く
（
676
冬
）

こ
の
歌
は
炭
焼
き
を
を
詠
ん
だ
歌
で
、「
い
と
ま
な
み
」
と
絶
え
間
な
く
炭
を
焼
く
様
子
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
こ
の
ご
ろ
」

で
は
絶
え
間
な
く
炭
を
焼
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、『
白
氏
文
集
』
巻
四
「
売
炭
翁
」
を
踏
ま
え
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。「
売
炭
翁
」
は
、「
売
炭
翁
売
炭
翁
、
伐
レ

薪
焼
レ

炭
南
山
。
満
レ

面
塵
灰
烟
火
色
、
両
鬢
蒼
々
十
指
黒
。
売
レ

炭
得
レ

銭
何
所
レ

営
、
身
上
衣
裳
口
中
食
。
可
レ

憐
衣
正
単
、
心
憂
二

炭
賤
一

願
二

天
寒
一

。」
と
、
炭
が
廉
価
で
あ
る
た
め
に
、
い
く
ら
働
い
て
も
稼
ぎ
は

微
々
た
る
も
の
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
炭
を
車
に
積
ん
で
売
り
に
行
く
と
、
宮
使
に
駆
っ
て
行
か
れ
て
し
ま
う
と
い
う
、
民
衆
の
生

活
苦
と
官
吏
の
横
暴
を
描
い
た
諷
諭
詩
で
あ
る
。
676
番
歌
は
、
絶
え
間
な
く
働
き
続
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
炭
焼
き
の
生
活
苦
を
、
叙

景
に
託
し
て
詠
ん
で
い
る
と
解
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
民
の
生
活
に
ま
で
目
を
及
ば
せ
、
白
居
易
的
な
諷
諭
を
試
み
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
歌
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
、
本
百
首
が
個
人
的
な
憂
憤
を
述
べ
る
だ
け
で
は
な
く
、
政
治
家
と
し
て
、
兼
済

の
意
識
を
持
っ
て
和
歌
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
が
顕
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

藤
原
良
経
「
西
洞
隠
士
百
首
」
考
（
小
山
）

二
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結
び
に

本
百
首
以
前
、
建
久
年
間
の
良
経
は
、
隠
逸
に
憧
れ
、
閑
適
生
活
を
和
歌
に
表
現
し
た
。
西
行
摂
取
に
見
ら
れ
る
隠
遁
志
向

（
27
）

、
官
人

生
活
と
信
仰
生
活
の
文
人
的
な
両
立

（
28
）

、
そ
れ
ら
は
良
経
の
詠
作
の
特
徴
で
は
あ
る
が
、
良
経
だ
け
で
は
な
く
、
中
世
の
歌
人
に
普
く
共

有
さ
れ
た
志
向
で
も
あ
っ
た
。
順
調
に
政
治
家
と
し
て
歩
ん
で
い
た
折
に
は
憧
れ
の
対
象
で
あ
っ
た
隠
棲
生
活
が
現
実
の
も
の
に
な
っ

た
時
、
そ
れ
は
良
経
に
と
っ
て
挫
折
と
し
か
呼
べ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
政
治
の
場
を
捨
て
た

、
、
、

の
で
は
な
く
、
放
逐
さ
れ
た

、
、
、
、
、

、
す
な
わ

ち
自
ら
が
望
ま
な
い
状
況
の
下
で
通
親
に
よ
っ
て
追
い
や
ら
れ
た
状
況
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
「
士
」
に
対
す
る
「
隠
」
と
は
、
俗
世
を
離
れ
、
隠
遁
生
活
を
楽
し
む
立
場
か
ら
表
現
す
る
の
が
基
本
的
な
姿
勢
で
あ
る
。

漢
詩
に
お
い
て
も
、
白
居
易
が
隠
逸
生
活
を
詠
ん
だ
閑
適
詩
は
、「
士
」
を
離
れ
て
個
人
的
な
安
逸
を
楽
し
む
「
独
善
」
の
表
現
で
あ

