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陸
機
楽
府
詩
私
論
（
柳
川
）

陸

機

楽

府

詩

私

論

陸
機
（
二
六
一
ー
三

0
1―

-
）

は
、
六
朝
西
晋
時
代
の
代
表
的
文
学
者
で
あ
る
。
元
来
は
三
国
呉
の
名
門
出
身
で
あ
っ
た
が
、
二
十
歳

の
時
に
西
晋
に
よ
っ
て
祖
国
を
滅
ぽ
さ
れ
、
お
よ
そ
十
年
間
の
蟄
居
を
経
た
後
、
故
国
を
併
呑
し
た
曾
て
の
敵
国
の
都
、
洛
陽
に
入
る
。

以
後
、
か
の
八
王
の
乱
の
渦
中
に
四
十
三
歳
の
生
涯
を
閉
じ
る
ま
で
、
西
晋
王
朝
の
も
と
で
諸
官
職
を
歴
任
し
な
が
ら
、
華
麗
な
文
辞

を
競
い
合
っ
た
当
時
の
文
壇
の
中
心
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
躍
し
た
。

さ
て
、
当
代
屈
指
の
文
学
者
た
る
陸
機
は
、
こ
の
時
代
と
し
て
は
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
数
の
作
品
を
今
に
伝
え
て
い
る
が
、
作
品
編

成
上
顕
著
な
特
徴
と
し
て
、
そ
の
現
存
す
る
全
詩
篇
中
、
約
半
数
に
当
た
る
三
十
余
篇
を
楽
府
詩
が
占
め
て
い
る
。
楽
府
詩
と
は
、
こ

①
 

の
時
代
に
即
し
て
定
義
す
れ
ば
、
漢
魏
の
古
曲
を
本
歌
に
し
て
創
作
さ
れ
た
歌
辞
だ
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
楽
府
詩
は
、
音
楽

上
古
曲
の
メ
ロ
デ
ィ
に
沿
う
こ
と
は
も
と
よ
り
、
内
容
的
に
も
本
歌
の
主
題
に
何
ら
か
の
関
連
性
を
持
た
せ
る
の
が
暗
黙
の
了
解
と

な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
作
品
中
の
「
我
」
と
作
者
自
身
と
は
必
ず
し
も
一
致
せ
ず
、
そ
こ
に
生
身
の
作
者
の
自
我

が
現
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

実
は
、
当
初
私
は
、
こ
の
楽
府
詩
と
い
う
様
式
が
予
想
さ
せ
る
匿
名
性
に
引
か
れ
て
陸
機
の
楽
府
詩
に
着
目
し
た
の
で
あ
っ
た
。
と

い
う
の
も
、
巧
緻
な
対
句
や
典
故
表
現
を
も
っ
て
、
修
辞
至
上
主
義
的
六
朝
文
学
の
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
る
陸
機
は
、
詠
じ
た
内
容
そ
の

も
の
が
そ
の
価
値
を
決
定
す
る
よ
う
な
作
品
よ
り
も
、
楽
府
詩
の
よ
う
に
表
現
の
仕
方
に
こ
そ
独
創
性
が
表
わ
れ
る
、
い
わ
ば
純
粋
な

言
語
芸
術
に
近
い
も
の
の
方
に
、
よ
り
強
く
そ
の
本
領
を
発
揮
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
私
の

柳

JI I 

順

子
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こ
の
短
絡
的
勇
み
足
の
推
測
は
見
事
に
外
れ
て
し
ま
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
陸
機
の
楽
府
詩
と
、
そ
れ
が
依
拠
し
た
古
楽
府
と
を
突
き
合

わ
せ
て
検
討
し
て
い
く
う
ち
に
、
意
外
に
も
、
こ
の
三
十
余
篇
の
楽
府
詩
の
中
に
こ
そ
、
彼
の
文
学
活
動
を
根
底
か
ら
支
え
た
精
神
的

中
核
が
埋
も
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
な
彼
の
閲
歴
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
考
え
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
小
論
で
は
、
こ
の
一
見
極
め
て
素
朴
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
結
論
に
た
ど
り
着
い
た
経
緯
に
つ
い
て
、

恣
意
的
解
釈
や
対
象
へ
の
盲
目
的
な
感
情
移
入
は
極
力
回
避
し
な
が
ら
論
述
す
る
と
と
も
に
、
陸
機
に
お
け
る
楽
府
詩
制
作
と
い
う
個

人
的
営
為
が
、
同
時
に
、
文
学
史
上
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
、
可
能
な
限
り
考
察
を
試
み
た

い
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
本
論
に
入
る
前
に
―
つ
だ
け
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
陸
機
の
楽
府
詩
に
は
、
制
作
年
代
を
確
定

で
き
る
も
の
が
皆
無
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
彼
が
依
拠
し
た
古
楽
府
の
多
く
が
、
い
わ
ゆ
る
相
和
歌

の
部
類
に
属
し
て
い
る
。
相
和
歌
と
は
、
漢
代
の
旧
歌
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
幾
つ
か
は
魏
朝
の
宮
廷
音
楽
と
し
て
採
用
さ
れ
、
そ
の

