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一
、
は
じ
め
に

　

源
氏
物
語
の
総
角
巻
に
は
、
大
君
と
一
夜
を
静
か
に
語
り
合
い
な
が
ら
過
ご
し
た
薫
が
、
夜
明
け
を
告
げ
る
鐘
の
音
を
聞
い
た
後
、
「
あ

な
苦
し
や
。
暁
の
別
れ

）
1
（

や
」
（
二
十
六
頁

）
2
（

）
と
帰
り
を
促
す
大
君
に
嘆
息
を
漏
ら
し
て
言
い
、
鶏
鳴
を
聞
い
て
や
っ
と
大
君
の
も
と
を
去
る

と
い
う
場
面
が
あ
る
。
こ
の
八
月
二
十
日
頃
の
宇
治
の
山
荘
で
の
場
面
に
お
い
て
は
、
鐘
の
音
や
鶏
鳴
だ
け
で
は
な
く
、
夜
か
ら
暁
に
か

け
て
聞
こ
え
て
く
る
「
峰
の
嵐
」
、
「
籬
の
虫
」
、
「
水
の
音
（
に
流
れ
添
ふ
）
」
、
「
声
づ
く
り
」
、
「
馬
ど
も
の
嘶い

ば

ゆ
る
音
」
、
「
羽
風
（
近
く
聞

こ
ゆ
）
」
な
ど
、
多
く
の
音
に
関
す
る
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
中
で
も
「
水
の
音
（
に
流
れ
添
ふ
）
」
と
「
馬
ど
も
の
嘶い

ば

ゆ
る

）
3
（

音
」
に
つ
い
て
は
、
古
注
釈
か
ら
現
行
の
注
釈
書
に
至
る
ま
で
、

そ
れ
ぞ
れ
大
江
朝
綱
の
「
王
昭
君
」
（
『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
下
）
、
白
居
易
の
「
生
別
離
」
（
『
白
氏
文
集
』
巻
十
二
、
感
傷
詩
）
の
詩
句
が
典

拠
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
『
和
漢
朗
詠
集
』
、
『
新
撰
朗
詠
集
』
所
収
の
謝
観
の
「
暁
賦
」
や
、
紀
斉
名
の
「
月
を
望
め
ば

女
子
大
國
お　
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遠
情
多
し
」
（
『
本
朝
文
粋
』
巻
八
、
詩
序
一
、
天
象
）
の
詩
序
な
ど
を
も
と
り
あ
げ
、
こ
の
場
面
が
ど
の
よ
う
に
漢
詩
文
の
引
用
や
受
容

を
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
に
生
か
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
他
の
音
に
関
す
る
表
現
に
も
検
討
を
加
え
な
が
ら
考
察
を
進
め
た
い
。

　
　
　
　
　
二
、
総
角
巻
に
お
け
る
「
暁
」
の
音
の
表
現
と
漢
詩
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て

　

本
章
で
は
、
薫
と
大
君
と
の
「
暁
の
別
れ
」
が
描
か
れ
た
、
次
の
場
面
に
お
け
る
「
水
の
音
（
に
流
れ
添
ふ
）
」
、「
馬
ど
も
の
嘶い

ば

ゆ
る
音
」

と
い
う
古
注
釈
以
来
、
漢
詩
の
典
拠
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
表
現
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

a

秋
の
夜
の
け
は
ひ
は
、
か
か
ら
ぬ
所
だ
に
、
お
の
づ
か
ら
あ
は
れ
多
か
る
を
、
ま
し
て

b

峰
の
嵐
も
籬
の
虫
も
、
心
細
げ
に
の
み

聞
き
わ
た
さ
る
。
常
な
き
世
の
御
物
語
に
、時
々
さ
し
い
ら
へ
た
ま
へ
る
さ
ま
、
い
と
見
所
多
く
め
や
す
し
。
い
ぎ
た
な
か
り
つ
る
人
々

は
、
か
う
な
り
け
り
と
、
け
し
き
と
り
て
み
な
入
り
ぬ
。

c

宮
の
の
た
ま
ひ
し
さ
ま
な
ど
お
ぼ
し
出
づ
る
に
、
げ
に
な
が
ら
へ
ば
、

心
の
ほ
か
に
か
く
あ
る
ま
じ
き
こ
と
も
見
る
べ
き
わ
ざ
に
こ
そ
は
と
、
も
の
の
み
悲
し
く
て
、d

水
の
音
に
流
れ
添
ふ
心
地
し
た
ま
ふ
。

　

は
か
な
く
明
け
が
た
に
な
り
に
け
り
。
御
供
の
人
々
起
き
て
声
づ
く
り
、

e

馬
ど
も
の
嘶
ゆ
る
音
も
、
旅
の
宿
り
の
あ
る
や
う
な

ど
人
の
語
る
、
思
し
や
ら
れ
て
、
を
か
し
く
思
さ
る
。

f

光
見
え
つ
る
か
た
の
障
子
を
お
し
あ
け
た
ま
ひ
て
、
空
の
あ
は
れ
な
る
を

も
ろ
と
も
に
見
た
ま
ふ
。
女
も
す
こ
し
ゐ
ざ
り
出
で
た
ま
へ
る
に
、
ほ
ど
も
な
き
軒
の
近
さ
な
れ
ば
、

g

し
の
ぶ
の
露
も
や
う
や
う

光
見
え
も
て
ゆ
く
。
か
た
み
に
い
と
艶
な
る
さ
ま
容
貌
ど
も
を
、
「
何
と
は
な
く
て
、

h

た
だ
か
や
う
に
月
を
も
花
を
も
同
じ
心
に
も

て
あ
そ
び
、
は
か
な
き
世
の
あ
り
さ
ま
を
聞
こ
え
合
は
せ
て
な
む
過
ぐ
さ
ま
ほ
し
き
」
と
、
い
と
な
つ
か
し
き
さ
ま
し
て
か
た
ら
ひ

き
こ
え
た
ま
へ
ば
、
や
う
や
う
恐
ろ
し
さ
も
な
ぐ
さ
み
て
、
「
か
う
い
と
は
し
た
な
か
ら
で
、
も
の
隔
て
て
な
ど
聞
こ
え
ば
、
ま
こ
と

に
心
の
隔
て
は
さ
ら
に
あ
る
ま
じ
く
な
む
」
と
い
ら
へ
た
ま
ふ
。

　

明
く
な
り
ゆ
き
、
む
ら
鳥
の
立
ち
さ
ま
よ
ふ
羽
風
近
く
聞
こ
ゆ
。

i

夜
深
き
朝
の
鐘
の
音
か
す
か
に
響
く
。
「
今
だ
に
。
い
と
見
苦
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し
き
を
」
と
、
い
と
わ
り
な
く
は
づ
か
し
げ
に
お
ぼ
し
た
り
。
…
と
て
、
出
で
た
ま
は
む
の
け
し
き
も
な
し
。
…
「
あ
な
苦
し
や
。

暁
の
別
れ
や
、
ま
だ
知
ら
ぬ
こ
と
に
て
、
げ
に
ま
ど
ひ
ぬ
べ
き
を
」
と
嘆
き
が
ち
な
り
。
鶏
も
、
い
づ
か
た
に
か
あ
ら
む
、
ほ
の
か

に
お
と
な
ふ
に
、
京
思
ひ
出
で
ら
る
。

　
　

山

（
薫
）

里
の
あ
は
れ
知
ら
る
る
声
々
に
と
り
あ
つ
め
た
る
あ
さ
ぼ
ら
け
か
な

女
君
、

　
　

鳥

（
大
君
）

の
音
も
聞
こ
え
ぬ
山
と
思
ひ
し
を
世
の
憂
き
こ
と
は
た
づ
ね
来
に
け
り　

（
総
角
巻
、
二
十
四
～
二
十
五
頁
）

　

傍
線
部
d
「
水
の
音
に
流
れ
添
ふ
心
地
し
た
ま
ふ
」
に
つ
い
て
、新
潮
日
本
古
典
集
成
や
新
日
本
古
典
文
学
大
系
な
ど
の
現
行
注
釈
書
は
、

次
の
大
江
朝
綱
の
「
王
昭
君
」
（
『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
下
）
七
〇
一
番
の
詩
句
を
引
用
し
た
表
現
で
あ
る
と
し
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

は
「
隴
水
流
れ
添
ふ
夜
の
涙
の
行
」
の
み
を
引
用
と
し
て
い
る
。
こ
の
七
〇
一
番
を
含
む
七
〇
〇
番
か
ら
七
〇
三
番
ま
で
の
四
聯
八
句
は

七
言
律
詩
一
篇
を
な
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
律
詩
全
体
を
次
に
示
し
た
後
に
こ
の
詩
の
引
用
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

七
〇
〇

　
　

翠
黛
紅
顔
錦
繡
粧　
　
　

翠
黛
紅
顔
錦
繡
の
粧
ひ

　
　

泣
尋
沙
塞
出
家
郷　
　
　

泣
く
な
く
沙
塞
を
尋
ね
て
家
郷
を
出
づ

　

七
〇
一

　
　

辺
風
吹
断
秋
心
緒　
　
　

辺
風
吹
き
断
つ
秋
の
心
の
緒を

　
　

隴
水
流
添
夜
涙
行　
　
　

隴ろ
う

水す
い

流
れ
添
ふ
夜
の

涙
な
ん
だ

の
行か

う

　

七
〇
二
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胡
角
一
声
霜
後
夢　
　
　

胡
角
一
声
霜
の
後
の
夢

　
　

漢
宮
万
里
月
前
腸　
　
　

漢
宮
万
里
月
の
前
の

腸
も
の
お
も
ひ　

　

七
〇
三

　
　

昭
君
若
贈
黄
金
賂　
　
　

昭
君
若
し
黄
金
の

賂
ま
ひ
な
ひ

を
贈
ら
ま
し
か
ば

　
　

定
是
終
身
奉
帝
王　
　
　

定
め
て
こ
れ
身
を
終
ふ
る
ま
で
に
帝
王
に
奉
ま
つ
ら
ま
し（

『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
下
、
大
江
朝
綱
「
王
昭
君

）
4
（

」
）

　

こ
の
詩
の
頷
聯
（
七
〇
一
番
）
に
は
秋
と
い
う
も
の
悲
し
さ
を
誘
う
季
節
に
、
風
が
吹
き
す
さ
び
、
川
音
が
響
き
、
人
の
心
を
慰
め
る

こ
と
の
な
い
自
然
の
中
で
涙
す
る
王
昭
君
が
描
か
れ
て
い
る
。
第
三
句
の
「
辺
風
吹
き
断
つ
秋
の
心
の
緒
」
で
は
、
辺
境
の
風
に
よ
っ
て

王
昭
君
は
心
が
断
ち
切
れ
る
よ
う
な
思
い
を
し
て
い
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
第
四
句
の
「
隴
水
」
は
「
俗
歌
に
云
く
、
隴
頭
の
流
水
、

鳴
声
幽
か
に
咽
ぶ

）
5
（

」
と
、
こ
の
川
の
流
れ
は
か
す
か
に
咽
び
泣
く
よ
う
な
音
が
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
詩
で
は
、
夜
の
「
隴
水
」
の

流
れ
が
聴
覚
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
音
に
「
流
れ
添
ふ
」
の
は
王
昭
君
の
「
涙
の
行
」
で
あ
る
。

　

前
掲
の
総
角
巻
の
傍
線
部
d
「
水
の
音
に
流
れ
添
ふ
心
地
し
た
ま
ふ
」
は
、
王
昭
君
の
涙
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
流
れ
添
ふ
」
と
い
う

詩
句
を
、
大
君
の
涙
に
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
詩
の
引
用
と
認
め
ら
れ
る
。
「
水
の
音
」
は
、
宇
治
の
山
荘
近
く
の
宇
治
川
の
音
と

考
え
ら
れ
、
そ
の
音
に
大
君
も
涙
が
流
れ
添
う
よ
う
な
「
心
地
」
が
し
た
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
心
地
」
に
つ
い
て
は
こ
の
詩
の

第
三
句
の
「
辺
風
吹
き
断
つ
秋
の
心
の
緒
」
よ
り
、
つ
ら
く
悲
し
い
気
持
ち
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
傍
線
部
d
は
「
（
大

君
は
）
宇
治
川
の
水
音
（
を
聞
い
て
、
そ
の
音
）
に
、
（
王
昭
君
の
涙
が
隴
水
に
）
流
れ
添
う
（
時
の
よ
う
な
、
つ
ら
く
悲
し
い
）
気
持
ち

が
な
さ
る
」
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
大
君
は
ま
ず
宇
治
川
の
音
を
聞
き
、
次
に
隴
水
に
涙
す
る
王
昭
君
を
思
い
浮
か
べ
る

と
い
う
二
段
階
の
過
程
を
と
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
表
現
の
特
徴
が
あ
る
。
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現
行
の
注
釈
書
で
は
傍
線
部
d
「
水
の
音
に
流
れ
添
ふ
心
地
し
た
ま
ふ
」
に
対
す
る
注
と
し
て
、
こ
の
詩
の
頷
聯
（
七
〇
一
番
）
や
第

四
句
を
指
摘
し
て
い
る
。
『
奥
入
定
家
自
筆
本
』
は
、こ
の
詩
の
頷
聯
を
総
角
巻
で
挙
げ
て
い
る
が
、ど
の
語
句
へ
の
注
か
を
記
し
て
い
な
い
。

『
紫
明
抄

）
6
（

』
は
傍
線
部
a
「
秋
の
夜
の
け
は
ひ
は
、
か
か
ら
ぬ
所
だ
に
、
お
の
づ
か
ら
あ
は
れ
多
か
る
を
」
に
対
し
て
、
頷
聯
が
挙
げ
ら
れ

て
お
り
、
「
水
の
音
」
の
注
で
あ
る
と
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
『
河
海
抄
』
で
は
傍
線
部
a
の
部
分
を
示
し
た
後
、
改
行
し
て
「
も
の
の
み

悲
し
く
て
、
水
の
音
に
流
れ
添
ふ
心
地
し
た
ま
ふ
」
を
加
え
た
部
分
に
対
し
て
、
頷
聯
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
詩
句
が
「
水
の
音
」

だ
け
で
は
な
く
、
傍
線
部
a
か
ら
傍
線
部
d
へ
と
続
く
一
連
の
文
章
へ
の
注
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
『
紫
明
抄
』
と
『
河
海
抄
』
の
注
の
あ
り
方
は
、
第
四
句
「
隴
水
流
れ
添
ふ
夜
の
涙
の
行
」
の
「
流
れ
添
ふ
」
と
い
う
詩

句
の
み
が
、
前
掲
の
総
角
巻
の
表
現
に
引
用
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
第
三
句
の
「
辺
風
吹
き
断
つ
秋
の
心
の
緒
」
も
引
用
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
句
に
は
王
昭
君
が
辺
境
の
風
に
よ
っ
て
悲
し
い
思
い
を
し
て
い
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い

る
が
、
総
角
巻
の
傍
線
部
b
に
は
「
峰
の
嵐
も
籬
の
虫
も
、
心
細
げ
に
の
み
聞
き
わ
た
さ
る
」
と
「
峰
の
嵐
」
の
音
を
「
心
細
げ
」
に
聞

く
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
総
角
巻
の
傍
線
部
a
に
も
こ
の
詩
の
第
三
句
と
同
様
、
「
秋
」
と
い
う
語
が
あ
り
、
こ
の
詩
に
描

か
れ
て
い
る
秋
と
い
う
季
節
や
夜
と
い
う
時
間
帯
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
詩
の
頷
聯
に
描
か
れ
た
決
し
て
人
の
心
を
慰
め
る
こ

と
な
く
、
涙
を
誘
う
風
や
川
の
表
現
を
、
総
角
巻
の
傍
線
部
a
か
ら
傍
線
部
d
へ
と
続
く
一
連
の
文
章
に
用
い
て
、
宇
治
と
い
う
地
の

風
や
川
を
背
景
と
し
た
大
君
の
悲
し
み
を
表
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
詩
の
首
聯
（
七
〇
〇
番
）
や
尾
聯
（
七
〇
三
番
）
に
つ
い
て
は
、
王
昭
君
が
画
工
に
賄
賂
を
贈
ら
な
か
っ
た
た
め
肖
像
画
を
醜
く

描
か
れ
た
り
、
故
郷
を
出
て
匈
奴
の
王
に
嫁
ぐ
と
い
う
境
遇
が
描
か
れ
て
お
り
、
大
君
と
の
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
こ
の
総
角
巻
の
表
現
と
は
一
見
無
関
係
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る

）
7
（

。

　

し
か
し
前
掲
の
総
角
巻
の
傍
線
部
c
の
「
げ
に
心
の
ほ
か
に
か
く
あ
る
ま
じ
き
こ
と
も
見
る
べ
き
わ
ざ
に
こ
そ
は
と
、
も
の
の
み
悲
し
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く
て
」
に
描
か
れ
た
、
思
う
に
任
せ
な
い
不
本
意
な
状
況
に
お
か
れ
た
大
君
の
悲
し
み
は
、
第
二
句
の
「
泣
く
な
く
沙
塞
を
尋
ね
て
家
郷