る
。
し
か
し
本
百
首
に
お
け
る
隠
逸
生
活
は
、
白
居
易
の
「
閑
適
」
と
は
異
な
り
、
安
逸
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。
良
経
は
、

「
隠
士
」
と
称
し
閑
居
に
住
ま
う
視
点
か
ら
和
歌
を
詠
じ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
表
れ
た
良
経
の
心
情
は
、
自
ら
を
閉
め
出
し
た
政
治
に

憤
り
批
判
す
る
と
い
う
、
あ
く
ま
で
も
政
治
家
の
も
の
、
九
条
家
の
一
員
と
し
て
の
も
の
で
あ
り
、
隠
者
と
は
相
反
す
る
性
質
の
も
の

で
あ
る
。

本
百
首
は
、「
西
洞
隠
士
」
つ
ま
り
山
中
の
洞
に
住
ま
う
隠
士
が
詠
ん
だ
百
首
歌
と
題
さ
れ
て
い
る
。
良
経
が
本
百
首
と
同
様
に
隠

名
を
付
し
た
百
首
に
、「
南
海
漁
夫
百
首
」
が
あ
る
。「
漁
夫
」
と
は
漢
詩
文
に
お
い
て
、
漁
業
に
従
事
す
る
卑
賤
の
民
で
あ
り
な
が
ら
、

国
家
の
制
度
や
制
約
か
ら
自
由
な
隠
逸
者
で
も
あ
っ
た

（
29
）

。「
南
海
漁
夫
百
首
」
で
良
経
が
「
漁
夫
」
を
称
し
た
の
は
、
漁
夫
の
象
徴
す

る
自
由
な
隠
逸
者
に
我
が
身
を
装
え
る
ポ
ー
ズ
を
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
に
「
南
海
漁
夫
百
首
」
に
詠
出
さ
れ
て
い
る
の

は
、
た
と
え
そ
こ
か
ら
逃
れ
た
い
と
い
う
厭
世
志
向
を
示
し
て
い
る
と
し
て
も
、
政
治
家
と
し
て
、
摂
関
家
の
一
員
と
し
て
の
立
場
で
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あ
り
心
情
で
あ
る

（
30
）

。「
漁
父
」
と
い
う
隠
名
と
百
首
歌
に
表
出
す
る
立
場
は
一
致
し
な
い
。
本
百
首
に
お
い
て
、
良
経
が
政
治
の
場
か

ら
離
れ
た
「
隠
士
」
を
称
し
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
ポ
ー
ズ
で
あ
り
、
隠
名
が
す
な
わ
ち
本
百
首
の
隠
逸
志
向
を
示
し
て
い
る
と

直
ち
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
閑
居
に
住
ま
う
視
点
か
ら
詠
ん
で
い
る
と
い
う
点
か
ら
は
隠
逸
を
志
向
し
て
い
る
が
、
政
治

の
中
枢
へ
と
視
線
が
向
け
ら
れ
て
い
る
点
で
隠
者
で
は
な
い
と
い
う
、
相
反
す
る
立
場
の
視
線
が
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
隠
棲
に
身
を
置
き
な
が
ら
自
ら
の
悲
憤
を
陳
べ
る
と
い
う
先
行
作
品
に
は
、
兼
明
親
王
の
「
兎
裘
賦
」
が
あ
る
。
先
述

の
よ
う
に
、
兼
明
親
王
は
兼
通
に
よ
っ
て
左
大
臣
の
任
か
ら
外
さ
れ
、
西
山
に
隠
棲
す
る
こ
と
に
な
っ
た
怒
り
を
「
兎
裘
賦
」
に
表
し

た
。
兼
明
親
王
も
、「
池
亭
記
」
を
著
す
な
ど
、
元
来
隠
逸
志
向
を
有
し
て
い
た
が
、
讒
の
た
め
に
直
面
し
た
隠
棲
の
中
で
は
、
諦
観