ま
ま
西
晋
王
朝
に
も
継
承
さ
れ
た
、
い
わ
ば
中
原
地
域
に
伝
わ
る
古
曲
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
一
方
、
陸
機
の
祖
国
、
南
方
の
呉
で
は
、

②
 

鼓
吹
曲
が
魏
朝
に
共
通
す
る
外
は
、
全
く
独
自
の
音
楽
文
化
を
育
ん
で
い
た
ら
し
い
。
だ
と
し
た
ら
、
陸
機
の
楽
府
詩
の
多
く
は
、

彼
が
旧
里
に
引
き
こ
も
っ
て
い
た
青
年
時
代
の
習
作
だ
と
い
う
よ
り
も
、
洛
陽
に
入
っ
て
西
晋
王
朝
の
宮
廷
音
楽
を
実
際
に
耳
に
し
て

③
 

か
ら
後
に
、
そ
の
音
楽
に
乗
せ
て
作
ら
れ
た
と
考
え
る
方
が
、
は
る
か
に
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

先
程
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
楽
府
詩
は
本
歌
の
主
題
を
何
ら
か
の
形
で
踏
襲
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
そ
の
古
曲
の

演
奏
法
が
既
に
滅
び
て
い
る
場
合
は
、
本
歌
と
の
内
容
的
結
び
付
き
だ
け
が
、
そ
の
楽
府
題
を
掲
げ
る
根
拠
と
な
り
得
る
だ
ろ
う
し
、

ま
た
音
楽
が
健
在
の
場
合
で
も
、
概
ね
新
辞
は
先
行
す
る
歌
辞
を
意
識
し
な
が
ら
作
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
陸
機
の
楽
府
『
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④
 

詩
に
も
、
無
論
そ
う
し
た
擬
古
的
な
作
品
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
次
に
挙
げ
る
「
塘
上
行
」
な
ど
は
、
そ
の
典
型

的
一
例
で
あ
ろ
う
。

江
籠
生
幽
渚
、

微
芳
不
足
宣
゜

需
潤
既
已
渥
、

天
道
有
遷
易
、

人
理
無
常
全
。

男
歎
智
傾
愚
、

女
愛
衰
避
妍
゜

不
惜
微
艦
退
、

結
根
奥
且
堅
゜

四
節
逝
不
虞
、

華
繁
難
久
鮮
゜

淑
氣
輿
時
殖
、

餘
芳
随
風
捐
゜

被
蒙
風
雲
會
、

移
居
華
池
邊
。

登
藻
玉
豪
下
、

垂
影
愴
浪
泉
。

江
籠
、
幽
渚
に
生
じ
、

の

微
芳
、
宣
ぶ
る
に
足
ら
ざ
り
き
。か

う
む

（
と
き
に
）
風
雲
の
會
す
る
を
被
蒙
り
て
、

居
を
華
池
の
邊
に
移
す
。

は

な

ひ

ら

藻
を
玉
豪
の
下
に
登
き
、

影
を
愴
浪
の
泉
に
垂
る
。

お

ん

め

ぐ

み

す

で

あ

っ

需
潤
は
既
已
に
渥
く
、

ふ
か

根
を
結
ぶ
こ
と
奥
＜
且
つ
堅
し
。

と
ど

四
節
は
逝
き
て
虞
ま
ら
ず
、

（
さ
れ
ど
）

華
の
繁
れ
る
も
久
し
く
鮮
や
か
な
る
は
難
し
。

淑
氣
は
時
と
輿
に
殖
ち
、

さ

餘
芳
も
風
に
随
ひ
て
捐
る
。

天
道
に
は
遷
易
有
り
、

人
理
と
し
て
常
に
全
き
は
無
し
。

さ
と

男
は
、
智
き
が
愚
か
な
る
を
傾
く
る
を
歓
び
、

女
は
、
衰
へ
た
る
が
妍
し
き
を
避
く
る
を
愛
む
。

し
り
ぞ

微
躯
の
退
け
ら
る
る
は
惜
し
ま
ず
。
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あ
る
。

す
す

但
憫
蒼
蠅
前
。
但
だ
蒼
蠅
の
前
み
い
で
ん
こ
と
を
憬
る
の
み
。

願
君
廣
末
光
、
願
は
く
は
、
君
、
末
光
を
廣
げ
、

わ

た

く

し

せ

ま

照
妾
薄
暮
年
。
妾
の
暮
年
に
薄
る
を
照
ら
し
た
ま
へ
。

こ
の
楽
府
詩
の
本
歌
は
、
西
晋
の
宮
廷
で
も
演
奏
さ
れ
て
い
た
古
楽
府
「
塘
上
行
」
で
、
寵
愛
を
失
っ
た
女
性
の
怨
嵯
を
、
民
歌
風

な
繰
り
返
し
の
パ
タ
ー
ン
に
乗
せ
て
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。
陸
機
の
楽
府
詩
は
、
そ
の
本
歌
に
比
べ
る
と
、
確
か
に
、
文
辞
・
内
容
と

も
に
洗
練
さ
れ
、
よ
り
陰
影
に
富
ん
だ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
を
除
け
ば
、
陸
機
の
「
塘
上