を
出
づ
」
と
王
昭
君
が
「
泣
く
な
く
」
受
け
入
れ
た
匈
奴
の
王
に
嫁
ぐ
と
い
う
不
本
意
な
現
実
か
ら
く
る
悲
し
み
と
は
、
同
質
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
尾
聯
の
「
昭
君
若
し
黄
金
の
賂
を
贈
ら
ま
し
か
ば　

定
め
て
こ
れ
身
を
終
ふ
る
ま
で
に
帝
王
に
奉
ま
つ
ら
ま
し
」
と
い
う
仮

定
表
現
に
も
、
帝
王
の
も
と
で
一
生
を
送
れ
な
い
こ
と
へ
の
王
昭
君
の
不
本
意
な
思
い
が
表
れ
て
い
る
。

　

頸
聯
（
七
〇
二
番
）
で
は
王
昭
君
が
月
の
前
で
断
腸
の
思
い
を
し
て
お
り
、
こ
れ
は
傍
線
部
c
で
大
君
が
生
前
の
八
宮
を
思
い
出
し
、

自
己
の
お
か
れ
た
不
本
意
な
状
況
を
思
う
こ
と
と
類
似
し
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
不
本
意
な
状
況
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
女
性
が
風
や
川
の
音
に
悲
し
み
を
募
ら
せ
て
い
る
表
現
を
も
つ
大
江
朝
綱
の
「
王
昭
君
」
の
律
詩
全
体
の
表
現
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
総

角
巻
の
傍
線
部
a
か
ら
傍
線
部
d
の
表
現
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
傍
線
部
e
「
馬
ど
も
の
嘶い

ば

ゆ
る
音
も
、
旅
の
宿
り
の
あ
る
や
う
な
ど
人
の
語
る
、
思お

ぼ

し
や
ら
れ
て
、
を
か
し
く
思お

ぼ

さ
る
」
に
つ
い

て
検
討
す
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
『
紫
明
抄
』
以
来
の
古
注
釈
書
か
ら
現
行
の
注
釈
書
に
至
る
ま
で
、
次
の
白
居
易
の
「
生
別
離
」

の
第
五
・
六
句
を
典
拠
と
し
て
指
摘
し
て
い
る

）
8
（

。

　
　
　
　

生
別
離　
　
　
　
　
　
　
　

生
け
る
別わ

か

れ離

　
　

食
檗
不
易
食
梅
難　
　
　

檗
を
食
ら
ふ
こ
と
は
易
か
ら
ず
梅
を
食
ら
ふ
こ
と
は
難
し

　
　

檗
能
苦
兮
梅
能
酸　
　
　

檗
は
能
く
苦
し
、
梅
は
能
く
酸
し

　
　

未
如
生
別
之
為
難　
　
　

未
だ
如
か
ず
生
き
て
別
る
る
こ
と
の
難
し
と
為せ

る
こ
と
に
は

　
　

苦
在
心
兮
酸
在
肝　
　
　

苦
き
こ
と
は
心
に
在
り
酸
き
こ
と
は
肝
に
在
り

　
　

晨
鶏
再
鳴
残
月
没　
　
　

晨
の
鶏
再
び
鳴
き
て
残
月
没い

り
ぬ

　
　

征
馬
連
嘶
行
人
出　
　
　

征
馬
連
り
に
嘶
え
て
行た

び

人び
と

出
づ
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廻
看
骨
肉
哭
一
声　
　
　

廻
ら
し
て
看
て
骨
肉
を
哭
せ
る
こ
と
一ひ

と

声こ
ゑ

　
　

梅
酸
檗
苦
甘
於
蜜　
　
　

梅
の
酸
く
檗
の
苦
き
こ
と
は
蜜
よ
り
も
甘
し

　
　

黄
河
水
白
黄
雲
秋　
　
　

黄
河
水
白
く
し
て
黄
雲
の
秋
な
り

　
　

行
人
河
辺
相
対
愁　
　
　

行た
び

人び
と

河
の
辺
に
相
対
し
て
愁
ふ

　
　

天
寒
野
曠
何
処
宿　
　
　

天
寒
く
野
曠は

る

か
な
れ
ば
何
の
処
に
か
宿
す
ら
む

　
　

棠
梨
葉
戦
風
颼
颼　
　
　

棠
梨
葉
戦そ

よ

め
い
て
風
颼

し
ゆ
う

颼
し
ゆ
う　

　
　

生
離
別
生
離
別　
　
　
　

生
き
な
が
ら
離
別
す
、
生
き
な
が
ら
離
別
す

　
　

憂
従
中
来
無
断
絶　
　
　

憂
ひ
は
中
よ
り
来く

、
断
絶
無
し

　
　

憂
積
心
労
血
気
衰　
　
　

憂
積
も
り
心
労

い
た
づ

き
て
血
気
衰
へ
ぬ

　
　

未
年
三
十
生
白
髪　
　
　

未
だ
年
三
十
な
ら
ず
し
て
白
髪
生お

ひ
た
り

（
『
白
氏
文
集
』
巻
十
二
、
感
傷
詩
、
〇
五
七
九

）
9
（

）

　

こ
の
詩
の
初
め
二
聯
は
肉
親
と
の
生
き
な
が
ら
の
別
れ
の
つ
ら
さ
を
、「
檗
」
や
「
梅
」
を
食
べ
る
と
き
の
苦
さ
や
酸
っ
ぱ
さ
と
比
較
し
、

結
局
は
生
別
の
つ
ら
さ
に
比
べ
た
ら
、
「
檗
」
や
「
梅
」
の
味
は
蜜
の
よ
う
に
甘
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
詩
が
典
拠
と
し
て
考
え
ら
れ
た
理

由
は
、
第
五
句
に
「
晨
鶏
再
び
鳴
き
て
」
と
い
う
よ
う
に
、
夜
明
け
を
告
げ
る
鶏
が
鳴
い
て
お
り
、
こ
れ
は
前
掲
し
た
総
角
巻
の
「
明
け

が
た
」
と
類
似
し
て
い
る
点
、
ま
た
第
六
句
の
「
征
馬
連
り
に
嘶
え
て
」
と
傍
線
部
e
の
「
馬
ど
も
の
嘶
ゆ
る
音
」
と
が
一
致
し
て
い
る

点
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
第
九
句
か
ら
第
十
二
句
に
か
け
て
、
肉
親
と
別
れ
た
「
行た

び

人び
と

」
が
黄
河
の
川
辺
に
た
た
ず
ん
で
、
こ
の
寒
く
茫
漠
と
し
た
野
原
で
、

ど
こ
に
宿
を
と
っ
た
ら
よ
い
の
か
と
愁
い
に
沈
ん
で
い
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
傍
線
部
e
の
「
旅
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の
宿
り
の
あ
る
や
う
な
ど
」と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。『
河
海
抄
』が
こ
の
詩
の
第
五
・
六
句
を
典
拠
と
し
て
指
摘
す
る
際
、「
あ

け
か
た
に
な
り
に
け
り
御
と
も
の
人
〳
〵
お
き
て
こ
は
つ
く
り
む
ま
と
も
の
い
は
ゆ
る
を
と
も
た
ひ
の
や
と
り
の
あ
る
や
う
な
と
」
と
い

う
部
分
を
抜
き
出
し
て
い
る
の
も
、
馬
の
嘶
き
だ
け
で
は
な
く
、
傍
線
部
の
旅
宿
に
つ
い
て
の
記
述
も
こ
の
詩
の
引
用
と
み
な
し
た
か
ら

だ
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
傍
線
部
e
「
馬
ど
も
の
嘶い

ば

ゆ
る
音
も
、
旅
の
宿
り
の
あ
る
や
う
な
ど
人
の
語
る
、
思お

ぼ

し
や
ら
れ
て
、
を
か
し
く
思お

ぼ

さ
る
」

は
「
馬
た
ち
が
嘶
く
音
（
を
聞
い
て
、
そ
の
音
）
も
、
（
旅
宿
の
こ
と
も
「
生
別
離
」
の
詩
が
連
想
さ
れ
、
）
旅
宿
の
様
子
な
ど
を
人
が
語

る
の
を
、（
薫
が
）
想
像
な
さ
っ
て
、興
味
深
く
お
思
い
に
な
る
」
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
薫
は
供
人
の
馬
の
嘶
く
音
を
聞
き
、

次
に
白
居
易
の
「
生
別
離
」
の
詩
に
描
か
れ
た
馬
の
嘶
き
や
、
旅
宿
の
心
配
を
す
る
「
行た

び

人び
と

」
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
る
と
い
う
二
段
階

の
過
程
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
先
に
述
べ
た
傍
線
部
d
「
水
の
音
に
流
れ
添
ふ
心
地
し
た
ま
ふ
」
が
二
段
階
の
過
程
を
と
る
の
と
同
じ

で
あ
り
、
実
際
に
聞
こ
え
て
く
る
音
か
ら
、
思
い
浮
か
べ
ら
れ
て
い
る
音
や
情
景
が
、
直
接
の
体
験
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
漢
詩
に
描

か
れ
て
い
る
音
や
情
景
で
あ
る
と
こ
ろ
に
表
現
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
三
、
総
角
巻
の
「
暁
」
の
表
現
と
謝
観
の
「
暁
賦
」
に
つ
い
て

　

前
章
で
考
察
し
た
大
江
朝
綱
の
「
王
昭
君
」
の
詩
は
秋
の
夜
を
描
き
、
白
居
易
の
「
生
別
離
」
の
詩
は
残
月
が
没
し
、
鶏
が
鳴
く
明
け

方
を
描
い
て
い
る
。
前
掲
の
総
角
巻
の
場
面
で
は
、
「
王
昭
君
」
の
詩
を
引
用
し
た
傍
線
部
a
か
ら
傍
線
部
d
「
水
の
音
に
流
れ
添
ふ
心

地
し
た
ま
ふ
」
ま
で
の
一
連
の
文
章
で
は
秋
の
夜
を
描
き
、
「
生
別
離
」
の
詩
を
引
用
し
た
傍
線
部
e
「
馬
ど
も
の
嘶い

ば

ゆ
る
音
も
、
旅
の
宿

り
の
あ
る
や
う
な
ど
人
の
語
る
、
思お

ぼ

し
や
ら
れ
て
、
を
か
し
く
思お

ぼ

さ
る
」
で
は
明
け
方
と
そ
れ
以
降
の
時
間
を
描
い
て
お
り
、
引
用
し
た

漢
詩
に
描
か
れ
た
時
間
帯
に
合
わ
せ
て
、
こ
の
場
面
が
夜
か
ら
明
け
方
へ
と
推
移
し
て
い
る
。
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こ
の
総
角
巻
の
場
面
で
は
、
「
秋
の
夜
」
と
「
明
け
が
た
」
の
次
に
「
明
く
な
り
ゆ
き
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
、
さ
ら
に
夜
明
け
へ
と

近
づ
い
て
い
く
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
「
秋
の
夜
」
に
は
大
江
朝
綱
の
「
王
昭
君
」
が
、
「
明
け
が
た
」
に
は
白
居
易
の
「
生
別
離
」
の

詩
を
引
用
し
た
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
が
、
「
明
け
が
た
」
か
ら
「
明
く
な
り
ゆ
き
」
ま
で
の
音
や
風
景
の
微
妙
な
移
り
変
わ
り
の
表
現
に

つ
い
て
は
、
謝
観
の
「
暁
賦
」
が
受
容
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
点
に
関
し
て
検
討
し
た
い
。

　

謝
観
の
「
暁
賦
」
は
全
体
と
し
て
は
失
わ
れ
た
が
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
に
四
か
所
、
『
新
撰
朗
詠
集
』
に
二
か
所
採
ら
れ
て
、
そ
の
部
分

は
逸
文
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
次
に
挙
げ
る
『
和
漢
朗
詠
集
』
（
巻
下
、
水　

付
漁
夫
）
の
五
一
〇
番
は
、
暁
に
お
け
る
北
方
の
砂
漠
地
帯

で
馬
が
「
嘶
ゆ

）
10
（

」
こ
と
と
、
南
方
の
長
江
で
の
船
の
出
帆
が
対
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
前
掲
の
総
角
巻
の
傍
線
部
e
の
「
馬
ど
も
の
嘶い

ば

ゆ
る
音
も
、
旅
の
宿
り
の
あ
る
や
う
な
ど
」
と
同
様
に
旅
情
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
　

辺
城
之
牧
馬
連
嘶　

平
沙
眇
　々
　

辺
城
の
牧
馬
連
り
に
嘶い

ば

ゆ　

平
沙
眇
々
た
り

　
　

江
路
之
征
帆
尽
去　

遠
岸
蒼
　々
　

江
路
の
征
帆
尽
く
に
去
ん
ぬ　

遠
岸
蒼
々
た
り

　

次
の
『
和
漢
朗
詠
集
』
（
巻
下
、
暁
）
の
四
一
七
番
に
は
西
に
傾
い
て
沈
も
う
と
し
て
い
る
月
と
、
旅
館
も
ま
だ
閉
ま
っ
て
い
る
の
に
、

独
り
で
歩
い
て
い
る
旅
人
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
白
居
易
の
「
生
別
離
」
の
第
五
句
の
「
残
月
没い

り
ぬ
」
と
第
六
句
の
「
行た

び

人び
と

出
づ
」

と
同
様
、
月
が
空
を
照
ら
す
暗
い
闇
の
時
間
帯
が
終
わ
り
、
旅
人
が
既
に
出
立
し
て
い
る
明
け
方
の
情
景
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
　

幾
行
南
去
之
雁　

一
片
西
傾
之
月　
　

幾い
く

行つ
ら

ぞ
南
に
去
る
雁　

一
片
西
に
傾
く
月

　
　

赴
征
路
而
独
行
之
子　

旅
店
猶
扃　
　

征
路
に
赴
い
て
独
り
行あ

り

く
子し　

旅
店
な
ほ
扃と

ざ

せ
り

　
　

泣
孤
城
而
百
戦
之
師　

胡
笳
未
歇　
　

孤
城
に
泣
い
て
百も

も

た
び
戦
ふ

師
い
く
さ　

胡
の
笳
い
ま
だ
歇
ま
ず

　

次
の
『
新
撰
朗
詠
集
』
（
巻
下
、
暁
、
三
八
八

）
11
（

）
の
謝
観
の
「
暁
賦
」
に
は
、
隙
間
か
ら
微
か
に
明
る
さ
が
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
、
太
陽

の
光
に
着
目
し
た
暁
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。



34

　
　

愁
思
婦
於
深
窓　

軽
紗
漸
白　
　

思
婦
を
深
窓
に
愁
へ
し
む
れ
ば　

軽
紗
漸

や
う
や

く
に
白
し

　
　

眠
幽
人
於
古
屋　

暗
隙
纔
明　
　

幽
人
を
古
屋
に
眠
ら
し
む
れ
ば　

暗あ
ん

隙げ
き

纔わ
づ

か
に
明
ら
か
な
り

こ
こ
で
は
「
軽
紗
漸

や
う
や

く
に
白
し
」
と
い
う
よ
う
に
、
夜
明
け
が
近
づ
き
、
窓
の
薄
絹
の

帳
と
ば
り

が
太
陽
の
光
で
少
し
ず
つ
明
る
く
白
ん
で
い

く
様
子
と
、戸
の
隙
間
か
ら
太
陽
の
光
が
わ
ず
か
に
漏
れ
て
い
る
様
子
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
前
掲
の
総
角
巻
の
傍
線
部
f
の
「
光

見
え
つ
る
か
た
の
障
子
」
と
い
う
表
現
に
受
容
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
「
光
」
に
つ
い
て
現
行
の
注
釈
書
は
太
陽
の
光
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
傍
線
部
h
の
「
た
だ
か
や
う
に
月
を
も
花
を
も
同
じ
心
に

も
て
あ
そ
び
」
か
ら
、
そ
の
時
月
が
出
て
い
た
と
理
解
す
る
と
、
こ
の
光
は
月
光
で
あ
る
と
い
う
考
え
も
成
り
立
ち
得
る

）
12
（

。
し
か
し
傍
線

部
g
に
は
「
し
の
ぶ
の
露
も
や
う
や
う
光
見
え
も
て
ゆ
く
」
と
あ
り
、
「
や
う
や
う
」
と
い
う
よ
う
に
、
少
し
ず
つ
明
る
く
な
っ
て
い
く

太
陽
の
光
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
表
現
が
と
ら
れ
て
お
り
、
夜
明
け
に
か
け
て
光
を
弱
め
て
い
く
二
十
日
前
後
の
有
明
の
月
と
は
考
え
難
い

表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
。
「
露
」
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
検
討
す
る
「
月
を
望
め
ば
遠
情
多
し
」
の
詩
序
の
「
兎
園
の
露
い
ま
だ
晞
ず
」
と

い
う
暁
の
露
の
表
現
に
つ
い
て
、
柿
村
重
松
氏
は
『
毛
詩
』
（
小
雅
・
南
有
嘉
魚
之
什
）
「
湛
露
」
の
「
湛
湛
た
る
露
、
陽
に
匪
ず
ん
ば
晞
ず
」