す
る
の
で
は
な
く
憂
憤
を
陳
べ
た
の
で
あ
る

（
31
）

。
良
経
が
漁
父
の
滄
浪
歌
を
聞
く
屈
原
に
自
ら
を
重
ね
た
の
と
同
様
に
、
兼
明
親
王
も

「
霊
均
之
五
顧
也
、
繞
二

湘
一

而
傷
レ

楚
」
の
章
句
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
屈
原
の
境
遇
に
自
ら
を
重
ね
て
い
た
。
屈
原
は
楚
の
王

族
で
あ
り
、
優
れ
た
政
治
家
で
あ
る
と
と
も
に
文
学
的
才
能
に
も
秀
で
て
い
た
。
王
の
信
任
を
得
た
も
の
の
、

尚
ら
の
讒
言
に
あ
っ

て
疎
外
さ
れ
、
更
に
襄
王
の
代
に
な
っ
て
か
ら
再
び
讒
に
あ
っ
て
追
放
さ
れ
た
。
自
ら
の
罪
で
は
な
く
、
讒
臣
に
よ
っ
て
政
治
の
場
を

追
わ
れ
て
隠
棲
生
活
を
送
る
も
の
の
、
政
治
家
の
立
場
を
放
擲
せ
ず
、
隠
棲
の
中
か
ら
、
濁
世
へ
の
憤
り
や
讒
臣
と
失
政
に
対
す
る
批

判
を
陳
べ
る
、『
楚
辞
』
に
収
め
ら
れ
た
屈
原
作
（
伝
承
も
含
む
）
の
詩
や
兼
明
親
王
「
兎
裘
賦
」
の
系
譜
に
、
本
百
首
も
立
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
慈
円
も
「
四
季
雑
各
二
十
首
都
合
百
首
」
で
「
今
は
た
だ
か
ら
国
人
に
身
を
な
さ
む
す
つ
る
命
は

心
な
ら
ね
ば
」（『
拾
玉
集
』
3055
雑
）
と
屈
原
に
自
ら
を
重
ね
た
歌
を
詠
ん
で
お
り
、
建
久
の
政
変
に
よ
っ
て
政
治
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
た

自
身
を
屈
原
に
重
ね
る
の
は
、
良
経
・
慈
円
に
共
通
し
て
い
る
姿
勢
と
い
え
る
。

和
歌
に
お
い
て
、
政
治
批
判
は
本
来
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
文
学
に
よ
っ
て
政
治
を
批
判
し
、
政
治
に
関
わ
っ
て
ゆ

く
機
能
は
、
和
歌
で
は
な
く
漢
詩
に
託
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
本
百
首
は
和
歌
に
政
治
批
判
、
そ
れ
も
観
念
的
な
も
の
で
は
な
く
、

藤
原
良
経
「
西
洞
隠
士
百
首
」
考
（
小
山
）
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自
ら
を
陥
れ
た
通
親
に
向
け
ら
れ
た
具
体
的
な
批
判
が
和
歌
に
表
出
し
た
例
と
し
て
、
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
百
首
の
中
に
は
、

676
番
歌
の
よ
う
に
白
居
易
「
売
炭
翁
」
を
踏
ま
え
て
諷
諭
を
試
み
た
詠
も
見
ら
れ
る
。
但
し
、
自
身
を
籠
居
の
状
態
に
置
い
た
通
親
及

び
宮
中
政
治
に
対
す
る
批
判
が
中
心
を
な
し
て
い
る
の
が
、
本
百
首
の
政
治
性
の
特
徴
で
あ
ろ
う
。

良
経
は
本
百
首
に
お
い
て
、
比
興
・
諷
諭
の
技
法
を
用
い
て
政
治
批
判
を
行
っ
た
和
歌
を
詠
も
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
が
建
久
の
政

変
に
よ
る
現
実
的
な
籠
居
生
活
を
背
景
と
し
た
心
情
表
現
で
あ
る
の
は
無
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
政
治
家
と
し
て
、
和
漢
兼
作
歌
人
と