行
」
は
、
あ
く
ま
で
本
歌
の
主
題
に
沿
っ
て
作
ら
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
彼
は
こ
の
中
で
棄
捐
せ
ら
れ
た
女
性
に
な
り
き
り
、

そ
の
虚
構
の
怨
恨
を
い
か
に
豊
か
に
表
現
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
全
力
を
傾
け
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
お
の
ず
か
ら
彼
の
個
性
が

垣
間
見
え
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
書
か
れ
た
具
体
的
内
容
が
、
そ
の
ま
ま
陸
機
自
身
に
帰
す
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

作
者
陸
機
の
視
点
は
、
終
始
作
品
中
の
主
人
公
か
つ
語
り
手
で
あ
る
「
妾
」
に
一
致
し
、
彼
が
し
ば
し
身
を
寄
せ
た
、
そ
の
作
中
人

物
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
、
本
歌
に
よ
っ
て
既
に
与
え
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
一
方
、
陸
機
に
は
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
擬
古
的
楽
府
詩
と
は
別
に
、
や
は
り
上
述
の
「
塘
上
行
」
と
同
様
に
一
人
称
独
白

の
体
裁
を
取
り
な
が
ら
も
、
そ
の
語
り
手
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
本
歌
に
よ
っ
て
何
ら
根
拠
づ
け
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
、
つ
ま
り
内
容

的
に
は
ほ
と
ん
ど
詠
懐
詩
と
言
っ
て
よ
い
よ
う
な
楽
府
詩
が
多
数
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
同
じ
楽
府
題
の
先
行
作
品
い
ず
れ
と
も
無

関
係
に
陸
機
自
身
の
思
い
を
直
戟
に
伝
え
、
そ
の
よ
う
に
し
て
本
歌
の
拘
束
か
ら
自
由
に
な
っ
た
楽
府
詩
群
は
、
今
度
は
作
者
の
自
我

な
る
も
の
に
統
御
さ
れ
る
の
か
、
楽
府
題
は
各
々
異
な
っ
て
い
る
の
に
、
ど
の
詩
篇
も
驚
く
ほ
ど
似
通
っ
た
様
相
を
呈
し
て
い
る
の
で

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
詠
懐
的
楽
府
詩
は
、
先
に
提
示
し
た
典
型
的
な
そ
れ
と
は
か
な
り
異
質
な
、
破
格
の
作
品
で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
だ
が
、
考
え
て
み
る
に
、
そ
の
楽
府
の
メ
ロ
デ
ィ
が
健
在
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
替
え
歌
の
要
領
で
、
全
く
独
創
的
な
内
容
を
盛
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り
込
む
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
漢
魏
以
降
、
少
な
く
と
も
宮
廷
音
楽
の
多
く
が
離
散
す
る
以
前
の
西
晋
ま
で
は
、
同
一
の
楽

府
題
の
も
と
に
、
各
作
家
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
内
容
の
歌
辞
を
寄
せ
て
い
る
と
い
っ
た
現
象
が
確
か
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
斉
の
武
帝
時
代
に
も
な
お
実
際
に
演
奏
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
「
秋
胡
行
」
な
ど
、
そ
の
典
型
的
一
例
で
あ
る
。
元
来
、
こ
の

楽
府
に
は
、
そ
の
題
目
が
示
す
通
り
、
秋
胡
な
る
男
と
そ
の
妻
と
の
悲
話
に
取
材
し
た
古
辞
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
後

世
そ
の
古
辞
は
失
わ
れ
、
魏
の
武
帝
が
神
仙
を
テ
ー
マ
に
新
し
い
歌
辞
を
作
り
、
そ
れ
を
宮
廷
音
楽
と
し
て
定
着
さ
せ
る
と
、
以
後
、

魏
の
文
帝
、
曹
植
、
岱
康
、
西
晋
の
博
玄
、
陸
機
、
宋
の
謝
恵
連
、
顔
延
之
ら
名
だ
た
る
楽
府
詩
作
家
が
、
そ
れ
ぞ
れ
思
い
思
い
の
主

⑤
 

題
を
こ
の
楽
曲
に
託
し
て
詠
じ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
恐
ら
く
は
西
晋
王
朝
の
宮
廷
内
で
聞
き
覚
え
た
で
あ
ろ
う
、
こ
の
「
秋
胡
行
」
の
メ
ロ
デ
ィ
に
乗
せ
て
、
陸
機
は
一
体

道
雖
一
致
、

塗
有
萬
端
。

吉
凶
紛
謁
、

休
咎
之
源
。

人
鮮
知
命
、

吉
凶
、
紛
謁
た
れ
ど
も
、

さ

い

は

ひ

と

が

休
と
咎
と
の
源
は
あ
ら
ん
。

め

い

う

ん

す

く

人
、
命
を
知
る
も
の
鮮
な
く
、

命
も
未
だ
観
る
に
易
か
ら
ず
。

生
も
亦
た
何
ぞ
惜
し
ま
ん
や
。

功
名
こ
そ
歎
ず
る
所
な
れ
。

命
未
易
観
。

生
亦
何
惜
、

功
名
所
歎
。

こ
れ
が
陸
機
の
「
秋
胡
行
」
の
全
文
で
あ
る
。
吉
凶
こ
も
ご
も
入
り
乱
れ
、
わ
が
命
運
も
見
定
め
難
い
多
難
な
人
生
に
お
い
て
、
「
生