（
湛
湛
露
斯
、
匪
レ

陽
不
レ

晞
）
を
指
摘
さ
れ

）
13
（

、
山
本
真
由
子
氏
は
『
文
選
』
の
謝
荘
「
月
賦
」
の
「
月
既
に
没
し
、
露
唏
ん
と
欲
す
」
（
月

既
没
兮
露
欲
レ

唏
）
を
踏
ま
え
る
表
現
と
さ
れ
て
い
る

）
14
（

。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
露
に
つ
い
て
は
月
光
で
は
な
く
太
陽
の
光
と
の
関
連
を

考
え
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

明
け
ゆ
く
ほ
ど
の
空
に
、
妻
戸
お
し
あ
け
た
ま
ひ
て
、
も
ろ
と
も
に
誘
ひ
出
で
て
見
た
ま
へ
ば
、
霧
り
わ
た
れ
る
さ
ま
、
所
か
ら
の

あ
は
れ
多
く
添
ひ
て
、
例
の
、
柴
積
む
船
の
か
す
か
に
行
き
交
ふ
あ
と
の
白
波
、
目
馴
れ
ず
も
あ
る
住
ま
ひ
の
さ
ま
か
な
と
、
色
な

る
御
心
に
は
、
を
か
し
く
思
さ
る
。
山
の
端
の
光
や
う
や
う
見
ゆ
る
に
、
女
君
の
御
容
貌
の
ま
ほ
に
う
つ
く
し
げ
に
て
、
…

　

男
の
御
さ
ま
の
、
限
り
な
く
な
ま
め
か
し
く
き
よ
ら
に
て
、
…
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（
総
角
巻
、
六
十
六
～
六
十
七
頁
）

こ
れ
は
匂
宮
が
中
君
の
も
と
に
三
夜
通
っ
た
後
の
暁
に
、
匂
宮
と
中
君
が
別
れ
る
場
面
で
あ
り
、
匂
宮
が
最
初
に
訪
れ
た
夜
が
「
二
十
六

日
）
15
（

」
（
総
角
巻
、
四
十
七
頁
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
日
は
八
月
二
十
九
日
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
面
に
は
前
掲
の
総
角
巻
の
傍
線
部

f
の
「
お
し
あ
け
た
ま
ひ
て
」
や
「
も
ろ
と
も
に
見
た
ま
ふ
」
と
同
様
に
「
お
し
あ
け
た
ま
ひ
て　

も
ろ
と
も
に
誘
ひ
出
で
て
見
た
ま
へ
ば
」

と
あ
り
、
そ
の
後
に
、
「
山
の
端
の
光
」
が
「
や
う
や
う
」
見
え
る
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
こ
の
山
の
端
か
ら
だ
ん
だ
ん
と
見
え
る
光
は
太

陽
の
光
の
表
現
で
あ
り
、
こ
の
日
が
八
月
二
十
九
日
の
月
が
見
え
な
い
時
期
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
光
は
太
陽
の
光
で
あ
る
と
確
定

で
き
る
。
続
い
て
こ
の
場
面
で
は
中
君
の
容
貌
の
美
し
さ
と
匂
宮
の
優
雅
さ
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
前
掲
の
総
角
巻
の
場
面
で
「
し

の
ぶ
の
露
も
や
う
や
う
光
見
え
も
て
ゆ
く
。
か
た
み
に
い
と
艶
な
る
さ
ま
容
貌
ど
も
を
」
と
「
光
」
の
後
に
薫
と
大
君
の
容
貌
が
描
写
さ

れ
て
い
る
の
と
類
似
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
宇
治
の
山
荘
に
お
け
る
同
年
八
月
の
男
女
の
別
れ
を
描
い
た
二
つ
の
場
面
に
お
け
る
光
に
つ
い
て
「
や
う
や
う
」
見
え
る

と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
、
一
方
の
匂
宮
と
中
君
の
場
面
の
光
が
太
陽
の
光
と
確
定
で
き
る
こ
と
か
ら
、
も
う
一
方
の
薫
と
大
君
の
場
面
も

太
陽
の
光
と
考
え
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
前
掲
の
総
角
巻
の
傍
線
部
f
の
「
光
見
え
つ
る
か
た
の
障
子
」
は
太
陽

の
光
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

　

こ
の
場
面
で
は
匂
宮
と
中
君
が
そ
れ
ぞ
れ
「
男
」
、
「
女
君
」
と
称
さ
れ
、
前
掲
の
総
角
巻
の
場
面
で
は
大
君
が
こ
の
巻
の
中
で
一
度
だ

け
「
女
」
と
称
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
二
場
面
は
二
組
の
男
女
の
「
暁
」
を
対
比
的
に
描
い
て
い
る
。
薫
と
大
君
の
「
暁
」
の
場
面
で
は
馬

の
嘶
き
を
聞
い
て
「
を
か
し
」
く
思
っ
て
お
り
、
こ
の
場
面
の
匂
宮
は
船
の
残
し
た
白
波
を
見
て
、
薫
と
同
様
に
「
を
か
し
」
く
思
っ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
は
先
述
し
た
謝
観
の
「
暁
賦
」
（
『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
下
、
水　

付
漁
夫
、
五
一
〇
）
に
お
い
て
、
馬
の
嘶
き
と
、

船
の
出
帆
が
対
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
二
場
面
に
分
け
て
表
現
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
前
掲
の
総
角
巻
の
場
面
の
「
明
け
が
た
」
か
ら
「
明
く
な
り
ゆ
き
」
ま
で
の
間
に
は
、
馬
の
嘶
き
と
旅
の
宿
り
、
そ

し
て
「
光
見
え
つ
る
か
た
の
障
子
」
と
い
う
太
陽
の
光
で
少
し
ず
つ
明
る
く
白
ん
で
い
く
様
子
が
描
か
れ
て
お
り
、
「
暁
賦
」
に
は
こ
の
三

つ
の
表
現
が
す
べ
て
そ
ろ
っ
て
い
る
。
こ
の
場
面
で
は
「
秋
の
夜
」
に
は
大
江
朝
綱
の
「
王
昭
君
」
が
、
「
明
け
が
た
」
と
そ
れ
以
降
に
は

白
居
易
の
「
生
別
離
」
の
詩
を
引
用
し
た
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
そ
の
後
の
「
明
く
な
り
ゆ
き
」
ま
で
の
時
間
帯
に
つ
い
て
は
、

謝
観
の
「
暁
賦
」
を
も
受
容
し
た
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
四
、
具
平
親
王
邸
に
お
け
る
「
月
を
望
め
ば
遠
情
多
し
」
詩
序
お
よ
び
詩
と
の
関
わ
り

　

本
章
で
は
、
「
暁
賦
」
よ
り
も
、
さ
ら
に
前
掲
の
総
角
巻
の
場
面
と
よ
く
似
た
表
現
を
も
つ
紀
斉
名
の
「
望
月
遠
情
多
」
（
『
本
朝
文
粋
』

巻
八
、
詩
序
一
、
天
象
、
二
〇
五

）
16
（

）
を
題
と
す
る
詩
序

）
17
（

を
取
り
上
げ
、
検
討
し
た
い
。

　

こ
の
詩
序
は
八
月
の
深
夜
に
十
人
余
り
の
公
卿
・
大
夫
が
具
平
親
王
の
も
と
に
集
ま
り
、
「
月
を
望
め
ば
遠
情
多
し
」
と
い
う
題
で
詩
を

作
っ
た
時
の
紀
斉
名
の
作
で
あ
り
、
そ
の
折
の
具
平
親
王
・
紀
斉
名
・
源
孝
道
・
源
為
憲
の
詩
の
一
部
も
『
類
聚
句
題
抄
』
に
あ
る
。
成

立
年
に
つ
い
て
は
未
詳
だ
が
、
紀
斉
名
の
没
年
か
ら
、
本
間
洋
一
氏
は
長
保
元
年
（
九
九
九
）
以
前
の
作
で
あ
る
の
は
確
実
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る

）
18
（

。

　
　

仲
秋
陪
中
書
大
王
書
閣
、
同
賦
望
月
遠
情
多
。
応
教
。
紀
斉
名

　
　
　
　

仲
秋
中
書
大
王
の
書
閣
に
陪
し
て
、
同
じ
く
月
を
望
め
ば
遠
情
多
し
と
い
ふ
こ
と
を
賦
す
。
教
に
応
ず
。
紀
斉
名

清
秋
八
月
、
遥
夜
三
更
、
公
卿
大
夫
、
十
有
余
輩
、
乗
朝
務
之
余
暇
、
属
秋
景
之
半
闌
、
会
于
中
書
大
王
之
書
閣
矣
。
大
王
賢
智
在
心
。

文
彩
随
手
。
彼
①

江
都
之
縦
逸
遊
、
遺
譏
於
雷
陂
之
戯
、
東
阿
之
巧
詞
賦
、
流
誉
於
渭
水
之
文
。
古
人
美
悪
、
於
我
王
見
焉
。

清
秋
の
八
月
、
遥
夜
の
三
更
、
公
卿
大
夫
、
十
有
余
輩
、
朝
務
の
余
暇
に
乗
じ
、
秋
景
の
半
ば

闌
た
け
な
は

な
る
に
属
し
て
、
中
書
大
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王
の
書
閣
に
会
す
。
大
王
賢
智
心
に
在
り
。
文
彩
手
に
随
ふ
。
彼
の
江
都
の
逸
遊
を

縦
ほ
し
い
ま
ま

に
せ
し
、
譏

そ
し
り

を
雷
陂
の
戯
れ
に
遺
し
、

東
阿
の
詞
賦
に
巧
み
な
る
、

誉
ほ
ま
れ

を
渭
水
の
文
に
流
す
、
古
人
の
美
悪
、
我
王
に
於
て

見
あ
ら
は

る
。

于
時
閑
望
秋
月
、更
多
遠
情
。
隣
笛
家
家
、暗
思
隴
頭
之
水
咽
、村
砧
処
処
、遥
諳
塞
外
之
嵐
寒
。
至
彼
共
清
景
於
千
里
、同
佳
賞
於
両
郷
、

②

漁
人
棹
而
高
歌
、江
波
氷
潔
、莋
馬
嘶
而
欲
惑
、野
草
霜
深
者
也
。
既
而
③

酒
軍
在
座
、兎
園
之
露
未
晞
。
僕
夫
待
衢
。
鶏
籠
之
山
欲
曙
。

愧
侍
望
月
之
席
、
独
少
凌
雲
之
詞
云
爾
。

時
に
閑
か
に
秋
の
月
を
望
め
ば
、
更
に
遠
情
多
し
。

ア

隣
笛
の
家
家
、
暗
に
隴
頭
の
水
の
咽
ぶ
を
思
ひ
、

イ

村
砧
の
処
処
、
遥
か

に
塞
外
の
嵐
の
寒
き
を
諳
ん
ず
。
彼
の
清
景
を
千
里
に
共
に
し
、
佳
賞
を
両
郷
に
同
じ
く
す
る
に
至
り
て
は
、

ウ

漁
人
棹
さ
し
て

高
く
歌
ふ
、
江
波
の
氷
潔
く
、

エ

莋
馬
嘶
き
て
惑
は
ん
と
欲
す
、
野
草
の
霜
深
き
者
な
り
。
既
に
し
て

オ

酒
軍
座
に
在
り
。
兎
園

の
露
い
ま
だ
晞
ず
。
僕
夫
衢
に
待
つ
。
鶏
籠
の
山
曙
け
な
ん
と
欲
す
。
愧
づ
ら
く
は
月
を
望
む
の
席
に
侍
し
て
、
独
り
雲
を
凌

ぐ
の
詞
少
き
こ
と
を
と
、
爾し

か

云
ふ
。

　

こ
の
詩
序
の
表
現
に
つ
い
て
、
ま
ず
「
暁
賦
」
の
表
現
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
検
討
す
る
。
こ
の
詩
序
に
は
傍
線
部
ウ
の
月
に
照
ら
さ

れ
た
大
き
な
川
で
の
「
漁
人
」
の
歌
声
と
、
傍
線
部
エ
の
月
光
の
中
で
嘶
く
馬
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
暁
賦
」
（
『
和
漢
朗
詠
集
』

巻
下
、
水　

付
漁
夫
、
五
一
〇
）
に
お
け
る
「
牧
馬
」
の
嘶
き
と
「
征
帆
」
の
出
帆
の
対
を
な
し
た
表
現
を
ふ
ま
え
て
、
舟
に
棹
さ
す
「
漁

人
」
の
歌
声
と
莋
地
方
の
馬
で
あ
る
「
莋
馬
」
の
「
嘶
」
き
と
が
対
と
な
る
表
現
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
詩
序
は
「
隣
笛
の
家
家
」
と
「
村
砧
の
処
処
」
が
対
を
な
し
て
い
る
が
、
次
の
「
暁
賦
」
（
『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
上
、
鶯
、

六
十
四
）
に
は
、
「
誰
家
」
と
「
幾
処
」
と
い
う
対
を
な
す
表
現
が
あ
る
。

　
　

誰
家
碧
樹　

鶯
啼
而
羅
幕
猶
垂　
　

誰
が
家
の
碧
樹
に
か　

鶯
啼
い
て
羅
幕
な
ほ
垂
れ
た
る

　
　

幾
処
華
堂　

夢
覚
而
珠
簾
未
巻　
　

幾
の
処
の
華
堂
に
か　

夢
覚
め
て
珠
簾
い
ま
だ
巻
か
ざ
る
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次
の
『
類
聚
句
題
抄
』
（
「
望
月
遠
情
多
」
、
具
平
親
王
、
七
十
七
）
所
収
の
具
平
親
王
の
詩
に
は
、
こ
の
詩
会
の
折
の
作
が
あ
り
、
「
幾
処
」

と
「
誰
家
」
と
い
う
、
「
暁
賦
」
と
同
じ
対
が
あ
る
。

　
　

清
光
幾
処
同
催
酔　
　

清
き
光　

幾
れ
の
処
に
か
同
に
酔
ひ
を
催
せ
る

　
　

冷
色
誰
家
亦
倍
愁　
　

冷
じ
き
色　

誰
が
家
に
か
亦
た
愁
へ
を
倍
せ
る

　
　

木
落
先
諳
湖
上
霽　
　

木
落
ち
て　

先
づ
諳
ん
ず
湖
上
の
霽
れ
た
ら
ん
こ
と
を

　
　

窓
明
却
憶
塞
門
秋　
　

窓
明
ら
か
に
し
て　

却
り
て
憶
ふ　

塞
門
の
秋
な
ら
ん
こ
と
を

　

以
上
の
よ
う
に
「
月
を
望
め
ば
遠
情
多
し
」
の
詩
序
に
は
「
暁
賦
」
を
ふ
ま
え
た
「
嘶
」
く
馬
と
舟
の
対
が
あ
る
。
ま
た
同
じ
詩
会
の

折
の
具
平
親
王
の
詩
に
は
「
幾
処
」
と
「
誰
家
」
を
用
い
て
、
「
暁
賦
」
が
様
々
な
場
所
に
お
け
る
暁
の
情
景
を
並
立
さ
せ
て
描
い
て
い
る

の
と
同
様
に
、
様
々
な
月
光
に
照
ら
さ
れ
た
情
景
を
描
い
て
い
る
。

　

次
に
、
こ
の
詩
序
に
認
め
ら
れ
る
表
現
の
特
徴
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
の
詩
序
の
傍
線
部
ア
で
は
近
隣
の
家
々
か
ら
聞
こ
え
て
く
る

笛
な
ど
の
管
絃
の
音
か
ら
、
隴
水
の
咽
ぶ
よ
う
な
音
を
思
い
、
傍
線
部
イ
で
は
遠
近
の
様
々
な
所
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
砧
の
音
か
ら
、
辺

境
の
地
の
嵐
の
寒
さ
や
音
を
思
い
や
っ
て
い
る
。
傍
線
部
イ
に
関
し
て
、
「
塞
外
の
嵐
の
寒
き
」
と
い
う
よ
う
に
音
に
関
す
る
語
は
用
い
ら

れ
て
い
な
い
が
、
砧
を
打
つ
夜
に
吹
く
嵐
は
聴
覚
に
訴
え
る
表
現
で
あ
る
か
ら
、
嵐
の
音
を
含
む
と
考
え
て
問
題
は
な
い
と
思
わ
れ
、
柿

村
重
松
氏
も
「
秋
の
嵐
の
声
寒
き
を
し
の
ば
し
む

）
19
（

」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
こ
の
詩
序
に
お
い
て
作
者
は
実
際
に
耳
に
し

て
い
る
音
か
ら
、
漢
詩
文
の
知
識
と
し
て
知
っ
て
い
る
隴
水
の
咽
ぶ
よ
う
な
音
や
辺
境
の
吹
き
す
さ
ぶ
嵐
の
音
を
「
暗そ

ら

に
…
思
ひ
」
や

「
諳そ

ら

ん
ず
」
と
い
う
語
を
用
い
て
思
い
浮
か
べ
て
い
る
。

　