し
て
、
良
経
が
和
歌
に
漢
詩
の
機
能
を
担
わ
せ
漢
詩
の
表
現
技
法
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
、
歌
人
良
経
の
試
み
と
し
て
も
位
置
付
け
る

必
要
が
あ
ろ
う
。
良
経
は
そ
の
後
、『
千
五
百
番
歌
合
』
で
は
判
詞
を
七
言
二
句
の
形
で
付
け
、『
元
久
詩
歌
合
』
の
事
実
的
な
立
案
者

と
も
な
っ
た
。
本
百
首
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
編
ま
れ
た
の
が
、
漢
詩
句
と
和
歌
を
歌
合
形
式
で
番
え
る
『
三
十
六
番
相
撲
立
詩
歌
合
』
で

あ
る
こ
と
を
顧
み
る
と
、
和
歌
と
漢
詩
と
い
う
異
な
る
形
態
の
文
学
を
融
合
し
よ
う
と
す
る
良
経
の
模
索
の
一
端
を
、
本
百
首
に
も
見

る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

【
注
】

（
１
）
久
保
田
淳
『
新
古
今
歌
人
の
研
究
』（
昭
和
四
十
八
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
第
三
篇
第
二
章
第
三
節
「
南
北
百
番
歌
合
と
治
承
題
百
首
」

（
２
）
寺
田
純
子
「
建
久
末
年
の
藤
原
良
経
―
そ
の
述
懐
歌
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
古
典
和
歌
論
集
―
万
葉
か
ら
新
古
今
へ
―
』
昭
和
五
十
九
年
、
笠

間
書
院
所
収
）

（
３
）
青
木
賢
豪
『
藤
原
良
経
全
歌
集
と
そ
の
研
究
』（
昭
和
五
十
一
年
、
笠
間
書
院
）
研
究
編

（
４
）
片
山
享
「
建
久
期
に
お
け
る
藤
原
良
経
の
述
懐
歌
」（『
私
学
研
修
』
第
96
号
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
）

（
５
）
石
川
一
『
慈
円
和
歌
論
考
』（
平
成
十
年
、
笠
間
書
院
）
Ⅱ
第
二
章
第
六
節
「
良
経
及
び
慈
円
の
失
意
表
現
―
『
源
氏
物
語
』
・
俊
頼
な
ど
の

受
容
を
中
心
に
―
」。
本
稿
で
は
特
に
注
し
な
い
限
り
、
石
川
氏
の
論
は
こ
の
論
文
に
よ
る
。
な
お
、
石
川
氏
に
は
関
連
論
文
と
し
て
「
慈
円

二
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『
四
季
雑
各
廿
首
都
合
百
首
』
考
」（『
中
世
文
学
研
究
』
第
17
号
、
平
成
三
年
八
月
）
が
あ
り
、
こ
ち
ら
も
参
考
に
し
て
い
る
。

（
６
）
岡
部
寛
子
「
建
久
末
年
に
お
け
る
藤
原
良
経
―
『
西
洞
隠
士
百
首
』
雑
歌
に
つ
い
て
『
詠
百
首
和
歌
』
と
の
比
較
に
お
け
る
考
察
―
」（『
富

山
商
船
高
等
専
門
学
校
研
究
集
録
』
第
29
号
、
平
成
八
年
七
月
）

（
７
）
内
野
静
香
「
良
経
『
治
承
題
百
首
』『
西
洞
隠
士
百
首
』
考
―
九
条
家
失
脚
を
軸
と
し
て
―
」（『
日
本
研
究
』
第
13
号
、
平
成
十
一
年
十
一
月
）

（
８
）
久
保
田
淳
・
馬
場
あ
き
子
編
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
辞
典
』（
平
成
十
一
年
、
角
川
書
店
）「
窓
」
の
項
（
本
間
洋
一
氏
担
当
）。

（
９
）
三
木
雅
博
『
平
安
詩
歌
の
展
開
と
中
国
文
学
』（
平
成
十
一
年
、
和
泉
書
院
）
第
一
部
Ⅱ
「
聴
雨
考
」、
本
間
洋
一
「
王
朝
和
歌
の
表
現
と
漢