も
亦
た
何
ぞ
惜
し
ま
ん
や
。
功
名
こ
そ
歎
ず
る
所
な
れ
。
」
と
詠
ず
る
こ
の
詩
の
主
題
は
、
他
な
ら
ぬ
結
び
の
二
句
に
あ
る
こ
と
言
う

道
は
一
致
す
と
雖
も
、

み
ち塗

に
は
萬
端
有
り
。

ど
の
よ
う
な
テ
ー
マ
を
詠
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
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挽
仰
す
る
ま
に
行
く
ゆ
く
老
い
ゆ
き
、

存
か
没
か
は
将
た
何
の
観
る
所
ぞ
。

⑧
 

と
、
運
命
に
見
放
さ
れ
て
ば
か
り
い
る
我
が
身
の
不
遇
を
、
声
聞
麗
し
き
古
人
に
引
き
比
べ
て
慨
嘆
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
梁
甫
吟
」

年
命
特
相
逝
、

の
一
節
に
至
っ
て
は
、

ひ
た
す

年
命
は
特
ら
相
逝
ぎ
ゆ
く
に
、

身
名
流
何
穆
゜

既
自
才
難
、

既
嘉
運
、
亦
易
術
。

挽
仰
行
老
、

存
没
将
何
所
観
。

陸
機
に
は
、
こ
の
「
秋
胡
行
」
以
外
に
も
、
本
歌
の
主
題
を
無
視
し
た
楽
府
詩
が
か
な
り
の
数
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
概
ね
「
秋

胡
行
」
と
同
様
に
一
人
称
独
白
の
ス
タ
イ
ル
を
取
り
、
そ
の
語
り
手
は
陸
機
自
身
に
重
な
る
と
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

ほ
ぽ
陸
機
自
身
と
見
な
し
て
よ
い
、
そ
の
語
り
手
た
ち
は
、
こ
れ
も
ま
た
「
秋
胡
行
」
と
同
様
、
功
名
へ
の
野
心
や
不
遇
な
境
遇
へ
の

⑥
 

慨
嘆
を
、
あ
く
こ
と
な
く
繰
り
返
し
吐
露
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
日
重
光
行
」
で
は
、

て
ん
め
い

日
重
光
、
命
に
は
螢
む
べ
き
分
有
り
と
惟
ど
も
、

日
重
光
、
但
だ
憫
恨
す
、
オ
志
あ
れ
ど
も
、

のこ

日
重
光
、
身
歿
し
て
の
後
、
名
を
遺
す
無
き
こ
と
を
。

日
重
光
、
惟
命
有
分
可
螢
、

日
重
光
、
但
憫
恨
オ
志
、

日
重
光
、
身
歿
之
後
無
遺
名
。

⑦
 

と
言
い
、
ま
た
「
月
重
輪
行
」
で
は
、

善
哉
古
人
、

揚
磐
敷
聞
九
服
、

ま
で
も
な
い
。

善
し
き
哉
、
古
人
は
、

加
耐
に
応
い
を
揚
げ
面
が
記
め
、

う
る
は

身
名
の
流
る
る
こ
と
何
ぞ
穆
し
き
。

も

と

よ

既
よ
り
「
オ
難
」
な
る
に
自
り
て
は
、

じ

ゅ

う

ぶ

ん

う

し

な

既
に
嘉
運
な
る
も
亦
た
術
ひ
易
し
。
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な
い
で
あ
ろ
う
。

と
豪
語
す
る
も
の
も
あ
る
。

思
順
焉
足
憑
゜

登
曰
無
オ
、

世
鮮
興
賢
。

慶
雲
に
は
克
く
乗
り
え
た
る
こ
と
鮮
な
し
。

あ
や
ま

「
信
を
履
む
」
と
て
「
期
を
思
っ
」
こ
と
多
け
れ
ば
、

⑨
 

「
順
を
思
ふ
」
と
い
ふ
も
焉
ん
ぞ
憑
る
に
足
ら
ん
。

と
、
不
遇
な
運
命
に
絶
望
す
る
あ
ま
り
、
常
日
頃
堅
持
し
て
い
る
は
ず
の
信
念
を
も
懐
疑
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
ま
た
そ

⑩
 

の
一
方
で
は
、
「
瀧
西
行
」
の
よ
う
に
、
自
己
の
才
能
に
対
す
る
傲
慢
な
ま
で
の
自
負
を
も
っ
て
、

い
は

登
に
曰
ん
や
、
オ
無
し
と
。

世
に
賢
を
興
す
も
の
鮮
な
き
の
み
。

要
す
る
に
、
陸
機
の
楽
府
詩
の
う
ち
、
本
歌
の
主
題
を
無
視
し
た
独
自
の
内
容
を
持
つ
作
品
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
功
名
へ
の
野
心
、

及
び
そ
れ
が
果
た
さ
れ
な
い
こ
と
へ
の
慨
嘆
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
各
作
品
中
し
き
り
に
懐
慨
す
る
主
体
に
つ