こ
の
詩
序
と
同
じ
詩
会
で
作
ら
れ
た
『
類
聚
句
題
抄
』
所
収
の
七
十
七
か
ら
八
十
番
の
詩
で
は
、
音
で
は
な
く
、
実
際
に
目
に
し
て
い

る
風
景
か
ら
、
漢
詩
文
の
知
識
と
し
て
知
っ
て
い
る
風
景
や
音
を
想
像
し
て
い
る
。
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七
十
七　
　

望
月
遠
情
多　
　

後
中
書
王　
　

月
を
望
め
ば
遠
情
多
し

　
　

清
光
幾
処
同
催
酔　
　

清
き
光　

幾い
づ

れ
の

処
と
こ
ろ

に
か
同と

も

に
酔
ひ
を

催
う
な
が

せ
る

　
　

冷
色
誰
家
亦
倍
愁　
　

冷
す
さ
ま

じ
き
色　

誰
が
家
に
か
亦
た
愁
へ
を
倍ま

せ
る

　
　

木
落
先
諳
湖
上
霽　
　

木
落
ち
て　

先
づ
諳
ん
ず　

湖
上
の
霽は

れ
た
ら
ん
こ
と
を

　
　

窓
明
却
憶
塞
門
秋　
　

窓
明
ら
か
に
し
て　

却
り
て
憶
ふ　

塞
門
の
秋
な
ら
ん
こ
と
を

　
　
　

七
十
八　
　
　
　
　
　
　
　
　

紀
斉
名

　
　

褰
箔
遥
知
過
野
面　
　

箔
す
だ
れ

を
褰か

か

げ
て
は　

遥
に
知
ん
ぬ　

野
の
面
に
過よ

ぎ

ら
ん
こ
と
を

　
　

停
盃
更
憶
照
山
頭　
　

盃
を
停
め
て
は　

更
に
憶
ふ　

山
の

頭
い
た
だ
き

を
照
ら
さ
ん
こ
と
を

　
　

商
人
棹
雪
歌
漁
浦　
　

商
人　

雪
に
棹
し
て　

漁
い
さ
り

す
る
浦
に
歌
ふ

　
　

老
将
踏
霜
立
戍
楼　
　

老
将　

霜
を
踏
ん
で　

戍じ
ゆ

楼ろ
う

に
立
つ

　
　
　

七
十
九　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
孝
道

　
　

過
窓
忽
憶
吹
霜
角　
　

窓
に
過よ

ぎ

り
て
は　

忽
に
は
か

に
霜
に
吹
く

角
つ
の
ぶ
え

を
憶
ふ

　
　

落
水
遥
諳
棹
雪
舟　
　

水
に
落
ち
て
は　

遥
に
雪
に
棹
さ
す
舟
を
諳
ん
ず

　
　

遊
子
不
帰
郷
国
夢　
　

遊
子
帰
ら
ず　

郷
国
の
夢

　
　

明
妃
有
涙
塞
垣
秋　
　

明
妃
涙
有
り　

塞
垣
の
秋

　
　
　

八
十　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
為
憲

　
　

霽
諳
往
反
烏
孫
路　
　

霽は

れ
て
諳
ん
ず　

往
反
す
る
烏
孫
の
路

　
　

明
憶
笙
歌
燕
子
楼　
　

明
ら
か
に
し
て
憶
ふ　

笙
歌
せ
る
燕
子
楼
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将
照
漢
家
砧
外
夜　
　

将
に
照
ら
さ
ん
と
す　

漢
家
砧
外
の
夜

　
　

定
添
商
嶺
鬢
辺
秋　
　

定
め
て
添
へ
ん　

商
嶺
鬢
辺
の
秋

後
中
書
王
（
具
平
親
王
）
・
源
孝
道
・
源
為
憲
の
作
に
は
い
ず
れ
も
、
対
句
の
中
に
「
諳そ

ら

ん
ず
」
と
「
憶お

も

ふ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る

）
20
（

。
ま
た

斉
名
の
作
に
は
「
憶お

も

ふ
」
が
あ
っ
て
「
諳そ

ら

ん
ず
」
は
な
い
が
、「
遥
か
に
知
る
」
と
い
う
ほ
ぼ
同
様
の
意
味
を
持
つ
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
第
五
章
で
も
検
討
す
る
「
四
望
遠
情
多
し
」
を
題
と
す
る
の
斉
信
の
詩
句
に
も
「
諳そ

ら

ん
ず
」
と
「
憶お

も

ふ
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
遠
情
」

を
句
題
と
し
た
詩
に
は
対
句
の
中
に
「
諳そ

ら

ん
ず
」
と
「
憶お

も

ふ
」
と
い
う
表
現
を
も
つ
と
い
う
特
徴
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
「
遠
情
」
に
つ
い
て
、
本
間
洋
一
氏
は
「
遠
く
の
人
（
や
処
）
を
思
う
心
。
遠
く
へ
の
思
い

）
21
（

」
、
柳
澤
良
一
氏
は
「
遠
く
思
い
や

る
心
。
は
る
け
き
思
い

）
22
（

」
と
注
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
語
の
意
味
を
ふ
ま
え
て
、
「
遠
情
」
を
め
ぐ
る
詩
や
詩
序
の
表
現
を
検
討
す
る
と
、
作

者
は
詩
会
が
催
さ
れ
る
場
に
い
な
が
ら
、
そ
の
場
で
耳
に
し
た
音
や
目
に
し
た
景
物
に
よ
っ
て
「
遠
情
」
が
生
じ
る
の
を
感
じ
、
作
者
が

漢
詩
文
か
ら
学
ん
で
知
っ
て
い
る
遠
く
の
音
や
情
景
を
「
暗そ

ら

に
…
思
ひ
」
・
「
憶お

も

ふ
」
や
「
諳そ

ら

ん
ず
」
と
い
う
よ
う
に
具
体
的
に
思
い
浮
か

べ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
斉
名
の
詩
序
に
お
け
る
そ
の
場
の
音
は
笛
な
ど
の
管
絃
の
音
と
砧
の
音
で
あ
り
、
斉
名
が
漢
詩
文
か

ら
学
ん
で
知
っ
て
い
る
遠
く
の
音
や
情
景
は
隴
水
の
音
と
辺
境
の
地
の
嵐
の
寒
さ
や
音
で
あ
る
。
ま
た
『
類
聚
句
題
抄
』
の
七
十
七
番
の

具
平
親
王
の
詩
で
は
、
そ
の
場
で
目
に
し
た
景
物
は
木
の
葉
が
散
り
落
ち
る
こ
と
と
窓
辺
の
月
明
か
り
で
あ
り
、
具
平
親
王
が
漢
詩
文
か

ら
学
ん
で
知
っ
て
い
る
遠
く
の
情
景
は
晴
れ
渡
っ
た
湖
と
秋
ら
し
さ
を
増
す
辺
境
の
地
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
分
類
は
斉
名
・
孝
道
・
為

憲
の
作
に
つ
い
て
も
可
能
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
「
遠
情
」
に
つ
い
て
の
詩
や
詩
序
の
表
現
に
は
、
詩
会
が
催
さ
れ
る
場
に
い
る
作

者
が
、
そ
の
場
で
耳
に
し
た
音
や
目
に
し
た
景
物
を
契
機
と
し
て
、
漢
詩
文
の
知
識
を
基
盤
と
し
た
遠
く
の
音
や
情
景
を
想
像
す
る
と
い

う
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
を
対
句
と
し
て
、
「
諳そ

ら

ん
ず
」
と
「
憶お

も

ふ
」
な
ど
を
用
い
て
表
現
す
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
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こ
の
よ
う
に
「
遠
情
」
の
詩
序
や
詩
に
「
諳そ

ら

ん
ず
」
や
「
憶お

も

ふ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
と
同
様
に
、前
掲
の
総
角
巻
の
傍
線
部
d
「
水

の
音
に
流
れ
添
ふ
心
地
し
た
ま
ふ
」
に
は
「
心
地
し
た
ま
ふ
」
が
、
傍
線
部
e
「
馬
ど
も
の
嘶い

ば

ゆ
る
音
も
、
旅
の
宿
り
の
あ
る
や
う
な
ど

人
の
語
る
、
思お

ぼ

し
や
ら
れ
て
、
を
か
し
く
思お

ぼ

さ
る
」
に
は
「
思お

ぼ

し
や
ら
れ
て
」
と
い
う
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
。
傍
線
部
d
で
は
、
大
君

が
宇
治
川
の
音
を
聞
い
て
、
大
江
朝
綱
の
「
王
昭
君
」
の
詩
に
描
か
れ
た
「
隴
水
」
を
連
想
し
て
お
り
、
大
君
は
こ
の
詩
の
王
昭
君
の
悲

し
み
に
自
己
の
悲
し
み
を
重
ね
る
心
情
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
の
詩
序
の
傍
線
部
ア
「
隣
笛
の
家
家
、暗そ

ら

に
隴
頭
の
水
の
咽
ぶ
を
思
ひ
」

と
い
う
、
近
く
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
笛
な
ど
の
管
絃
の
音
か
ら
「
隴
水
」
を
連
想
す
る
表
現
と
似
て
い
る
。
傍
線
部
e
で
薫
が
「
馬
ど
も

の
嘶い

ば

ゆ
る
音
」
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
白
居
易
の
「
生
別
離
」
の
詩
の
馬
の
嘶
き
を
連
想
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
傍
線
部
エ
の
「
莋
馬

嘶
き
て
惑
は
ん
と
欲
す
」
と
、想
像
さ
れ
た
遠
い
風
景
に
お
い
て
馬
が
嘶
く
こ
と
と
似
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
傍
線
部
d
と
傍
線
部
e
は
、

近
く
の
音
か
ら
大
江
朝
綱
の
「
王
昭
君
」
や
白
居
易
の
「
生
別
離
」
の
詩
を
連
想
し
て
お
り
、
こ
れ
は
そ
の
場
で
耳
に
し
た
音
か
ら
漢
詩

文
の
知
識
と
し
て
知
っ
て
い
る
遠
く
の
音
を
想
像
す
る
「
遠
情
」
の
詩
序
に
お
け
る
表
現
の
特
徴
と
同
じ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

次
に
「
月
を
望
め
ば
遠
情
多
し
」
の
詩
序
と
こ
の
総
角
巻
の
場
面
に
お
け
る
類
似
し
た
表
現
に
つ
い
て
の
検
討
す
る
。
こ
の
詩
序
は
「
清

秋
八
月
、
遥
夜
の
三
更
」
よ
り
、
八
月
の
深
夜
の
「
三
更
」
に
具
平
親
王
の
「
書
閣
」
に
斉
名
ら
が
集
ま
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
「
時
に

閑
か
に
秋
の
月
を
望
め
ば
、
更
に
遠
情
多
し
」
と
、
集
ま
っ
た
人
々
が
共
に
空
の
月
を
眺
め
て
「
遠
情
」
が
生
じ
て
い
る
。
傍
線
部
オ
「
酒

軍
座
に
在
り
、
兎
園
の
露
い
ま
だ
晞
ず
。
僕
夫
衢
に
待
つ
。
鶏
籠
の
山
曙
け
な
ん
と
欲
す
」
よ
り
、
酒
肴
が
供
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
具
平

親
王
邸
の
庭
の
露
を
「
兎
園
の
露
」
と
し
て
、
露
が
か
わ
い
て
い
な
い
こ
と
、
従
者
と
馬
が
明
け
方
ま
で
外
で
待
っ
て
い
る
こ
と
、
明
け

方
ま
で
詩
宴
を
開
い
て
い
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
総
角
巻
の
場
面
で
は
、
八
月
の
「
秋
の
夜
」
に
薫
が
大
君
の
も
と
を
訪
れ
、
薫
の
供
人
に
酒
肴
が
供
さ
れ
、
八
宮
の
山
荘
の
庭
が

傍
線
部
g
「
し
の
ぶ
の
露
も
や
う
や
う
光
見
え
も
て
ゆ
く
」
と
い
う
よ
う
に
、
ま
だ
太
陽
は
高
く
昇
ら
ず
、
露
が
か
わ
く
状
態
に
は
な
く
、
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薫
の
供
人
が
馬
と
と
も
に
待
ち
、
「
明
く
な
り
ゆ
き
」
と
い
う
明
け
方
ま
で
の
、
八
宮
の
仏
間
に
お
け
る
薫
と
大
君
と
の
交
流
が
描
か
れ
て

い
る
。
薫
の
「
山
里
の
あ
は
れ
知
ら
る
る
声
々
に
と
り
あ
つ
め
た
る
あ
さ
ぼ
ら
け
か
な
」
の
歌
は
、
こ
の
詩
序
の
傍
線
部
オ
の
「
鶏
籠
の

山
曙
け
な
ん
と
欲
す
」
と
、「
と
り
」
と
「
鶏
」
、「
山
（
里
）
」
と
「
山
」
、「
あ
さ
ぼ
ら
け
」
と
「
曙
け
な
ん
」
と
い
う
語
が
類
似
し
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
場
面
の
傍
線
部
b
の
「
峰
の
嵐
」
と
こ
の
詩
序
の
傍
線
部
イ
の
「
塞
外
の
嵐
」
も
類
似
し
て
い
る
。

　

こ
の
詩
序
で
は
人
々
が
共
に
空
の
月
を
眺
め
て
い
る
が
、
こ
の
総
角
巻
の
場
面
で
は
傍
線
部
f
の
「
空
の
あ
は
れ
な
る
を
も
ろ
と
も
に

見
た
ま
ふ
」
よ
り
、
薫
と
大
君
が
空
を
見
て
い
る
。
そ
し
て
傍
線
部
ｈ
「
た
だ
か
や
う
に
月
を
も
花
を
も
同
じ
心
に
も
て
あ
そ
び
、
は
か

な
き
世
の
あ
り
さ
ま
を
聞
こ
え
合
は
せ
て
な
む
過
ぐ
さ
ま
ほ
し
き
」
と
薫
が
大
君
に
語
り
か
け
て
い
る
。
こ
の
詩
序
で
は
月
を
見
て
「
遠
情
」

が
生
じ
て
い
る
が
、
こ
の
総
角
巻
で
は
二
人
で
同
じ
風
景
を
見
て
、
そ
れ
を
「
は
か
な
き
世
の
あ
り
さ
ま
」
と
い
う
よ
う
に
、
よ
り
抽
象

的
な
世
の
中
の
様
々
な
あ
り
方
と
い
う
よ
う
に
、
漢
詩
文
の
世
界
だ
け
で
は
な
く
、
世
の
無
常
の
よ
う
な
仏
教
的
な
世
界
を
も
含
む
こ
と

を
語
り
合
い
た
い
と
い
う
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
目
に
見
え
る
景
物
か
ら
、
漢
詩
文
か
ら
学
ん
で
知
っ
て
い
る
世
界
を
想

像
す
る
と
い
う
、
「
月
を
望
め
ば
遠
情
多
し
」
や
「
四
望
遠
情
多
し
」
を
題
と
す
る
詩
に
認
め
ら
れ
た
「
遠
情
」
に
特
徴
的
な
あ
り
方
に
、

仏
教
的
な
文
脈
を
加
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
室
で
身
を
近
く
寄
せ
合
う
と
い
う
現
状
に
は
二
人
の
心
が

向
か
わ
ず
、
抽
象
的
な
側
面
で
共
感
す
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
五
、
具
平
親
王
の
影
響
と
「
四
望
遠
情
多
し
」
の
詩
に
つ
い
て

　

本
章
で
は
、
紀
斉
名
の
「
月
を
望
め
ば
遠
情
多
し
」
詩
序
が
具
平
親
王
邸
で
作
ら
れ
た
と
い
う
事
実
に
着
目
し
て
検
討
を
加
え
た
い
。

　

こ
の
詩
序
に
は
「
公
卿
大
夫
、
十
有
余
輩
、
朝
務
の
余
暇
に
乗
じ
、
秋
景
の
半
ば
闌
な
る
に
属
し
て
、
中
書
大
王
の
書
閣
に
会
す
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
公
卿
、
大
夫
十
余
人
が
具
平
親
王
の
「
書
閣
」
に
集
ま
っ
て
詩
を
作
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
時
訪
れ
た
人
に
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は
紀
斉
名
・
源
孝
道
・
源
為
憲
が
い
た
こ
と
が
、
前
章
で
検
討
し
た
『
類
聚
句
題
抄
』
よ
り
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
書
閣
」
は
書

斎
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
は
書
物
が
あ
り
、
客
も
招
く
こ
と
が
で
き
る
部
屋
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
外
部
か
ら
人
を
招
き
、
「
月
を
望
め
ば
遠
情
多
し
」
の
詩
序
や
詩
が
作
ら
れ
た
具
平
親
王
の
「
書
閣
」
の
あ
り
方
は
、
源
氏

物
語
の
宇
治
の
山
荘
に
お
け
る
八
宮
の
仏
間
の
あ
り
方
に
似
通
っ
て
い
る
。
八
宮
は
次
の
よ
う
に
、
宇
治
の
阿
闍
梨
を
仏
間
に
招
い
て
「
法

文
」
を
読
み
習
い
、
そ
こ
に
「
法
の
友
」
と
し
て
の
薫
も
加
わ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