詩
文
に
つ
い
て
」（『
王
朝
漢
詩
表
現
論
考
』
平
成
十
五
年
、
和
泉
書
院
所
収
）、
藤
川
功
和
「
定
家
と
『
暗
雨
打
窓
声
』
―
日
記
に
お
い
て
和

歌
に
お
い
て
―
」（『
国
文
学
攷
』
第
166
号
、
平
成
十
二
年
六
月
）
に
詳
し
い
。

（
10
）
注
（
９
）
三
木
氏
論
文
に
詳
し
い
。

（
11
）
赤
井
益
久
「
白
詩
風
景
小
考
―
『
竹
窓
』
と
『
小
池
』
を
中
心
と
し
て
―
」（『
国
学
院
雑
誌
』
第
97
巻
第
１
号
、
平
成
八
年
一
月
）

（
12
）
定
家
に
は
〝
窓
の
月
〞
を
閨
怨
的
に
詠
ん
だ
「
わ
が
し
た
ふ
人
は
と
ひ
こ
ず
ま
ど
ご
し
に
月
さ
し
い
り
て
秋
風
ぞ
吹
」（『
拾
遺
愚
草
員
外
』

438
文
集
百
首
・
秋
・
残
影
灯
閉
レ

墻
、
斜
光
月
穿
レ

牆
）
の
例
が
あ
る
。
こ
れ
は
、「
窓
超
ま
ど
ご
し

尓に

月
臨
照

つ
き
さ
し
い
り

而て

足
檜
あ
し
ひ
き

乃の

下
風
あ
ら
し

吹ふ
く

夜よ

者は

公き
み

乎を

之し

其ぞ

念お
も
ふ
」（『
万
葉
集
』
巻
十
一
2679
）
を
本
歌
取
り
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
で
あ
り
、
例
外
的
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
本
間
洋
一
氏
（
注
（
８
）

項
目
）
が
「
皎
皎
窓
中
月
、
照
二
我
室
南
端
」（『
文
選
』
巻
二
三
・
潘
岳
「
悼
亡
詩
」）
や
「
秋
風
入
二
窗
裏
一
、
羅
帳
起
飄
飄
、
仰
レ
頭
看
二

明
月
一
、
寄
レ
情
千
里
光
」（『
玉
台
新
詠
』
巻
十
・
近
代
呉
歌
・
鮑
令
暉
「
秋
歌
」）
な
ど
の
六
朝
詩
の
表
現
に
基
づ
い
て
い
る
と
指
摘
し
て
お

り
、
恋
歌
で
あ
る
と
解
せ
る
。
し
か
し
平
安
時
代
以
後
の
「
窓
の
月
」
は
、
本
論
中
に
挙
げ
た
和
歌
以
外
の
例
に
も
、
慶
滋
保
胤
「
池
亭
記
」

（『
本
朝
文
粋
』
巻
一
二
・
記
）
の
「
秋
有
二
西
窓
之
月
一
、
可
二
以
披
一
レ
書
」
や
、『
方
丈
記
』
の
日
野
山
の
方
丈
庵
に
長
明
が
独
り
居
る
時

を
描
写
し
た
記
述
に
、「
若
夜
シ
ヅ
カ
ナ
レ
バ
、
窓
ノ
月
ニ
故
人
ヲ
シ
ノ
ビ
、
猿
ノ
声
ニ
袖
ヲ
ウ
ル
ホ
ス
」
と
あ
る
よ
う
に
、
池
亭
や
方
丈
庵

な
ど
、
草
庵
に
お
い
て
眺
め
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

（
13
）
小
田
剛
「
式
子
内
親
王
歌
の
漢
語
的
側
面
―
『
窓
』『
静
（
〜
）』
―
」（
藤
岡
忠
美
編
『
古
今
和
歌
集
連
環
』
平
成
元
年
、
和
泉
書
院
所
収
）