い
て
、
陸
機
は
外
側
か
ら
第
三
者
の
物
語
と
し
て
描
く
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
く
、
慨
ね
は
、
終
始
そ
の
独
白
す
る
主
体
と
視
点
を
共
有

す
る
こ
と
か
ら
見
る
に
、
こ
れ
ら
の
楽
府
詩
に
お
い
て
詠
ぜ
ら
れ
た
内
容
は
、
作
者
陸
機
の
肉
声
に
極
め
て
近
い
と
み
て
ほ
ぽ
間
違
い

さ
て
、

陸
機
の
楽
府
詩
に
、

慶
雲
鮮
克
乗
。

履
信
多
短
期
、

唯
一
自
序
文
の
伝
わ
る

歌
行
」
と
い
う
楽
府
題
の
由
来
を
推
測
し
、

⑪
 

「
鞠
歌
行
」
と
い
う
作
品
が
あ
る
が
、
彼
は
そ
の
序
文
に
お
い
て
、

あ
わ
せ
て
自
作
の
楽
府
詩
の
モ
チ
ー
フ
を
解
説
し
て
い
る
。

こ
の
「
鞠

按
ず
る
に
、
漢
の
宮
閤
に
含
章
鞠
室
・
霙
芝
鞠
室
有
り
。
後
漢
の
馬
防
の
第
宅
、
卜
し
て
、
道
に
臨
み
、
閤
を
連
ね
池
を
通
じ
、

⑫
 

鞠
城
（
域
の
誤
り
か
）
街
路
に
蒲
つ
。
「
鞠
歌
」
と
は
将
た
此
れ
を
謂
ふ
な
る
か
。
東
阿
王
の
詩
に
「
騎
を
連
ね
壌
を
撃
つ
」
と
あ

れ
ば
、
或
ひ
は
鍼
鞠
を
謂
ふ
か
。
三
言
七
言
。
奇
賓
名
器
と
雖
ど
も
、
知
己
に
遇
は
ざ
れ
ば
、
終
に
重
ん
ぜ
ら
れ
ず
。
知
己
に
逢

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
 こ
こ

．
．
．
．
．
．
．
．
 

は
ん
こ
と
を
願
ひ
て
、
以
て
焉
に
意
を
託
す
る
な
り
。
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に
思
う
。

我
々
は
こ
の
文
章
の
中
に
、
陸
機
の
自
己
の
才
能
に
対
す
る
並
々
な
ら
ぬ
自
負
と
、
知
己
を
得
て
広
く
世
に
認
め
ら
れ
た
い
と
い
う
野

心
と
を
、
直
接
彼
自
身
の
言
葉
と
し
て
は
っ
き
り
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
陸
機
が
自
ら
表
明
し
た
こ
と
は
、

先
程
か
ら
例
示
し
て
述
べ
て
き
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
陸
機
の
詠
懐
的
楽
府
詩
に
は
、
功
名
心
を
主
題
と
す
る
も
の
が
著
し
く
多
い
と
い

う
こ
と
と
、
正
し
く
符
合
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
に
見
て
き
た
楽
府
詩
は
、
比
較
的
短
篇
の
も
の
が
多
く
、
い
わ
ゆ
る
西
晋
太
康
・
元
康
期
の
文
学
を
代
表
す
る
と

い
わ
れ
る
陸
機
と
し
て
は
、
修
辞
に
も
そ
れ
ほ
ど
の
彫
琢
が
認
め
ら
れ
な
い
。
思
う
に
、
こ
う
し
た
自
己
の
感
慨
を
生
の
ま
ま
詠
ず
る

詠
懐
的
楽
府
詩
は
、
当
時
の
社
交
的
文
壇
の
雰
囲
気
に
は
到
底
そ
ぐ
わ
な
い
性
質
の
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
陸
機
は
、
つ
ぶ
や
き
に

も
似
た
こ
れ
ら
小
品
の
楽
府
詩
を
、
公
的
な
場
所
で
の
華
々
し
い
披
露
は
ほ
と
ん
ど
意
識
し
な
い
ま
ま
、
極
め
て
個
人
的
な
雑
感
の
は

け
口
と
し
て
書
き
留
め
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

陸
機
の
楽
府
詩
の
う
ち
、
本
歌
と
は
無
関
係
に
主
題
を
設
定
し
た
作
品
に
お
い
て
は
、
功
名
へ
の
野
心
を
詠
じ
た
も
の
が
際
立
っ
て

多
い
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
自
己
の
感
慨
を
直
接
に
詠
じ
た
作
品
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
本
歌
に
即
し
な
が

ら
、
そ
の
既
成
の
枠
の
中
で
彼
一
流
の
文
筆
を
振
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
楽
府
詩
を
、
古
辞

及
び
先
行
作
品
と
比
較
し
な
が
ら
吟
味
し
て
み
る
と
、
一
見
、
内
容
的
に
は
何
の
新
し
さ
も
な
い
だ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
た
そ
れ
ら
の
楽

府
詩
の
中
に
、
前
章
に
お
い
て
見
て
き
た
詠
懐
的
楽
府
詩
と
響
き
合
う
要
素
を
、
相
当
濃
厚
に
含
ん
で
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
よ
う