峰
の
朝
霧
晴
る
る
を
り
な
く
て
明
か
し
暮
ら
し
た
ま
ふ
に
、
こ
の
宇
治
山
に
、
聖
だ
ち
た
る
阿
闍
梨
住
み
け
り
。
才
い
と
か
し
こ

く
て
、
世
の
お
ぼ
え
も
軽
か
ら
ね
ど
、

…

（
八
宮
が
）法
文
を
読
み
な
ら
ひ
た
ま
へ
ば
、
尊
が
り
き
こ
え
て
、
常
に
参
る
。
…

　

こ
の
阿
闍
梨
は
…
「
八
の
宮
の
い
と
か
し
こ
く
、
内
教
の
御
才
悟
り
深
く
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
か
な
…
」
と
聞
こ
ゆ
。
…

　

阿
闍
梨
、
中
将
の
、
道
心
深
げ
に
も
の
し
た
ま
ふ
な
ど
、
語
り
き
こ
え
て
、
「
法
文
な
ど
の
心
得
ま
ほ
し
き
心
ざ
し
な
む
、
い
は
け

な
か
り
し
齢
よ
り
深
く
思
ひ
な
が
ら
、
え
さ
ら
ず
世
に
あ
り
経
る
ほ
ど
、
…
か
く
心
に
か
け
て
な
む
頼
み
き
こ
え
さ
す
る
、
な
ど
、

ね
む
ご
ろ
に
申
し
た
ま
ひ
し
」
な
ど
語
り
き
こ
ゆ
。

　

宮
、
「
世
の
中
を
か
り
そ
め
の
こ
と
と
思
ひ
取
り
、
…
か
へ
り
て
は
心
は
づ
か
し
げ
な
る
法
の
友
に
こ
そ
は
も
の
し
た
ま
ふ
な
れ
」

な
ど
の
た
ま
ひ
て
、
か
た
み
に
御
消
息
通
ひ
、
み
づ
か
ら
も
ま
う
で
た
ま
ふ
。
…

　

…
（
薫
が
）た

び
た
び
参
り
た
ま
ひ
つ
つ
思
ひ
し
や
う
に
、
優
婆
塞
な
が
ら
行
ふ
山
の
深
き
心
、
法
文
な
ど
、
わ
ざ
と
さ
か
し
げ
に
は
あ
ら
で
、

い
と
よ
く
の
た
ま
ひ
知
ら
す
。
…

　

宮
、
待
ち
よ
ろ
こ
び
た
ま
ひ
て
、
所
に
つ
け
た
る
御
饗
応
な
ど
、
を
か
し
う
し
な
し
た
ま
ふ
。
暮
れ
ぬ
れ
ば
、
大
殿
油
近
く
て
、

さ
き
ざ
き
見
さ
し
た
ま
へ
る
文
ど
も
の
深
き
な
ど
、
阿
闍
梨
も
請
じ
お
ろ
し
て
、
義
な
ど
言
は
せ
た
ま
ふ
。

（
橋
姫
巻
、
二
六
四
～
二
九
一
頁
）
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こ
の
よ
う
に
仏
教
の
教
え
を
深
く
理
解
す
る
た
め
に
、「
法
文
」
を
阿
闍
梨
を
師
と
し
て
学
び
、
そ
の
中
に
薫
を
「
法
の
友
」
と
し
て
迎
え
て
、

一
人
で
は
な
く
複
数
で
学
び
、
経
典
の
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
に
心
を
尽
く
し
て
仏
道
と
関
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
仏
典
に
通

暁
し
天
台
摩
訶
止
観
の
注
釈
書
『
止し

観か
ん

輔ぶ

行
ぎ
よ
う

伝で
ん

弘ぐ

決け
つ

』
の
中
に
あ
る
外
典
を
抽
出
解
釈
し
た
『
弘ぐ

決け
つ

外げ

典て
ん

鈔
し
よ
う

』
を
著
し
、
慶
滋
保
胤
を

師
と
し
て
仰
ぎ
、
仏
道
の
信
仰
厚
い
具
平
親
王
の
人
と
な
り
を
彷
彿
と
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る

）
23
（

。
ま
た
仏
道
だ
け
で
は
な
く
、
和
漢
の
才

人
と
さ
れ
、
漢
詩
、
和
歌
、
音
楽
な
ど
す
べ
て
の
方
面
に
お
い
て
卓
抜
し
た
才
能
と
技
量
を
も
っ
て
い
た
具
平
親
王
を
思
わ
せ
る
表
現
が

次
の
八
宮
に
つ
い
て
の
描
写
に
あ
る
。

　

中
将
は
ま
う
で
た
ま
ふ
。
遊
び
に
心
入
れ
た
る
君
た
ち
誘
ひ
て
、
さ
し
や
り
た
ま
ふ
ほ
ど
、
酣
酔
楽
遊
び
て
、
水
に
の
ぞ
き
た
る

廊
に
造
り
お
ろ
し
た
る
階
の
心
ば
へ
な
ど
、
さ
る
か
た
に
い
と
を
か
し
う
、
ゆ
ゑ
あ
る
宮
な
れ
ば
、
人
々
心
し
て
船
よ
り
お
り
た
ま
ふ
。

こ
こ
は
ま
た
さ
ま
異
に
、
山
里
び
た
る
網
代
屏
風
な
ど
の
、
こ
と
さ
ら
に
こ
と
そ
ぎ
て
、
見
所
あ
る
御
し
つ
ら
ひ
を
、
さ
る
心
し
て

か
き
払
ひ
、
い
と
い
た
う
し
な
し
た
ま
へ
り
。
い
に
し
へ
の
、
音
な
ど
い
と
二
な
き
弾
き
も
の
ど
も
を
、
わ
ざ
と
ま
う
け
た
る
や
う

に
は
あ
ら
で
、
次
々
弾
き
出
で
た
ま
ひ
て
、
壱
越
調
の
心
に
、
桜
人
遊
び
た
ま
ふ
。
主
人
の
宮
の
御
琴
を
、
か
か
る
つ
い
で
に
と
、
人
々

思
ひ
た
ま
へ
れ
ど
、
箏
の
琴
を
ぞ
、
心
に
も
入
れ
ず
、
を
り
を
り
掻
き
合
は
せ
た
ま
ふ
。
耳
馴
れ
ぬ
け
に
や
あ
ら
む
、
い
と
も
の
深

く
お
も
し
ろ
し
と
、
若
き
人
々
思
ひ
し
み
た
り
。
所
に
つ
け
た
る
饗
応
、
い
と
を
か
し
う
し
た
ま
ひ
て
、
よ
そ
に
思
ひ
や
り
し
ほ
ど

よ
り
は
、
な
ま
孫
王
め
く
い
や
し
か
ら
ぬ
人
あ
ま
た
、
王
四
位
の
古
め
き
た
る
な
ど
、
か
く
人
目
見
る
べ
き
を
り
と
、
か
ね
て
い
と

ほ
し
が
り
き
こ
え
け
る
に
や
、
さ
る
べ
き
限
り
参
り
あ
ひ
て
、
瓶
子
取
る
人
も
き
た
な
げ
な
ら
ず
、
さ
る
か
た
に
古
め
き
て
、
よ
し

よ
し
し
う
も
て
な
し
た
ま
へ
り
。
…

　

花
盛
り
に
て
、
四
方
の
霞
も
な
が
め
や
る
ほ
ど
の
見
所
あ
る
に
、
唐
の
も
大
和
の
も
、
歌
ど
も
多
か
れ
ど
、
う
る
さ
く
て
尋
ね
も

聞
か
ぬ
な
り
。
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（
椎
本
巻
、
三
〇
八
～
三
一
一
頁
）

こ
の
八
宮
の
仏
間
で
行
わ
れ
た
宴
会
で
は
、
琴き

ん

の
名
手
で
あ
る
八
宮
が
箏そ

う

の
琴
を
演
奏
し
、
多
く
の
漢
詩
と
和
歌
と
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

八
宮
の
仏
間
は
客
を
も
て
な
し
、
漢
詩
が
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、「
月
を
望
め
ば
遠
情
多
し
」
の
詩
序
が
作
ら
れ
た
「
書
閣
」

と
同
じ
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　

ま
た
こ
の
詩
序
の
傍
線
部
オ
の
「
酒
軍
座
に
在
り
」
か
ら
、
具
平
親
王
の
「
書
閣
」
で
は
酒
肴
が
出
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ

と
は
八
宮
が
先
の
橋
姫
巻
の
例
で
「
法
文
」
を
阿
闍
梨
を
師
と
し
て
学
ぶ
際
に
、「
所
に
つ
け
た
る
御
饗
応
な
ど
、を
か
し
う
し
な
し
た
ま
ふ
」

と
「
御
饗
応
」
し
た
こ
と
や
、
椎
本
巻
の
例
の
「
所
に
つ
け
た
る
饗
応
、
い
と
を
か
し
う
し
た
ま
ひ
て
」
や
「
瓶
子
取
る
人
も
き
た
な
げ

な
ら
ず
、
さ
る
か
た
に
古
め
き
て
、
よ
し
よ
し
し
う
も
て
な
し
た
ま
へ
り
」
と
、
楽
器
の
演
奏
や
漢
詩
や
和
歌
を
詠
む
際
に
も
酒
肴
を
出

し
て
い
る
こ
と
と
一
致
す
る
。
こ
の
よ
う
な
八
宮
の
対
応
は
、
死
後
、
大
君
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
、
二
度
描
か
れ
て
い
る
薫
と
の
「
対
面
」

に
際
し
て
は
、
や
は
り
酒
肴
が
出
さ
れ
て
い
る
。

御
く
だ
も
の
よ
し
あ
る
さ
ま
に
て
参
り
、
御
供
の
人
々
に
も
、

肴
さ
か
な

な
ど
め
や
す
き
ほ
ど
に
て
、
土か

わ
ら
け器

さ
し
出
で
さ
せ
た
ま
ひ
け
り
。

（
椎
本
巻
、
三
四
四
頁
）

今
宵
は
と
ま
り
た
ま
ひ
て
、
物
語
な
ど
の
ど
や
か
に
聞
こ
え
ま
ほ
し
く
て
、
や
す
ら
ひ　

暮
ら
し
た
ま
ひ
つ
。
…
御
く
だ
も
の
な
ど
、

わ
ざ
と
は
な
く
し
な
し
て
参
ら
せ
た
ま
へ
り
。
御
供
の
人
々
に
も
、
ゆ
ゑ
ゆ
ゑ
し
き
肴
な
ど
し
て
出
だ
さ
せ
た
ま
へ
り
。

（
総
角
巻
、
十
九
～
二
十
頁
）

こ
の
総
角
巻
の
例
は
、
前
掲
の
総
角
巻
の
場
面
の
直
前
の
記
述
で
あ
り
、
こ
こ
で
薫
に
は
「
御
く
だ
も
の
な
ど
」
が
出
さ
れ
た
と
さ
れ
て

い
る
。
酒
肴
を
出
し
た
と
い
う
記
述
は
な
い
が
、「
御
供
の
人
々
に
も
ゆ
ゑ
ゆ
ゑ
し
き
肴
な
ど
し
て
出
だ
さ
せ
た
ま
へ
り
」
の
「
に
も
」
よ
り
、

薫
に
酒
肴
を
出
し
た
上
に
、
供
人
に
も
酒
肴
を
出
す
と
考
え
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
、
そ
れ
は
「
御
く
だ
も
の
な
ど
」
と
表
現
す
る
こ
と
で
、
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酒
肴
も
含
む
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
同
様
の
こ
と
は
椎
本
巻
の
例
に
も
あ
て
は
ま
り
、こ
こ
で
も
「
御
供
の
人
々
に
も
」
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
「
よ
し
あ
る
さ
ま
に
て
参
り
」
よ
り
、
「
く
だ
も
の
」
だ
け
で
は
な
く
、
風
流
に
盛
り
つ
け
ら
れ
た
酒
肴
も
供
さ
れ
た
と
考

え
る
の
が
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
前
掲
の
総
角
巻
の
場
面
で
は
酒
肴
が
出
さ
れ
て
お
り
、
薫
と
大
君
は
八
宮
亡
き
後
の
仏
間
で
夜
明
け
ま
で
語
り
合
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
「
月
を
望
め
ば
遠
情
多
し
」
の
詩
序
の
傍
線
部
オ
の
「
酒
軍
座
に
在
り
」
と
同
じ
状
況
を
示
す
と
と
も
に
、
「
鶏
籠
の
山
曙
け

な
ん
と
欲
す
」
と
い
う
よ
う
に
、
夜
明
け
を
迎
え
、
山
際
が
明
る
く
な
る
よ
う
な
時
間
ま
で
、
月
を
見
な
が
ら
具
平
親
王
や
紀
斉
名
ら
が

詩
を
作
っ
た
と
い
う
表
現
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

ま
た
「
月
を
望
め
ば
遠
情
多
し
」
の
詩
序
と
前
掲
の
総
角
巻
の
場
面
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
上
で
、
以
下
の
寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）

閏
九
月
の
『
御
堂
関
白
記

）
24
（

』
の
記
述
を
検
討
し
た
い
。

三
日
、
甲
寅
、
右
衛
門
督
（
斉
信
）・
源
中
納
言
（
俊
賢
）・
勘〔

由
脱
カ
〕

解
長
官
（
有
国
）
来
、
有
作
文
事
、
其
題
、
四
望
遠
情
多
、
以
通
為
韻
、

…　
　

十
二
日
、
癸
亥
、
天
晴
、
早
朝
読
作
文
、
孝
道
講
師
、
…

廿
一
日
、
壬
申
、
天
晴
、
早
行
宇
治
、
乗
舟
、
同
道
右
衛
門
督
（
斉
信
）・
勘
解
由
長
官
（
有
国
）・
右
大
弁
（
行
成
）
、
於
舟
中
有
連
句
、

着
家
有
題
、
於
宇
治
別
業
即
事
、
以
言
作
序
、
…

廿
五
日
、
…
従
中
務
宮
（
具
平
親
王
）
、
賜
右
大
弁
（
行
成
）
許
宇
治
作
文
余
詩
和
、

閏
九
月
三
日
に
は
、
道
長
邸
で
「
四
望
遠
情
多
し
」
と
い
う
題
で
藤
原
斉
信
、
源
俊
賢
、
藤
原
有
国
が
漢
詩
文
を
作
っ
た
と
い
う
記
事
が

あ
る
。
そ
の
時
の
次
の
斉
信
作
の
み
が
一
部
、
『
類
聚
句
題
抄
』
に
現
存
し
て
い
る
。

鶴
舞
還
諳
緱
嶺
月　
　

鶴
舞
ひ
て　

還
り
て
諳
ん
ず　

緱こ
う

嶺れ
い

の
月
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雁
帰
更
憶
塞
垣
風　
　

雁
帰
て　

更
に
憶
ふ　

塞
垣
の
風

襟
懐
一
日
神
皐
外　
　

襟
懐
一
日　

神し
ん

皐か
う

の
外

思
緒
万
端
客
路
中　
　

思し

緒し
よ

万ば
ん

端た
ん　

客
路
の
中う

ち 

（
『
類
聚
句
題
抄
』
、
「
四
望
遠
情
多
」
、
藤
斉
信
、
八
十
一
）

「
四
望
遠
情
多
し
」
に
つ
い
て
本
間
洋
一
氏
は
「
四
方
を
眺
め
て
い
る
と
遠
く
の
地
が
思
い
や
ら
れ
る
こ
と
多
く
て

）
25
（

」
と
注
さ
れ
、
典
拠
に

つ
い
て
は
未
詳
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
第
一
・
二
句
で
斉
信
は
鶴
と
雁
が
空
を
飛
ぶ
様
子
を
見
て
、
遠
く
離
れ
た
「
緱
嶺
の
月
」
や
「
塞
垣

の
風
」
の
こ
と
を
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
第
三
・
四
句
で
四
方
を
眺
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
遥
か
遠
く
の
地
へ
と
思
い
を
馳
せ
、
ま
る
で
自

分
が
旅
の
途
上
に
い
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
四
望
遠
情
多
し
」
の
詩
は
身
近
な
風
景
を
見
る
こ
と
で
、
遠
く
の
風
景
を
想
像
し
て
い
る
た
め
、
身
は
道
長
邸
に
あ
っ

て
も
、
心
は
ど
の
よ
う
な
場
所
に
で
も
行
く
こ
と
が
で
き
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
旅
情
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
前
掲
の

総
角
巻
の
場
面
で
薫
が
馬
の
嘶
き
を
聞
き
な
が
ら
、
旅
宿
を
思
い
出
し
、
「
を
か
し
」
く
思
っ
た
こ
と
と
通
じ
る
面
が
あ
る
。
こ
の
総
角
巻

の
場
面
で
は
、
馬
の
嘶
き
と
い
う
音
か
ら
、
遠
く
の
旅
宿
が
連
想
さ
れ
て
旅
情
が
生
じ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
「
月
を
望
め
ば
遠
情
多
し
」

の
詩
序
の
表
現
を
受
容
し
て
、
近
く
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
音
に
よ
っ
て
、
遠
く
の
音
や
風
景
を
想
像
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
四