（
14
）
日
向
進
『
窓
の
は
な
し
』（
平
成
元
年
、
鹿
島
出
版
会
）

（
15
）
山
田
幸
一
『
日
本
壁
の
は
な
し
』（
昭
和
六
十
年
、
鹿
島
出
版
会
）

（
16
）
ア
サ
ヒ
写
真
ブ
ッ
ク
98
『
窓
の
歴
史
』（
昭
和
三
十
四
年
、
朝
日
新
聞
社
）

（
17
）
後
世
の
例
で
あ
る
が
、『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
に
「
で
ん
が
く
の
ち
ゆ
う
も
む
ぐ
ち
の
す
き
れ
ん
じ
の
ぞ
く
ぞ
月
の
ほ
そ
め
な
り
け
る
」

藤
原
良
経
「
西
洞
隠
士
百
首
」
考
（
小
山
）
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（
197
五
十
番
・
田
楽
・
左
勝
）
が
あ
る
。

（
18
）
川
平
ひ
と
し
「
軒
に
夢
み
る
―
中
世
和
歌
に
お
け
る
〈
視
点
〉
―
」（『
国
学
院
雑
誌
』
第
92
巻
第
１
号
、
平
成
三
年
一
月
）、
中
川
博
夫
「
京

極
派
和
歌
の
一
面
覚
書
―
〈
軒
〉
を
と
お
し
て
―
」（『
徳
島
大
学
国
語
国
文
学
』
第
５
号
、
平
成
四
年
三
月
）、
稲
田
利
徳
「『
軒
端
の
山
』

考
―
中
世
和
歌
の
隠
遁
的
措
辞
の
形
成
―
」（『
国
語
国
文
』
第
69
巻
第
８
号
、
平
成
十
二
年
八
月
）
参
照
。

（
19
）
岩
松
研
吉
郎
「
窓
の
周
辺
―
京
極
派
歌
風
の
一
面
―
」（『
芸
文
研
究
』
第
46
号
、
昭
和
五
十
九
年
十
二
月
）

（
20
）
注
（
18
）
川
平
氏
論
文

（
21
）「
壁
」
が
隠
遁
的
素
材
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
谷
山
茂
「
壁
の
表
情
―
万
葉
か
ら
現
代
ま
で
の
身
辺
雑
詠
の
一
素
材
―
」（
谷
山
茂
著
作

集
六
『
平
家
の
歌
人
た
ち
』
昭
和
五
十
九
年
、
角
川
書
店
所
収
）、
阿
尾
あ
す
か
「『
壁
に
消
え
ゆ
く
』
考
―
京
極
派
詠
歌
表
現
の
一
展
開
―
」

（『
国
語
国
文
』
第
72
巻
第
10
号
、
平
成
十
五
年
十
月
）
に
詳
し
い
。

（
22
）
赤
羽
淑
『
定
家
の
歌
一
首
』（
昭
和
五
十
一
年
、
桜
楓
社
）「
述
懐
」

（
23
）
和
歌
文
学
会
例
会
（
平
成
十
五
年
七
月
十
九
日
於
東
京
大
学
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
、
趙
力
偉
「
俊
成
の
植
物
比
喩
表
現
と
そ
の
方
法
―
歌

こ
と
ば
「
藤
袴
」
と
「
蘭
」
と
を
中
心
に
―
」
に
よ
る
。

（
24
）
都
留
春
雄
「『
浮
雲
蔽
白
日
』
に
つ
い
て
」（『
入
矢
教
授
小
川
教
授
退
休
記
念
中
国
文
学
語
学
論
集
』
昭
和
四
十
九
年
、
入
矢
教
授
小
川
教
授

退
休
記
念
会
所
収
）
は
、「
浮
雲
蔽
白
日
」
が
夫
を
思
う
妻
で
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る
他
の
例
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
当
該
詩
も
讒
臣
と

人
君
を
詠
ん
だ
も
の
と
す
る
古
注
に
従
う
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
各
解
釈
に
つ
い
て
は
、
新
間
一
美
『
平
安
朝
文
学
と
漢
詩
文
』（
平