⑬
 

た
と
え
ば
、
こ
こ
に
「
飲
馬
長
城
窟
行
」
と
い
う
楽
府
詩
が
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
そ
の
楽
府
題
の
明
示
す
る
と
お
り
、
辺
境
を

守
る
兵
士
た
ち
の
労
苦
を
主
題
と
す
る
。
た
だ
、
こ
の
楽
府
の
古
辞
は
、
出
征
し
た
夫
を
思
う
妻
の
歌
で
あ
っ
て
、
兵
役
に
従
事
す
る
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駆
馬
捗
陰
山
、

男
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
陸
機
に
先
行
す
る
陳
琳
や
博
玄
の
作
品
も
、
概
ね
は
古
辞
の
設
定
を
忠
実
に
襲
っ
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
陸
機
の
「
飲
馬
長
城
窟
行
」
で
は
、
古
辞
や
先
行
作
品
に
お
い
て
見
ら
れ
た
、
哀
切
に
し
て
甘
美
な
愛
情
物
語
は
全

く
姿
を
消
し
、
替
っ
て
、
悲
壮
な
使
命
感
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
男
の
英
雄
的
気
概
が
全
面
を
覆
う
の
で
あ
る
。

の
ぽ

馬
を
騒
っ
て
陰
山
に
捗
れ
ば
、

す
す

山
高
く
し
て
馬
前
ま
ず
。

往
き
て
陰
山
の
候
に
問
へ
ば
、

て
f

こ

は

え

ぴ

す

勁
き
虜
は
燕
然
に
在
り
、
と
。

あ
と

戎
車
は
軌
を
停
む
る
無
く
、

し

ば

し

ば

ゆ

う

つ

施
施
は
屡
祖
き
遷
る
。

仰
ぎ
て
は
積
雪
の
骰
に
憑
り
、

俯
し
て
は
堅
泳
の
川
を
渉
る
。

か
へ

冬
に
来
り
て
秋
に
未
だ
反
ら
ず
、

去
家
遂
以
縣
。
家
を
去
る
こ
と
逸
か
に
し
て
以
て
縣
し
。

え

ぴ

す

ま

こ

と

た

ひ

ら

狼
枕
亮
未
夷
、
狼
枕
は
亮
に
未
だ
夷
が
ざ
れ
ば
、

い
た
づ

征
人
盤
徒
旋
。
征
人
、
登
に
徒
ら
に
旋
ら
ん
や
。

以
上
は
、
詩
の
前
半
部
分
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、
陸
機
の
描
く
「
征
人
」
は
、
夷
秋
の
攻
勢
か
ら
自
国
を
守
り
抜
こ
う
と
い
う
英

雄
的
使
命
感
で
胸
を
一
杯
に
し
て
、
遠
く
故
郷
に
残
し
て
き
た
妻
子
に
つ
い
て
は
、
さ
ほ
ど
切
実
に
思
慕
し
て
は
い
な
い
か
の
よ
う
に

山
高
馬
不
前
。

往
問
陰
山
候
、

勁
虜
在
燕
然
゜

戎
車
無
停
軌
、

桂
施
屡
祖
遷
。

仰
憑
積
雪
巖
、

俯
渉
堅
泳
川
。

冬
来
秋
未
反
、

感
ぜ
ら
れ
る
。

だ
が
、
陸
機
の
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
そ
れ
以
上
に
注
目
し
た
い
の
が
結
び
の
四
句
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
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振
旅
努
蹄
士
、

牌
に
甘
・
陳
の
迩
に
違
ひ
て
、

功
を
輩
子
の
肪
の
も
と
に
牧
め
、

振
旅
、
蹄
士
を
榮
ふ
と
き
、

さ

か

づ

き

え

び

す

が

い

や

ど

受
爵
藁
街
博
゜
爵
を
藁
街
の
博
に
受
け
ん
。

一
句
目
の
「
甘
陳
」
と
は
、
前
漢
元
帝
期
に
西
域
に
使
い
し
た
甘
延
寿
と
陳
湯
の
こ
と
。
彼
ら
は
敵
国
の
祁
支
単
子
を
謀
殺
し
た
功
績

に
よ
り
、
各
々
義
成
候
•
関
内
候
に
封
ぜ
ら
れ
た
。
末
旬
の
「
藁
街
」
な
る
語
も
、
こ
の
陳
湯
の
上
表
文
に
見
え
る
の
を
意
識
的
に
用

い
た
も
の
で
あ
る
。
陸
機
は
、
こ
こ
に
お
い
て
詩
中
の
兵
士
と
一
体
化
し
、
自
分
も
こ
の
甘
・
陳
二
人
の
武
将
に
あ
や
か
り
た
い
も
の

と
、
そ
の
野
心
を
言
明
し
て
い
る
。
実
は
、
こ
の
一
連
の
直
前
に
、
戦
争
を
「
末
徳
」
と
言
い
、
兵
器
を
「
凶
器
」
と
言
っ
て
従
軍
兵

⑭
 

士
の
悲
哀
を
訴
え
て
お
き
な
が
ら
、
あ
た
か
も
そ
れ
を
ジ
ャ
ン
プ
台
に
す
る
か
の
如
く
、
武
勲
へ
の
野
心
を
声
高
ら
か
に
詠
じ
て
一