望
遠
情
多
し
」
の
詩
で
は
風
景
を
見
る
こ
と
で
、
こ
の
総
角
巻
の
場
面
で
は
音
を
聞
く
こ
と
で
、
遠
く
の
風
景
を
想
像
し
て
お
り
、
視
覚

と
聴
覚
と
の
差
は
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
「
遠
情
」
が
生
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
旅
情
を
感
じ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
同
じ
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

第
四
章
で
検
討
し
た
『
類
聚
句
題
抄
』
所
収
の
「
月
を
望
め
ば
遠
情
多
し
」
を
題
と
し
た
詩
に
は
聴
覚
に
よ
っ
て
「
遠
情
」
が
生
じ
る

も
の
は
な
く
、
す
べ
て
の
例
が
視
覚
に
よ
っ
て
「
遠
情
」
が
生
じ
て
い
る
。
具
平
親
王
の
詩
の
第
四
句
「
窓
明
ら
か
に
し
て
却
り
て
憶
ふ

塞
門
の
秋
な
ら
ん
こ
と
を
」
は
、
窓
辺
に
月
光
が
明
る
く
差
し
入
る
の
を
見
て
、
秋
ら
し
さ
を
増
し
て
い
る
だ
ろ
う
遠
く
の
塞
外
の
地
を

想
像
し
て
い
る
。
紀
斉
名
の
第
一
句
の
「
箔
を
褰
げ
て
は
」
は
簾
を
挙
げ
て
月
を
眺
め
る
こ
と
を
、
第
二
句
の
「
盃
を
停
め
て
は
」
は
酒
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杯
を
も
つ
手
を
と
め
て
月
を
眺
め
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
視
覚
で
月
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
遠
く
の
野
や
山
が
月
に

照
ら
さ
れ
て
い
る
情
景
を
想
像
し
て
い
る
。
源
孝
道
の
第
一
句
の
「
窓
に
過
り
て
は
忽
に
霜
に
吹
く
角
を
憶
ふ
」
は
窓
を
よ
ぎ
る
月
光
を

見
て
、
辺
境
の
地
の
角
笛
の
音
を
想
像
し
て
お
り
、
こ
の
句
の
み
が
、
遠
く
の
風
景
で
は
な
く
、
遠
く
の
音
を
想
像
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
視
覚
に
よ
っ
て
「
遠
情
」
が
生
じ
、
遠
く
の
風
景
を
想
像
す
る
の
は
、
「
四
望
遠
情
多
し
」
の
詩
だ
け
で
は
な
く
、
「
月
を
望
め
ば
遠

情
多
し
」
の
詩
に
も
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
「
四
望
遠
情
多
し
」
の
第
三
句
に
は
、「
雁
帰
て
更
に
憶
ふ
塞
垣
の
風
」
と
い
う
表
現
が
あ
り
、「
月

を
望
め
ば
遠
情
多
し
」
を
題
と
す
る
源
孝
道
の
「
明
妃
涙
有
り
塞
垣
の
秋
」
と
一
致
す
る
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
詩
句
の
一
致
や
表
現
の
類
似
が
指
摘
で
き
る
こ
と
、
ま
た
、「
四
望
遠
情
多
し
」
の
詩
が
作
ら
れ
る
寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）

よ
り
前
の
長
保
元
年
（
九
九
九
）
ま
で
に
は
、具
平
親
王
邸
で
の
「
月
を
望
め
ば
遠
情
多
し
」
の
詩
序
と
詩
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、「
四

望
遠
情
多
し
」
の
詩
は
「
月
を
望
め
ば
遠
情
多
し
」
の
詩
序
と
詩
を
意
識
し
て
作
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

次
に
『
御
堂
関
白
記
』
の
記
述
に
つ
い
て
の
検
討
に
戻
る
。
寛
弘
元
年
閏
九
月
二
十
一
日
に
は
藤
原
斉
信
、
藤
原
有
国
、
藤
原
行
成
や

大
江
以
言
が
宇
治
へ
赴
い
て
漢
詩
文
を
作
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
の
以
言
の
詩
序
が
『
本
朝
文
粋
』
巻
九
に
あ
る
。
ま
た

道
長
、
行
成
、
孝
道
の
詩
が
「
暮
秋
於
左
相
府
宇
治
別
業
即
事
一
首
」
と
し
て
『
本
朝
麗
藻
』
山
庄
部
に
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は

同
月
二
十
五
日
に
具
平
親
王
が
二
十
一
日
の
宇
治
で
作
ら
れ
た
漢
詩
文
に
唱
和
す
る
漢
詩
を
行
成
に
託
し
て
い
る
こ
と
が
『
御
堂
関
白
記
』

に
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
の
詩
が
道
長
ら
の
詩
に
続
い
て
、
『
本
朝
麗
藻
』
に
「
偸
見
左
相
府
宇
治
作
有
感
」
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
二
十
一
日
に
宇
治
で
の
詩
会
に
参
加
し
た
人
の
中
に
は
、
三
日
に
「
四
望
遠
情
多
し
」
と
い
う
題
で
漢
詩
を
作
っ
た
斉
信
、

有
国
が
い
る
こ
と
か
ら
、宇
治
で
の
詩
会
に
お
い
て
も
「
遠
情
」
に
関
係
し
た
詩
が
作
ら
れ
た
り
、「
遠
情
」
が
宇
治
の
詩
会
で
話
題
と
な
り
、

何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
あ
る
。

廿
六
日
、
壬
辰
、
〻
時
献
序
、
此
召
人
等
献
作
文
、
…
両
人
親
王
各
可
叙
一
品
者
、
…
中
務
親
王
琵
琶
弾
、
…
文
人
為
憲
・
孝
道
・
善
言
・
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弘
道
・
以
言
・
業
直
・
輔
尹
・
為
時
・
敦
信
・
通
直
・
宣
義
・
積
善
・
時
棟
・
忠
真
・
頼
国
・
義
忠
・
章
信
等
立
座
退
出
、
…

（
『
御
堂
関
白
記
』
、
寛
弘
四
年
四
月
）

こ
の
記
事
は
具
平
親
王
が
敦
道
親
王
と
と
も
に
加
階
し
た
日
の
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
、
大
江
以
言
に
よ
る
詩
序
と
詩
が
献
じ
ら
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
文
人
の
列
に
名
を
連
ね
て
い
る
源
為
憲
と
紫
式
部
の
父
で
あ
る
藤
原
為
時
は
、『
類
聚
句
題
抄
』
に
よ
る
と
詩
会
に
四
回
同
座
し
、

同
じ
句
題
で
詩
を
作
っ
て
お
り
、
「
き
わ
め
て
親
し
い
友
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る

）
26
（

」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
具
平
親
王
と
源
孝
道
、
紀

斉
名
（
寛
弘
四
年
の
時
点
で
故
人
）
に
つ
い
て
も
、
同
じ
く
『
類
聚
句
題
抄
』
で
は
そ
れ
ぞ
れ
一
回
ず
つ
為
時
と
詩
会
で
同
座
し
て
い
る

）
27
（

。

こ
の
こ
と
か
ら
為
時
と
「
月
を
望
め
ば
遠
情
多
し
」
の
詩
序
の
作
者
で
あ
る
紀
斉
名
、
詩
の
作
者
の
具
平
親
王
・
源
孝
道
・
源
為
憲
と
の

間
に
は
、
詩
会
を
通
じ
た
親
し
い
関
係
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
為
時
に
は
「
題
織
女
理
容
色
、
為（

藤
原
）時
作
序
」
（
『
御
堂
関
白
記
』
、
寛
弘
六
年
七
月
七
日
）
と
い
う
、
庚
申
の
作
文
で
詩
序
を
作
っ
た

記
録
が
残
っ
て
お
り
、
詩
序
の
作
者
で
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。
為
時
の
母
雅
正
室
と
、
具
平
親
王
の
祖
母
代
明
親
王
室
は
父
を
藤
原
定

方
と
す
る
姉
妹
で
あ
り
、
こ
の
縁
に
よ
る
も
の
か
ら
か
、
為
時
の
兄
の
為
頼
は
具
平
親
王
の
母
荘
子
女
王
（
代
明
親
王
女
）
に
親
し
く
仕

え
て
い
る
。
『
為
頼
集
』
な
ど
に
具
平
親
王
と
為
頼
の
歌
の
贈
答
も
あ
り
、
具
平
親
王
に
と
っ
て
為
頼
は
極
め
て
近
い
関
係
に
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
具
平
親
王
と
親
密
な
関
係
に
あ
る
血
縁
者
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
紫
式
部
は
具
平
親
王
邸
で
作
ら
れ
た
紀
斉
名

の
「
月
を
望
め
ば
遠
情
多
し
」
の
詩
序
の
表
現
を
知
る
機
会
に
恵
ま
れ
、
そ
れ
を
宇
治
十
帖
の
表
現
に
用
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
六
、
夜
明
け
を
告
げ
る
鐘
の
音
を
め
ぐ
っ
て

　

本
章
で
は
前
掲
の
総
角
巻
の
場
面
に
お
け
る
傍
線
部
i
「
夜
深
き
朝
の
鐘
の
音
」
に
つ
い
て
、
源
氏
物
語
の
他
の
場
面
と
の
関
わ
り
に

着
目
し
て
考
察
し
た
い
。
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源
氏
物
語
に
お
い
て
、
夜
明
け
を
告
げ
る
鐘
の
音
が
描
写
さ
れ
る
の
は
橋
姫
巻
一
例
、
椎
本
巻
一
例
、
総
角
巻
二
例
の
合
計
四
例
で
あ
り
、

す
べ
て
の
例
が
宇
治
の
山
寺
の
鐘
の
音
で
あ
る

）
28
（

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
も
橋
姫
巻
と
椎
本
巻
の
例
は
、
前
掲
の
総
角
巻
の
場
面

の
二
年
前
と
一
年
前
の
秋
の
出
来
事
と
し
て
密
接
な
関
係
の
も
と
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
二
例
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　

秋
の
末
つ
か
た
…
中
将
の
君
、
久
し
く
参
ら
ぬ
か
な
と
、
思
ひ
出
で
き
こ
え
た
ま
ひ
け
る
ま
ま
に
、
有
明
の
月
の
、
ま
だ
夜
深
く

さ
し
出
づ
る
ほ
ど
に
出
で
立
ち
て
、
い
と
忍
び
て
、
御
供
に
人
な
ど
も
な
く
て
、
や
つ
れ
て
お
は
し
け
り
。
川
の
こ
な
た
な
れ
ば
、

船
な
ど
も
わ
づ
ら
は
で
、
御
馬
に
て
な
り
け
り
。
入
り
も
て
ゆ
く
ま
ま
に
、
霧
り
ふ
た
が
り
て
、
道
も
見
え
ぬ
繁
き
野
中
を
分
け
た

ま
ふ
に
、
い
と
荒
ま
し
き
風
の
き
ほ
ひ
に
、
ほ
ろ
ほ
ろ
と
落
ち
乱
る
る
木
の
葉
の
露
の
散
り
か
か
る
も
、
い
と
冷
や
か
に
、
人
や
り

な
ら
ず
い
た
く
濡
れ
た
ま
ひ
ぬ
。
か
か
る
あ
り
き
な
ど
も
、
を
さ
を
さ
な
ら
ひ
た
ま
は
ぬ
こ
こ
ち
に
、心
細
く
を
か
し
く
思
さ
れ
け
り
。

…
　

あ
な
た
に
通
ふ
べ
か
め
る
透
垣
の
戸
を
、
す
こ
し
押
し
あ
け
て
見
た
ま
へ
ば
、
…
内
な
る
人
一
人
、
柱
に
少
し
ゐ
隠
れ
て
、
琵
琶

を
前
に
置
き
て
、
撥
を
手
ま
さ
ぐ
り
に
し
つ
つ
ゐ
た
る
に
、
雲
隠
れ
た
り
つ
る
月
の
、
に
は
か
に
い
と
明
く
さ
し
出
で
た
れ
ば
、
「
扇

な
ら
で
、
こ
れ
し
て
も
、
月
は
招
き
つ
べ
か
り
け
り
」
と
て
、
さ
し
の
ぞ
き
た
る
顔
、
い
み
じ
く
ら
う
た
げ
に
に
ほ
ひ
や
か
な
る
べ
し
。

添
ひ
臥
し
た
る
人
は
、
琴
の
上
に
傾
き
か
か
り
て
、「
入
る
日
を
返
す
撥
こ
そ
あ
り
け
れ
、
さ
ま
異
に
も
思
ひ
及
び
た
ま
ふ
御
心
か
な
」

と
て
、
う
ち
笑
ひ
た
る
け
は
ひ
、
今
少
し
重
り
か
に
よ
し
づ
き
た
り
。
…

　

さ
し
ぐ
み
に
古
物
語
に
か
か
づ
ら
ひ
て
、
夜
を
明
か
し
果
て
む
も
、
こ
ち
ご
ち
か
る
べ
け
れ
ば
…
と
て
立
ち
た
ま
ふ
に
、
か
の
お

は
し
ま
す
寺
の
鐘
の
声
、
か
す
か
に
聞
こ
え
て
、
霧
い
と
深
く
た
ち
わ
た
れ
り
。

（
橋
姫
巻
、
二
七
一
～
二
八
三
頁
）

こ
の
場
面
で
、
薫
は
有
明
の
月
を
待
っ
て
馬
で
宇
治
を
訪
れ
、
大
君
と
中
君
の
姿
を
垣
間
見
し
、
そ
の
後
、
弁
よ
り
出
生
の
秘
密
を
聞
い
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た
と
こ
ろ
で
、
夜
明
け
を
告
げ
る
鐘
の
音
を
聞
い
て
い
る
。
こ
の
時
の
こ
と
を
、
前
掲
の
総
角
巻
の
場
面
の
少
し
前
の
と
こ
ろ
で
「
か
の

も
の
の
音
聞
き
し
有
明
の
月
影
よ
り
は
じ
め
て
、
を
り
を
り
の
思
ふ
心
の
忍
び
が
た
く
な
り
ゆ
く
さ
ま
を
、
い
と
多
く
聞
こ
え
た
ま
ふ
」
（
総

角
巻
、二
十
三
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、薫
が
大
君
に
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
薫
は
初
め
て
大
君
と
中
君
の
奏
で
る
楽
の
音
を
二
年
前
に
聞
き
、

月
を
眺
め
て
会
話
を
楽
し
む
姉
妹
の
姿
を
垣
間
見
し
て
か
ら
、
恋
心
が
抑
え
が
た
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
の
橋
姫
巻
の
場
面
で
は
薫
が
馬
で
宇
治
を
訪
れ
た
時
、
「
か
か
る
あ
り
き
な
ど
も
、
を
さ
を
さ
な
ら
ひ
た
ま
は
ぬ
こ
こ
ち
に
、

心
細
く
を
か
し
く
思
さ
れ
け
り
」
と
い
う
心
情
に
な
っ
て
お
り
、こ
れ
は
前
掲
の
総
角
巻
の
場
面
の
傍
線
部
e
「
馬
ど
も
の
い
ば
ゆ
る
音
も
、

旅
の
宿
り
の
あ
る
や
う
な
ど
人
の
語
る
、
お
ぼ
し
や
ら
れ
て
、
を
か
し
く
思
さ
る
」
と
同
じ
く
「
を
か
し
」
く
思
う
心
情
が
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
橋
姫
巻
の
場
面
は
馬
に
乗
り
な
が
ら
月
光
に
照
ら
さ
れ
、
落
ち
る
木
の
葉
の
露
に
濡
れ
て
感
じ
る
思
い
で
あ
り
、
前
掲
の
総
角
巻
の

場
面
は
初
め
て
大
君
と
と
も
に
朝
を
迎
え
た
時
に
聞
い
た
馬
の
嘶
き
か
ら
感
じ
る
思
い
で
あ
る
が
、
両
場
面
と
も
に
日
常
生
活
を
離
れ
た

旅
情
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
紀
斉
名
の
「
月
を
望
め
ば
遠
情
多
し
」
の
詩
序
の
「
莋
馬
嘶
き
て
惑
は

ん
と
欲
す
、
野
草
の
霜
深
き
」
は
月
光
に
照
ら
さ
れ
た
野
草
を
霜
だ
と
思
っ
て
馬
が
嘶
い
て
お
り
、
嘶
く
点
で
は
前
掲
の
総
角
巻
の
場
面

と
同
じ
で
あ
り
、
月
光
が
さ
す
風
景
の
中
で
の
馬
と
い
う
点
で
は
こ
の
橋
姫
巻
の
場
面
の
表
現
に
似
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

次
の
例
は
宇
治
の
山
寺
に
籠
も
っ
て
い
た
八
宮
の
体
調
が
悪
化
し
、
大
君
と
中
君
が
容
態
を
心
配
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
鐘
の
音
が
か

す
か
に
響
き
、
そ
の
音
を
夜
が
明
け
た
こ
と
と
し
て
聞
い
て
い
る
と
、
八
宮
の
訃
報
が
届
く
と
い
う
場
面
で
あ
る
。