成
十
五
年
、
和
泉
書
院
）
第
三
部
Ⅲ
「
須
磨
の
光
源
氏
と
漢
詩
文
―
浮
雲
、
日
月
を
蔽
ふ
―
」
に
詳
し
い
。

（
25
）
木
下
華
子
・
君
嶋
亜
紀
・
五
月
女
肇
志
・
平
野
多
恵
・
吉
野
朋
美
共
著
『
俊
頼
述
懐
百
首
評
釈
』（
平
成
十
五
年
、
風
間
書
房
）

（
26
）
山
口
爲
廣
「『
採
菱
歌
』
に
つ
い
て
」（
国
学
院
大
学
漢
文
学
会
『
漢
文
学
会
々
報
』
第
29
号
、
昭
和
五
十
九
年
二
月
）
参
照
。

（
27
）
伊
東
成
師
「
藤
原
良
経
の
本
歌
取
り
に
つ
い
て
」（『
学
習
院
大
学
国
語
国
文
学
会
誌
』
昭
和
五
十
五
年
三
月
）、
稲
田
利
徳
「
西
行
と
良
経
」

（『
中
世
文
学
研
究
』
第
13
号
、
昭
和
六
十
二
年
八
月
）、
君
嶋
亜
紀
「
藤
原
良
経
『
花
月
百
首
』
考
―
西
行
摂
取
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
風
土
と

文
化
』
第
４
号
、
平
成
十
五
年
三
月
）

（
28
）
谷
知
子
「
藤
原
良
経
の
隠
遁
志
向
に
つ
い
て
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第
68
巻
第
６
号
、
平
成
三
年
六
月
）

（
29
）
後
藤
秋
正
・
松
本
肇
編
『
詩
語
の
イ
メ
ー
ジ
―
唐
詩
を
読
む
た
め
に
』（
平
成
十
二
年
、
東
方
書
店
）「
漁
翁
・
漁
夫
」（
安
藤
信
廣
担
当
）

（
30
）
注
（
２
）
寺
田
氏
論
文
、
注
（
４
）
片
山
氏
論
文
、
谷
知
子
「
藤
原
良
経
の
『
治
承
題
百
首
』『
南
海
漁
夫
百
首
』
に
つ
い
て
」（『
国
語
と
国
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文
学
』
第
65
巻
８
号
、
昭
和
六
十
三
年
八
月
）、
岡
部
寛
子
「
建
久
末
年
に
お
け
る
藤
原
良
経
―
『
南
海
漁
夫
百
首
』
述
懐
歌
に
つ
い
て
―

『
北
山
樵
客
百
首
』
と
の
比
較
に
お
け
る
考
察
―
」（『
富
山
商
船
高
等
専
門
学
校
研
究
集
録
』
第
27
号
、
平
成
六
年
三
月
）、
内
野
静
香
「
良

経
『
南
海
漁
夫
百
首
』
考
―
述
懐
性
の
分
析
を
中
心
に
」（『
広
島
女
子
大
国
文
』
第
15
号
、
平
成
十
年
九
月
）
に
よ
っ
て
、「
南
海
漁
夫
百
首
」

に
良
経
の
政
治
家
と
し
て
の
意
識
が
表
れ
て
い
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
注
（
２
）
寺
田
氏
論
文
は
、「
南
海
漁
夫
百
首
」
を
建

久
の
政
変
以
後
の
成
立
と
論
じ
て
い
る
が
、
石
川
泰
水
「『
南
北
百
番
歌
合
』
成
立
過
程
考
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第
60
巻
第
11
号
、
昭
和
五

十
八
年
十
一
月
）、
注
（
５
）
石
川
一
氏
著
書
第
二
章
第
四
節
「『
南
海
漁
夫
北
山
樵
客
百
番
歌
合
』
成
立
考
―
拾
玉
集
伝
本
を
踏
ま
え
て
」