篇
を
結
ぶ
の
で
あ
る
。
陸
機
が
、
こ
の
結
び
の
四
句
に
そ
れ
相
当
の
力
を
注
い
だ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
わ
ず
か
二
十
字
の
中
に
は
め
込

ま
れ
た
典
故
表
現
の
濃
密
さ
か
ら
も
窺
わ
れ
よ
う
。
三
句
目
、
「
振
旅
」
な
る
詩
語
は
『
春
秋
穀
梁
伝
』
荘
公
八
年
に
出
で
、
凱
旋
を

ね
ぎ
ら

言
う
。
「
労
帰
士
」
と
は
、
『
毛
詩
』
小
雅
・
杖
杜
の
序
に
言
う
「
杖
杜
は
還
役
を
労
ふ
な
り
」
を
意
識
し
た
言
葉
。
ま
た
末
旬
の
「
受

爵
」
は
、
張
衡
の
「
南
都
賦
」
（
『
文
選
』
巻
四
）
に
言
う
「
爵
を
受
け
爵
を
伝
ふ
」
を
踏
ま
え
た
詩
語
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ふ
ん

だ
ん
な
典
故
表
現
を
用
い
な
が
ら
、
陸
機
は
功
名
へ
の
野
望
を
精
魂
込
め
て
表
明
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
兵
役
の
苦
し
さ
も
、
ほ
の

か
な
郷
愁
も
、
不
条
理
な
境
遇
へ
の
や
る
せ
な
い
念
懲
も
、
全
て
は
こ
の
功
名
へ
の
大
志
に
昇
華
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ち
な
み

に
、
「
飲
馬
長
城
窟
行
」
と
い
う
楽
府
に
功
名
心
を
詠
み
込
ん
だ
の
は
、
陸
機
が
始
め
て
で
あ
る
。

⑮
 

さ
て
、
陸
機
の
楽
府
詩
に
お
け
る
、
主
題
の
偏
向
を
示
す
今
―
つ
の
例
と
し
て
、
次
に
挙
げ
る
の
は
「
長
歌
行
」
で
あ
る
。
こ
の
「
長

歌
行
」
と
い
う
楽
府
の
古
辞
に
は
、
時
の
移
ろ
い
に
対
す
る
感
慨
を
詠
じ
た
も
の
と
、
神
仙
を
テ
ー
マ
と
す
る
も
の
と
の
二
者
が
残
っ

て
い
る
が
、
陸
機
は
前
者
に
依
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
時
の
流
れ
は
容
赦
な
く
一
方
的
に
進
み
行
く
も
の
だ
か
ら
、
若
い
う
ち
か
ら
努

将
違
甘
陳
迩
、

牧
功
箪
子
栴
゜
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天
道
良
自
然
゜

．
．
．
．
．
 

但
恨
功
名
薄
、

挽
仰
逝
将
過
、

條
忽
幾
何
間
。

煉
慨
亦
焉
訴
、

罷
澤
坐
自
捐
゜

絃
物
荀
難
停
、

吾
壽
安
得
延
゜

遠
期
鮮
克
及
、

盈
敷
固
希
全
。

容
華
夙
夜
零
、

年
往
迅
勁
矢
、

時
束
亮
急
弦
゜

逝
突
経
天
日
、

悲
哉
帯
地
川
。

寸
陰
無
停
暑
、

尺
波
媒
徒
旋
、

め
励
ん
で
後
悔
の
な
い
よ
う
に
せ
よ
、
と
い
う
人
生
訓
に
過
ぎ
な
か
っ
た
古
辞
を
、
陸
機
は
次
の
ご
と
く
表
現
豊
か
に
深
化
さ
せ
て
い

ゆ逝
け
り
、
天
を
経
る
日
、

め
ぐ

悲
し
き
哉
、
地
を
帯
る
川
。

寸
陰
も
暑
を
停
む
る
無
く
、

ち

ひ

さ

き

な

み

た

尺
波
も
登
に
徒
だ
に
旋
る
の
み
な
ら
ん
や
。

と

年
の
往
く
は
、
迅
き
こ
と
勁
矢
の
ご
と
く
、

時
の
来
た
る
は
、
亮
ら
か
な
る
こ
と
急
弦
の
ご
と
し
。

な

が

き

よ

は

ひ

よ

す

く

遠
期
に
は
克
く
及
ぶ
も
の
鮮
な
く
、

ひ

ゃ

く

さ

い

も

と

ま

れ

盈
敷
、
固
よ
り
全
き
も
の
希
な
り
。

は

な

の

か

ん

ば

せ

お

容
華
も
夙
夜
に
零
ち
、

た
犀
耐
だ
も
生
酎
に
誓
゜

こ

ま

こ

と

絃
の
物
は
荀
に
停
め
難
け
れ
ば
、

よ

は

ひ

い

づ

く

吾
が
壽
も
安
ん
ぞ
延
ぶ
る
を
得
ん
や
。

+6 

挽
仰
す
る
ま
に
逝
き
将
た
過
ぎ
ん
と
し
、

條
忽
と
し
て
幾
何
の
間
ぞ
。

い
づ
く

懐
慨
す
る
も
亦
た
焉
に
か
訴
へ
ん
。

ま

こ

と

お

の

づ

か

天
道
は
良
に
自
ら
然
る
の
み
。

但
だ
恨
む
ら
く
は
功
名
の
薄
く
し
て
、
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表
現
の
充
実
度
に
お
い
て
は
、
も
と
よ
り
古
辞
の
及
ぶ
所
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
も
増
し
て
興
味
深
い
の
は
、
陸
機
の
「
長
歌
行
」
に