八
月
二
十
日
の
ほ
ど
な
り
け
り
。
お
ほ
か
た
の
空
の
け
し
き
も
い
と
ど
し
き
こ
ろ
、
君
た
ち
は
、
朝
夕
霧
の
晴
る
る
間
も
な
く
、
お

ぼ
し
嘆
き
つ
つ
な
が
め
た
ま
ふ
。
有
明
の
月
の
い
と
は
な
や
か
に
さ
し
出
で
て
、
水
の
面
も
さ
や
か
に
澄
み
た
る
を
、
そ
な
た
の
蔀

上
げ
さ
せ
て
、
見
出
し
た
ま
へ
る
に
、
鐘
の
声
か
す
か
に
響
き
て
、
明
け
ぬ
な
り
と
聞
こ
ゆ
る
ほ
ど
に
、
人
々
来
て
「
こ
の
夜
中
ば

か
り
に
な
む
亡
せ
た
ま
ひ
ぬ
る
」
と
泣
く
泣
く
申
す
。
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（
椎
本
巻
、
三
二
三
頁
）

こ
の
場
面
は
八
宮
の
一
周
忌
の
直
前
を
描
く
前
掲
の
総
角
巻
の
場
面
よ
り
、
ほ
ぼ
一
年
前
の
出
来
事
を
描
い
て
い
る
。
八
宮
の
一
周
忌
の

準
備
に
余
念
の
な
い
大
君
に
と
っ
て
、
こ
の
訃
報
を
聞
い
た
時
の
悲
し
み
は
お
そ
ら
く
何
度
も
思
い
浮
か
べ
ら
れ
た
は
ず
で
あ
り
、
前
掲

総
角
巻
の
場
面
の
傍
線
部
c

・

d
の
「
宮
の
の
た
ま
ひ
し
さ
ま
な
ど
お
ぼ
し
出
づ
る
に
、
げ
に
な
が
ら
へ
ば
、
心
の
ほ
か
に
か
く
あ
る
ま

じ
き
こ
と
も
見
る
べ
き
わ
ざ
に
こ
そ
は
と
、
も
の
の
み
悲
し
く
て
、
水
の
音
に
流
れ
添
ふ
こ
こ
ち
し
た
ま
ふ
」
の
「
げ
に
な
が
ら
へ
ば
」

は
八
宮
の
死
を
意
識
し
な
が
ら
、
八
宮
と
と
も
に
死
ぬ
こ
と
も
で
き
ず
、
生
き
な
が
ら
え
て
い
る
自
分
と
い
う
も
の
を
自
覚
し
た
と
こ
ろ

か
ら
の
感
慨
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
場
面
で
は
宇
治
川
の
水
面
が
月
光
に
照
ら
さ
れ
て
澄
み
切
っ
て
い
る
様
が
描
写
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
月
を
望
め
ば

遠
情
多
し
」
の
詩
序
で
「
江
波
の
氷
潔
く
」
と
い
う
よ
う
に
、
月
光
に
輝
く
河
の
水
面
が
氷
の
よ
う
に
光
っ
て
い
る
様
子
と
似
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
前
掲
の
総
角
巻
の
場
面
の
二
年
前
の
秋
を
描
く
橋
姫
巻
の
場
面
で
は
、「
月
を
望
め
ば
遠
情
多
し
」
の
詩
序
と
同
様
に
、

月
光
に
照
ら
さ
れ
る
馬
が
描
か
れ
て
お
り
、
一
年
前
の
秋
を
描
く
椎
本
巻
の
場
面
も
こ
の
詩
序
と
同
様
に
月
光
に
輝
く
川
の
水
面
が
描
か

れ
て
い
る
。
し
か
も
橋
姫
巻
の
場
面
で
月
を
眺
め
る
姉
妹
の
姿
を
見
た
こ
と
が
、
前
掲
の
総
角
巻
の
場
面
で
薫
に
よ
っ
て
大
君
に
語
ら
れ
、

椎
本
巻
の
場
面
で
姉
妹
で
月
と
月
光
に
照
ら
さ
れ
た
宇
治
川
を
眺
め
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
八
宮
の
訃
報
が
届
い
た
こ
と
が
、
前
掲
の
総
角

巻
の
場
面
で
は
宇
治
川
の
「
水
の
音
」
と
し
て
意
識
さ
れ
、父
八
宮
と
死
別
し
て
窮
地
に
あ
る
悲
し
み
が
大
君
に
よ
っ
て
自
覚
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
こ
の
夜
明
け
の
鐘
の
音
が
す
る
三
場
面
に
お
け
る
鐘
の
音
が
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
次
に
考
察
を
進
め

た
い
。
前
掲
の
橋
姫
巻
の
場
面
で
は
、老
女
房
弁
か
ら
出
生
の
秘
密
を
聞
い
た
薫
が
「
夜
を
明
か
し
果
て
む
も
、
こ
ち
ご
ち
か
る
べ
け
れ
ば
」

と
思
っ
て
、
席
を
立
っ
た
と
こ
ろ
で
「
か
の
お
は
し
ま
す
寺
の
鐘
の
声
」
が
聞
こ
え
て
お
り
、
前
掲
の
椎
本
巻
の
場
面
で
は
「
鐘
の
声
」

が
響
い
た
と
き
、
夜
が
「
明
け
ぬ
な
り
」
と
大
君
と
中
君
は
思
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
夜
を
徹
し
て
話
を
し
た
り
悩
ん
だ
り
し
た
登
場
人
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物
に
夜
明
け
を
意
識
さ
せ
る
の
が
、
こ
の
宇
治
の
山
寺
の
鐘
の
音
な
の
で
あ
る
。
前
掲
の
総
角
巻
の
場
面
に
お
い
て
も
、
こ
の
鐘
の
音
が

聞
こ
え
る
と
大
君
は
夜
明
け
を
意
識
し
、
「
今
だ
に
。
い
と
見
苦
し
き
を
」
と
、
夜
が
明
け
る
前
に
男
が
帰
る
当
時
の
慣
習
に
従
っ
て
、
薫

が
帰
京
す
る
こ
と
を
促
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
鐘
の
音
は
こ
れ
ら
三
場
面
に
お
い
て
登
場
人
物
に
夜
明
け
を
自
覚
さ
せ
る
働
き
を
持
っ

て
お
り
、こ
の
点
に
お
い
て
こ
の
総
角
巻
の
場
面
の
大
君
も
例
外
で
は
な
い
。
し
か
し
薫
は
二
人
に
男
女
と
し
て
の
関
係
が
無
い
の
だ
か
ら
、

ま
る
で
「
こ
と
あ
り
顔
」
に
帰
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
し
て
、
「
出
で
た
ま
は
む
の
け
し
き
も
な
し
」
と
い
う
状
態
で
大
君
を
困
惑
さ
せ

て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
後
、
鶏
鳴
が
聞
こ
え
て
、
薫
は
別
れ
を
惜
し
み
な
が
ら
大
君
の
も
と
を
去
っ
て
お
り
、
結
局
は
遊
仙
窟
や
伊
勢
物

語
に
描
か
れ
た
、
女
と
一
夜
を
過
ご
し
た
男
が
鶏
に
せ
き
立
て
ら
れ
て
帰
っ
て
行
く
物
語
と
同
様
の
行
動
を
と
っ
て
い
る

）
29
（

。

　

こ
の
よ
う
に
男
女
関
係
は
な
い
な
が
ら
一
夜
を
過
ご
し
た
薫
と
大
君
に
と
っ
て
、男
が
「
帰
る
べ
き
時
」
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
の
は
、

大
君
に
と
っ
て
は
鐘
の
音
で
あ
り
、
薫
に
と
っ
て
は
鶏
鳴
で
あ
る
と
い
う
違
い
が
生
じ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
薫
も
鐘
の
音
で
夜
明
け
を
意

識
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
大
君
と
同
様
で
は
あ
る
が
、自
分
が
「
帰
る
べ
き
時
」
と
し
て
自
覚
す
る
に
は
至
ら
ず
、鶏
鳴
を
聞
い
て
、
や
っ

と
重
い
腰
を
上
げ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
大
君
が
薫
の
出
立
を
促
し
た
、
こ
の
鐘
の
音
が
前
掲
の
総
角
巻
の
場
面
で
夜
明
け
を
意
識
さ
せ
る
最
初
の
音
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
そ
う
と
は
言
え
な
い
。
鐘
の
音
の
前
に
、
「
御
供
の
人
々
起
き
て
声
づ
く
り
」
と
あ
り
、
薫
の
供
人
が
咳
払
い
を

す
る
音
が
聞
こ
え
て
い
る
。
こ
の
供
人
の
「
声
づ
く
る
」
と
い
う
行
為
は
、
源
氏
物
語
の
他
の
場
面
で
は
主
人
が
出
立
す
る
こ
と
を
前
提

と
し
て
お
り
、
供
人
の
「
声
づ
く
る
」
音
が
表
現
さ
れ
た
多
く
の
場
合
、
男
女
と
も
に
別
れ
を
意
識
し
、
名
残
を
惜
し
む
間
も
な
く
、
男

は
慌
た
だ
し
く
帰
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
総
角
巻
の
場
面
で
は
、
供
人
が
「
声
づ
く
る
」
音
を
聞
い
た
後
に
な
っ
て
、
薫
は
帰
る
ど
こ

ろ
か
、
襖
障
子
を
開
け
て
、
大
君
と
と
も
に
「
空
の
あ
は
れ
な
る
を
も
ろ
と
も
に
見
」
て
い
る
。
そ
し
て
薫
が
傍
線
部
h
「
た
だ
か
や
う

に
月
を
も
花
を
も
同
じ
心
に
も
て
あ
そ
び
、
は
か
な
き
世
の
あ
り
さ
ま
を
聞
こ
え
合
は
せ
て
な
む
過
ぐ
さ
ま
ほ
し
き
」
と
、
「
い
と
な
つ
か
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し
き
さ
ま
」
し
て
語
り
か
け
た
た
め
、
大
君
は
「
や
う
や
う
恐
ろ
し
さ
も
な
ぐ
さ
み
」
と
い
う
状
態
に
初
め
て
至
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
二
人
が
共
に
、
通
常
な
ら
別
れ
と
認
識
さ
れ
る
は
ず
の
供
人
の
「
声
づ
く
る
」
音
を
自
然
の
音
と
同
じ
よ
う
に
聞
き
流
し
、

供
人
と
の
意
思
を
疎
通
さ
せ
る
た
め
の
現
実
の
音
と
し
て
聞
い
て
い
な
い
の
は
、
前
掲
の
総
角
巻
の
場
面
の
傍
線
部
d
「
水
の
音
に
流
れ

添
ふ
心
地
し
た
ま
ふ
」
や
傍
線
部
e
「
馬
ど
も
の
嘶い

ば

ゆ
る
音
も
、
旅
の
宿
り
の
あ
る
や
う
な
ど
人
の
語
る
、
思お

ぼ

し
や
ら
れ
て
、
を
か
し
く

思お
ぼ

さ
る
」
に
「
遠
情
」
の
表
現
が
用
い
ら
れ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
傍
線
部
d
で
は
大
君
の
心
が
宇
治
の
山
荘
を
離
れ
た
王
昭
君
の
悲
し

み
へ
と
重
ね
ら
れ
、
傍
線
部
e
で
薫
も
ま
た
馬
の
嘶
き
を
聞
い
て
遠
く
の
旅
宿
を
想
像
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
「
遠
情
」
の
詩
序
や
詩
の

よ
う
に
、
現
実
の
音
を
現
実
の
音
と
し
て
聞
く
こ
と
よ
り
も
、
漢
詩
文
に
描
か
れ
た
音
を
想
像
す
る
こ
と
の
方
に
重
点
を
置
く
表
現
が
と

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
薫
の
供
人
の
「
声
づ
く
る
」
音
を
二
人
の
別
れ
を
促
す
音
と
し
て
は
捉
え
な
い
と
い
う
描
き
方
が
な
さ
れ
た

と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
前
掲
の
総
角
巻
の
場
面
に
お
け
る
「
水
の
音
」
は
、
宇
治
川
が
月
光
に
輝
い
て
い
た
時
に
八
宮
の
訃
報
が
届
い
た
前
掲
の
椎
本
巻

の
場
面
を
連
想
さ
せ
、
馬
の
嘶
き
は
、
有
明
の
月
の
出
を
待
っ
て
宇
治
に
向
か
い
、
月
を
眺
め
る
姉
妹
の
姿
を
垣
間
見
た
前
掲
の
橋
姫
巻

の
場
面
を
連
想
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
に
、
遠
い
場
所
だ
け
で
は
な
く
、
過
去
の
出
来
事
と
の
つ
な
が
り
を
持
っ
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
も

留
意
す
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
こ
の
総
角
巻
の
場
面
の
二
人
の
心
は
、宇
治
の
山
荘
に
居
な
が
ら
に
し
て
、「
隴
水
」
や
「
旅

の
宿
り
」
な
ど
の
遠
く
の
場
所
を
連
想
し
、
一
年
前
、
二
年
前
の
出
来
事
を
も
思
い
出
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
空
間
的
に
遠
く
の
こ
と

を
思
う
だ
け
で
は
な
く
、
時
間
的
に
も
隔
た
っ
た
過
去
の
こ
と
を
思
う
と
い
う
「
遠
情
」
の
世
界
を
表
現
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
）
30
（

。
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七
、
お
わ
り
に

　

以
上
、総
角
巻
に
お
い
て
薫
と
大
君
と
の
「
暁
の
別
れ
」
の
場
面
が
、ど
の
よ
う
に
漢
詩
文
を
引
用
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、「
水
の
音
（
に

流
れ
添
ふ
）
」
と
「
馬
ど
も
の
嘶い

ば

ゆ
る
音
」
と
い
う
表
現
に
着
目
し
て
検
討
し
て
き
た
。
「
水
の
音
（
に
流
れ
添
ふ
）
」
に
つ
い
て
は
、
大
江

朝
綱
の
「
王
昭
君
」
の
詩
句
を
引
用
し
な
が
ら
、
こ
の
律
詩
全
体
の
内
容
を
も
踏
ま
え
て
い
る
と
結
論
づ
け
、
「
馬
ど
も
の
嘶い

ば

ゆ
る
音
」
に

つ
い
て
は
白
居
易
の
「
生
別
離
」
の
詩
句
を
引
用
す
る
と
と
も
に
、
謝
観
の
「
暁
賦
」
の
表
現
を
受
容
し
、
明
け
方
の
旅
先
で
の
風
情
を

こ
の
場
面
に
生
か
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

ま
た
紀
斉
名
の
「
月
を
望
め
ば
遠
情
多
し
」
の
詩
序
の
、
近
く
の
音
か
ら
漢
詩
文
の
知
識
と
し
て
知
っ
て
い
る
遠
く
の
音
を
想
像
す
る

と
い
う
「
遠
情
」
の
表
現
を
、
こ
の
総
角
巻
の
場
面
の
「
水
の
音
に
流
れ
添
ふ
心
地
し
た
ま
ふ
」
と
「
馬
ど
も
の
嘶い

ば

ゆ
る
音
も
、
旅
の
宿

り
の
あ
る
や
う
な
ど
人
の
語
る
、
思お

ぼ

し
や
ら
れ
て
」
が
受
容
し
て
い
る
と
考
え
た
。

　

こ
の
詩
序
や
詩
は
紫
式
部
の
父
為
時
や
祖
母
雅
正
室
、
伯
父
為
頼
と
親
密
な
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
る
具
平
親
王
の
書
閣
で
作
ら
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
紫
式
部
が
そ
の
表
現
を
知
る
機
会
は
十
分
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
紫
式
部
は
馬
や
舟
な
ど
で
往
来
す
る
宇
治
と
い
う
地

で
の
物
語
を
描
く
上
で
、
こ
の
詩
序
の
馬
や
川
の
表
現
を
、
総
角
巻
の
こ
の
場
面
と
そ
の
一
年
前
、
二
年
前
の
秋
の
夜
明
け
の
鐘
の
音
が

す
る
場
面
に
用
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

総
角
巻
の
こ
の
場
面
で
は
、
大
君
と
薫
の
心
情
を
大
江
朝
綱
の
「
王
昭
君
」
や
白
居
易
の
「
生
別
離
」
の
詩
句
を
引
用
し
て
表
現
し
た

文
章
に
、
こ
の
詩
序
や
詩
の
「
遠
情
」
に
特
徴
的
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
薫
と
大
君
が
供
人
の
「
声

づ
く
る
」
音
と
い
う
、
通
常
な
ら
二
人
の
別
れ
を
促
す
音
を
自
然
の
音
の
よ
う
に
聞
き
流
し
、
そ
の
音
を
聞
い
た
後
に
な
っ
て
か
ら
、
空

を
共
に
見
て
、
二
人
が
共
感
し
て
い
く
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
「
遠
情
」
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
君
の
心
が
現
実
に
縛
ら
れ
ず
に
、
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漢
詩
文
や
仏
教
の
世
界
に
ひ
ら
か
れ
て
ゆ
き
、
薫
の
心
も
ま
た
同
じ
世
界
を
共
有
す
る
こ
と
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
薫
と
大
君
は
現
実