以
来
、
跋
文
に
あ
る
建
久
五
年
（
一
一
九
四
）
八
月
に
一
次
本
が
成
立
、
そ
の
後
、
政
変
後
に
差
し
替
え
が
行
わ
れ
て
建
久
六
年
三
月
以
降

に
最
終
稿
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、「
南
海
漁
夫
百
首
」
は
政
変
以
前
の
詠
作
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。

（
31
）
大
曽
根
章
介
「『
莵
裘
賦
』
小
論
―
『

鳥
賦
』
と
の
比
較
考
察
―
」（『
大
曽
根
章
介

日
本
漢
文
学
論
集

第
二
巻
』
平
成
十
年
、
汲
古
書
院

所
収
）

和
歌
本
文
の
引
用
お
よ
び
歌
番
号
（
万
葉
集
を
除
く
）
は
、
特
に
記
さ
な
い
限
り
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。『
秋
篠
月
清
集
』
…
天
理
図

書
館
善
本
叢
書
第
38
巻
『
秋
篠
月
清
集
』（
昭
和
五
十
二
年
、
八
木
書
店
）、『
拾
玉
集
』
…
『
校
本
拾
玉
集
』（
昭
和
四
十
六
年
、
吉
川
弘
文

館
）、『
拾
遺
愚
草
』『
拾
遺
愚
草
員
外
』
…
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
第
８
・
９
巻
（
平
成
五
・
七
年
、
朝
日
新
聞
社
）、『
長
秋
詠
藻
』
…
同
第
28

巻
『
中
世
私
家
集
四
』（
平
成
十
二
年
、
同
）、『
散
木
奇
歌
集
』
…
同
第
24
巻
『
散
木
奇
歌
集
』（
平
成
五
年
、
同
）『
新
古
今
集
』
…
同
第
５

巻
『
新
古
今
和
歌
集
文
永
本

』（
平
成
十
二
年
、
同
）、『
山
家
集
』
…
寺
澤
行
忠
編
『
山
家
集
の
校
本
と
研
究
』（
平
成
五
年
、
笠
間
書
院
）
所
収

陽
明
文
庫
本
、『
万
葉
集
』
…
『
西
本
願
寺
本
萬
葉
集
』（
平
成
五
年
、
主
婦
の
友
社
・
お
う
ふ
う
）、『
古
今
集
』
…
久
曾
神
昇
編
『
古
今
和

歌
集
成
立
論

資
料
編
下
』（
昭
和
三
十
五
年
、
風
間
書
房
）
所
収
俊
成
建
久
本
、『
慈
鎮
和
尚
御
自
歌
合
』
…
細
川
家
永
青
文
庫
叢
刊
第
８
巻

『
歌
合
集
』（
昭
和
五
十
九
年
、
汲
古
書
院
）、『
和
漢
朗
詠
集
』
…
『
鎌
倉
墨
流
本
和
漢
朗
詠
集
』（
昭
和
五
十
三
年
、
二
玄
社
）、『
新
撰
朗
詠

集
』
…
『
鎌
倉

新
撰
朗
詠
集
』（
昭
和
五
十
九
年
、
二
玄
社
）、『
千
載
佳
句
』
…
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵

貴
重
典
籍
叢
書
』
文
学
篇
第

21
巻
〈
漢
詩
文
〉（
平
成
十
三
年
、
臨
川
書
店
）、『
本
朝
文
粋
』『
方
丈
記
』『
源
氏
物
語
』
…
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、『
倭
名
類
聚
抄
』
…

『
諸
本
集
成
倭
名
類
聚
抄
〔
本
文
編
〕』（
昭
和
四
十
三
年
、
臨
川
書
店
）
所
収
高
山
寺
本
、『
藝
文
類
聚
』
…
上
海
古
籍
出
版
社
、『
白
氏
文
集
』

…
金
沢
文
庫
旧
蔵
本
、
欠
巻
は
那
波
道
円
本
で
補
う
、『
文
選
』
…
芸
文
印
書
館

（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
修
員
）

藤
原
良
経
「
西
洞
隠
士
百
首
」
考
（
小
山
）
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