に
男
女
と
し
て
結
ば
れ
な
い
ま
ま
に
、
心
が
深
く
結
び
つ
い
て
い
く
と
い
う
過
程
が
、
こ
の
総
角
巻
の
「
暁
の
別
れ
」
の
場
面
に
表
現
さ

れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

注（
1
） 

総
角
巻
に
お
け
る
「
暁
の
別
れ
」
と
い
う
表
現
は
、
薫
の
言
葉
に
あ
る
当
該
例
一
例
の
み
で
あ
る
が
、
こ
の
巻
に
は
男
女
の
「
暁
」
の
別
れ
を
描
く

場
面
は
他
に
も
あ
る
。
匂
宮
と
中
君
の
「
暁
」
の
別
れ
の
場
面
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
で
検
討
す
る
。

（
2
） 

源
氏
物
語
の
引
用
は
新
潮
日
本
古
典
集
成
に
よ
り
、
巻
名
と
頁
数
を
記
す
。
一
部
表
記
を
改
め
た
。

（
3
） 「
嘶い

ば

ゆ
」
と
い
う
語
の
源
氏
物
語
に
お
け
る
用
例
は
二
例
し
か
な
く
、
須
磨
巻
の
「
風
に
あ
た
り
て
は
、
嘶い

ば

え
ぬ
べ
け
れ
ば
な
む
」
（
二
五
三
頁
）
に

つ
い
て
、
『
紫
明
抄
』
（
玉
上
琢
彌
氏
編
『
紫
明
抄
・
河
海
抄
』
、
角
川
書
店
、
昭
和
四
十
三
年
）
は
「
胡
馬
北
風
嘶
」
を
挙
げ
、
『
河
海
抄
』
（
同
上
）

は
「
胡
馬
嘶
北
風　

越
鳥
巣
南
枝
」
を
挙
げ
る
が
、
こ
れ
は
『
文
選
』
（
二
十
九
・
古
詩
十
九
首
の
一
）
の
「
胡
馬
依
二

北
風
一

越
鳥
巣
二

南
枝
一

」
に
基

づ
く
と
思
わ
れ
る
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系
は
菅
原
文
時
「
為
二

清
慎
公
一

請
二

致
仕
一

表
」
（
『
本
朝
文
粋
』
巻
五
）
と
慶
滋
保
胤
「
奝
然
上
人
入
唐
時

為
レ

母
修
レ

善
願
文
」
（
同
巻
十
三
）
も
指
摘
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
日
本
古
典
文
学
全
集
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
完
訳
日
本
の
古
典
、
新
日
本
古
典

文
学
大
系
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
を
「
現
行
（
の
）
注
釈
書
」
と
称
し
た
。

（
4
） 

和
漢
朗
詠
集
の
引
用
は
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。
一
部
表
記
を
改
め
た
。

（
5
） 『
初
学
記
』
巻
十
五
、
歌
四
に
「
辛
氏
三
秦
記
曰
…
俗
歌
云
隴
頭
流
水
鳴
聲
幽
咽
」
（
中
華
書
局
、
昭
和
三
十
七
年
）
と
あ
る
。

（
6
） 『
紫
明
抄
』
と
『
河
海
抄
』
の
引
用
は
玉
上
琢
彌
氏
編
の
注
（
3
）
の
前
掲
書
に
よ
る
。
表
記
は
改
め
た
。

（
7
） 

森
田
真
由
氏
は
「
大
君
と
王
昭
君
と
の
共
通
性
を
見
出
す
と
し
た
な
ら
ば
、
孤
立
無
援
の
状
況
に
あ
り
、
ま
た
辺
境
に
住
ま
わ
ざ
る
を
え
な
い
姫
君
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と
い
う
点
で
あ
ろ
う
」
（
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』
三
十
二
、
「
総
角
」
、
至
文
堂
、
平
成
十
五
年
）
と
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
別
の
側

面
か
ら
考
察
し
た
。

（
8
） 『
奥
入
定
家
自
筆
本
』
（
日
本
古
典
文
学
刊
行
会
、
昭
和
四
十
七
年
）
は
、
ど
の
語
句
へ
の
注
か
は
示
さ
ず
に
、
総
角
巻
で
こ
の
詩
の
第
五
・
六
句
を
挙

げ
て
い
る
。
中
西
進
氏
は
「
総
角　

生
離
別
」
（
『
源
氏
物
語
と
白
楽
天
』
、
岩
波
書
店
、
平
成
九
年
）
に
お
い
て
、
大
江
朝
綱
の
「
王
昭
君
」
と
こ
の

詩
を
検
討
さ
れ
、
総
角
巻
に
お
け
る
こ
の
詩
の
「
引
用
の
狙
い
」
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
詩
序
な
ど
の
漢
詩
文
の
複
合
的
な
引

用
と
受
容
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
総
角
巻
の
こ
の
場
面
に
お
け
る
表
現
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。

（
9
） 

本
文
と
訓
読
は
『
金
澤
文
庫
本
白
氏
文
集
（
一
）
』
（
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
本
、
勉
誠
社
、
昭
和
五
十
八
年
）
を
参
照
し
て
構
成
し
た
。
詩
題
の
「
生

別
離
」
に
つ
い
て
、
那
波
本
は
「
生
離
別
」
と
す
る
。
岡
村
繁
氏
は
「
「
別
離
」
の
二
字
、
那
波
本
は
互
倒
し
て
「
離
別
」
に
作
る
。
お
そ
ら
く
は
、

本
文
中
の
「
生
離
別
」
に
渉
っ
て
の
改
竄
で
あ
ろ
う
」
（
『
白
氏
文
集
』
二
下
、
明
治
書
院
、
平
成
十
九
年
）
と
さ
れ
て
い
る
。

（
10
） 

明
け
方
に
馬
が
嘶
く
こ
と
に
つ
い
て
、
森
田
真
由
氏
は
注
（
7
）
の
前
掲
書
に
お
い
て
「
「
暁
賦
」
等
の
影
響
を
受
け
た
表
現
」
と
い
う
結
論
の
み
を

示
さ
れ
て
い
る
。

（
11
） 

新
撰
朗
詠
集
の
引
用
は
、
柳
澤
良
一
氏
『
新
撰
朗
詠
集
全
注
釈
』
（
新
典
社
、
平
成
二
十
三
年
）
に
よ
る
。

（
12
） 

吉
海
直
人
氏
「
大
君
と
薫
の
疑
似
後
朝
―
宇
治
の
暁
に
着
目
し
て
―
」
（
『
立
命
館
文
学
』
第
六
三
〇
号
、
平
成
二
十
五
年
）
参
照
。

（
13
） 

柿
村
重
松
氏
『
本
朝
文
粋
註
釈
』
（
冨
山
房
、
昭
和
五
十
年
、
初
版
は
大
正
十
一
年
）
に
よ
る
。
引
用
は
『
毛
詩
正
義
』
（
十
三
経
注
疏
整
理
本
、
北

京
大
学
出
版
社
、
平
成
十
二
年
）
。

（
14
） 

山
本
真
由
子
氏
「
源
順
と
紀
斉
名
の
詩
序
表
現
に
つ
い
て
│
具
平
親
王
詩
宴
の
「
望
月
遠
情
多
詩
序
」
を
中
心
に
│
」（
『
女
子
大
國
文
』
第
百
五
十
一

号
、
平
成
二
十
四
年
）
に
よ
る
。
引
用
は
『
文
選
』
（
中
文
出
版
社
、
昭
和
四
十
六
年
）
。

（
15
） 『
源
氏
物
語
大
成
』
（
中
央
公
論
社
、
昭
和
三
十
一
年
）
に
よ
る
と
、
「
二
十
八
日
」
と
す
る
本
文
も
多
い
が
、
月
が
見
え
な
い
時
期
と
い
う
点
で
は
同

じ
で
あ
る
。
た
だ
し
別
本
の
横
山
本
は
「
二
十
二
日
」
と
す
る
。

（
16
） 

本
文
は
身
延
山
久
遠
寺
刊
『
重
要
文
化
財　

本
朝
文
粋
』
（
上
冊
、
昭
和
五
十
五
年
）
に
よ
り
、
訓
読
は
同
書
と
柿
村
重
松
氏
の
注
（
13
）
の
前
掲
書
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を
参
照
し
て
構
成
し
た
。
作
品
番
号
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。
傍
線
部
①
、
②
、
③
は
『
新
撰
朗
詠
集
』
に
摘
句
さ
れ
て
い
る
。
①
は
巻
下
、

親
王
、
六
二
三
、
②
は
巻
上
、
月
、
二
三
三
、
③
は
巻
下
、
酒
、
四
四
三
。

（
17
） 
こ
の
詩
序
の
傍
線
部
ウ
・
エ
に
つ
い
て
『
本
朝
文
粋
の
研
究
』
（
第
一
巻
、
校
本
篇
、
勉
誠
出
版
、
平
成
十
一
年
）
に
よ
る
と
、
金
剛
寺
本
で
は
「
漁
」

が
「
呉
」
、
「
氷
」
が
「
水
」
と
な
っ
て
い
る
。
柿
村
重
松
氏
『
本
朝
文
粋
註
釈
』
で
は
「
氷
」
に
つ
い
て
は
「
文
永
本
作
レ

水
」
の
注
記
が
あ
る
。
ま

た
「
独
少
凌
雲
之
詞
云
爾
」
の
「
少
」
に
つ
い
て
は
身
延
山
久
遠
寺
蔵
本
は
「
歩
」
で
あ
る
が
、
『
本
朝
文
粋
の
研
究
』
（
校
本
篇
）
に
よ
る
と
金
剛

寺
蔵
本
が
「
少
」
で
あ
り
、
『
本
朝
文
粋
註
釈
』
で
は
「
流
布
本
作
レ

歩
、
蓋
誤
」
の
注
記
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
少
」
に
改
め
た
。
ま
た
こ
の
傍
線
部

は
『
新
撰
朗
詠
集
』
に
摘
句
さ
れ
て
い
る
が
、
梅
沢
記
念
館
旧
蔵
本
で
は
「
呉
人
棹
而
高
歌
、
江
波
水
潔
、
莋
馬
嘶
而
欲
惑
、
野
草
露
深
」
と
「
漁
人
」・

「
氷
」
・
「
霜
」
が
そ
れ
ぞ
れ
「
呉
人
」
・
「
水
」
・
「
露
」
と
な
っ
て
い
る
。
注
（
11
）
の
『
新
撰
朗
詠
集
全
注
釈
』
の
校
異
に
よ
る
と
、
校
異
に
用
い
た

二
十
四
本
す
べ
て
の
本
が
「
呉
人
」
、
二
十
四
本
中
二
十
一
本
が
「
霜
」
、
二
十
四
本
中
七
本
が
「
氷
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
18
） 

本
間
洋
一
氏
『
類
聚
句
題
抄
全
注
釈
』
（
和
泉
書
院
、
平
成
二
十
二
年
）
に
よ
る
。
同
書
で
氏
は
句
題
「
望
月
遠
情
多
」
の
典
拠
に
つ
い
て
、
金
子
彦

二
郎
氏
が
『
増
補
平
安
時
代
文
学
と
白
氏
文
集
―
句
題
和
歌
・
千
載
佳
句
研
究
篇
―
』
（
芸
林
社
、
昭
和
五
十
二
年
覆
刻
版
）
に
お
い
て
、
「
垂
レ

釣

有
二

深
意

、一
望
レ

山
多
二

遠
情
一

」
（
「
贈
高
処
士
」
）
と
い
う
許
渾
詩
に
依
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
言
及
さ
れ
、
「
一
字
改
変
し
て
字
列
を
変
え
た
可
能
性

も
否
定
し
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
以
後
『
類
聚
句
題
抄
』
の
引
用
は
同
書
を
用
い
る
。

（
19
） 

柿
村
重
松
氏
注
（
13
）
の
前
掲
書
に
よ
る
。

（
20
） 

山
本
真
由
子
氏
は
注
（
14
）
の
論
文
に
お
い
て
、斉
名
の
詩
を
除
く
詩
三
首
全
て
に
「
憶
」
と
「
諳
」
と
の
対
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
21
） 

本
間
洋
一
氏
注
（
19
）
の
前
掲
書
に
よ
る
。

（
22
） 

柳
澤
良
一
氏
注
（
11
）
の
前
掲
書
に
よ
る
。

（
23
） 

具
平
親
王
に
つ
い
て
は
大
曾
根
章
介
氏
「
具
平
親
王
考
」（
『
国
語
と
国
文
学
』
三
十
五
巻
十
二
号
、昭
和
三
十
三
年
十
二
月
）
、「
具
平
親
王
の
生
涯
（
上
）
」

（
『
源
氏
物
語
と
そ
の
周
辺
の
文
学　

研
究
と
資
料
』
武
蔵
野
書
院
、
昭
和
六
十
一
年
）
、
「
具
平
親
王
の
生
涯
（
下
）
」
（
『
源
氏
物
語
と
漢
文
学
』
汲
古

書
院
、
平
成
五
年
）
参
照
。
す
べ
て
『
大
曾
根
章
介
日
本
漢
文
学
論
集
第
二
巻
』
（
汲
古
書
院
、
平
成
十
年
）
所
収
。
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（
24
） 

引
用
は
大
日
本
古
記
録
（
岩
波
書
店
、
昭
和
二
十
七
年
）
に
よ
る
。

（
25
） 
本
間
洋
一
氏
注
（
19
）
の
前
掲
書
に
よ
る
。

（
26
） 
川
口
久
雄
氏
『
平
安
朝
日
本
漢
文
学
史
の
研
究　

中
』
（
三
訂
版
、
明
治
書
院
、
昭
和
五
十
七
年
）
の
指
摘
に
よ
る
。

（
27
） 

川
口
久
雄
氏
注
（
26
）
の
前
掲
書
に
よ
る
。

（
28
） 

原
岡
文
子
氏
は
「
「
道
心
」
と
「
恋
」
と
の
物
語
―
宇
治
十
帖
の
一
方
法
―
」
（
『
源
氏
物
語　

両
義
の
糸　

人
物
・
表
現
を
め
ぐ
っ
て
』
有
精
堂
、
平

成
三
年
、
初
出
は
『
東
京
女
子
大
学
日
本
文
学
』
昭
和
四
十
九
年
三
月
）
に
お
い
て
、
こ
れ
が
宇
治
の
山
寺
の
鐘
の
音
で
あ
る
こ
と
に
着
目
さ
れ
、

鐘
の
音
に
「
仏
教
的
要
素
」
を
読
み
取
ら
れ
、
河
添
房
江
氏
は
「
「
宇
治
の
暁
」
―
闇
と
光
の
喩
の
時
空
―
」
（
『
源
氏
物
語
の
探
究
』
第
十
三
輯
、
風

間
書
房
、
昭
和
六
十
三
年
）
に
お
い
て
、
「
宗
教
的
覚
醒
」
を
促
す
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
晨
朝
の
鐘
の
音
が
、
時
の

た
つ
の
を
忘
れ
て
夜
通
し
悩
み
、
語
り
合
う
二
人
の
登
場
人
物
に
、
夜
が
明
け
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
音
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
て
考

察
し
て
い
る
。

（
29
） 

遊
仙
窟
の
鶏
鳴
が
平
安
朝
文
学
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
新
間
一
美
氏
「
伊
勢
物
語
に
お
け
る
遊
仙
窟
受
容
に
つ
い
て
―
第
五
十
三
段
・
五
十
四

段
を
中
心
に
―
」
（
『
伊
勢
物
語　

虚
構
の
成
立　

伊
勢
物
語　

成
立
と
享
受
Ⅰ
』
山
本
登
朗
氏
編
、
竹
林
舎
、
平
成
二
十
年
）
参
照
。

（
30
） 

本
間
洋
一
氏
は
注
（
19
）
の
『
類
聚
句
題
抄
全
注
釈
』
に
お
い
て
、
句
題
「
望
月
遠
情
多
」
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
、
月
に
は
空
間
軸
と
時
間
軸
の
両

面
の
表
現
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
説
を
ふ
ま
え
て
、山
本
真
由
子
氏
は
注
（
14
）
の
論
文
に
お
い
て
、こ
の
句
題
の
「
遠
」
に
は
「
空

間
的
に
へ
だ
た
る
と
い
う
語
義
と
、
時
間
的
に
へ
だ
た
る
と
い
う
語
義
が
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

〈
付
記
〉
本
稿
は
中
古
文
学
会
関
西
部
会
第
三
十
一
回
例
会
（
平
成
二
十
四
年
六
月
九
日
、於
佛
教
大
学
）
で
の
口
頭
発
表
「
源
氏
物
語
総
角
巻
に
お
け
る
「
暁
」

の
表
現
に
つ
い
て
―
漢
詩
文
と
の
関
わ
り
―
」
を
も
と
に
加
筆
、
修
正
し
た
も
の
で
す
。
発
表
の
際
に
い
た
だ
い
た
貴
重
な
ご
指
摘
と
ご
教
示
に
対

し
て
、
こ
こ
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
本
学
大
学
院
研
修
者
）