は
、
内
容
的
に
独
特
の
踏
み
込
み
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
古
辞
の
主
題
で
も
あ
っ
た
、
推
移
す
る
時
間
へ
の
焦
燥
感

が
、
彼
の
場
合
、
明
ら
か
に
例
の
功
名
心
と
背
中
あ
わ
せ
で
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
詩
の
後
半
、
彼
は
そ
れ
ま
で
持
ち
こ
た

え
て
い
た
第
三
者
的
な
叙
述
態
度
を
か
な
ぐ
り
捨
て
る
。
そ
し
て
、
人
間
の
ち
っ
ぽ
け
な
力
で
は
ど
う
に
も
押
し
留
め
難
い
時
の
流
れ

を
、
天
命
と
し
て
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
入
れ
よ
う
と
言
い
は
す
る
も
の
の
、
そ
の
諦
観
を
突
き
破
っ
て
、
未
だ
後
世
に
残
る
よ
う
な
功

績
を
成
し
遂
げ
て
い
な
い
の
が
心
残
り
だ
と
、
第
一
人
称
を
も
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
剥
き
出
し
に
慨
嘆
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
挙
げ
た
「
飲
馬
長
城
窟
行
」
は
、
そ
の
楽
府
題
が
極
め
て
具
体
的
な
内
容
を
提
示
し
て
い
る
た
め
、
同
題
の
楽
府

詩
を
作
る
以
上
は
、
い
き
お
い
古
辞
の
内
容
を
踏
襲
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
「
長
歌
行
」
は
、
四
言
の
「
短
歌
行
」

⑯
 

に
対
し
て
、
五
言
の
歌
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
ず
、
し
か
も
当
時
ま
だ
実
際
に
歌
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
か
ら
、
必
ず
し
も

古
辞
の
内
容
に
固
執
す
る
必
然
性
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
陸
機
は
敢
え
て
古
辞
の
―
つ
を
選
び
取
り
、
そ
の
主
題
に
沿
い
な
が
ら
彼
独

自
の
世
界
を
開
陳
し
て
い
る
。
と
す
る
と
、
一
見
古
辞
を
踏
襲
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
た
、
こ
の
時
の
移
ろ
い
に
対
す
る
慨
嘆
と

い
う
主
題
自
体
も
、
実
は
陸
機
の
衷
心
よ
り
出
づ
る
切
実
な
思
い
と
、
深
く
共
鳴
す
る
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

⑰
 

か
。
事
実
、
陸
機
は
他
の
楽
府
詩
に
お
い
て
も
、
し
ば
し
ば
こ
の
テ
ー
マ
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
時
間
の
推
移
に
対
す

る
過
敏
さ
は
、
「
長
歌
行
」
に
お
い
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
さ
し
た
る
勲
功
も
挙
げ
得
ぬ
ま
ま
、
空
し
く
歳
月
を
重
ね
て
ゆ
く
こ
と
へ

の
焦
躁
感
に
こ
そ
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。

長
歌
承
我
閑
゜

迫
及
歳
末
暮
、

••••• 
竹
吊
無
所
宣
゜

の

竹
吊
に
宣
べ
ら
る
る
所
無
き
こ
と
。

お

よ

歳
の
末
だ
暮
れ
ざ
る
に
迄
及
び
て
、

・？

我
が
閑
を
承
け
て
長
歌
せ
ん
。
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さ
て
、
前
章
に
て
例
示
し
た
「
飲
馬
長
城
窟
行
」
や
「
長
歌
行
」
以
外
に
も
、
陸
機
の
楽
府
詩
に
は
、
本
歌
の
主
題
に
沿
い
つ
つ

も
、
そ
の
内
容
的
外
枠
を
は
み
出
し
、
不
意
に
自
己
の
内
面
を
露
出
さ
せ
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
多
く
は
、
既
に
繰

り
返
し
述
べ
て
き
た
、
彼
の
功
名
へ
の
野
心
と
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
う
し
た
い
わ
ゆ
る
出
世
欲
は
、
多
か
れ
少
な
か

れ
中
国
の
歴
代
知
識
人
誰
も
が
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
別
段
注
目
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
直
接
に
作
品
の
題
材
に
す
る
か
ど
う
か
は
、
ま
た
別
問
題
で
あ
る
。
陸
機
の
在
世
当
時
、
文
化
の
主
導
権
は
貴
族

が
握
っ
て
お
り
、
彼
ら
上
流
階
級
の
間
で
は
、
現
実
性
の
希
薄
な
、
老
荘
思
想
め
い
た
脱
俗
的
会
話
「
清
談
」
が
流
行
し
て
い
た
。
そ

し
て
、
そ
の
よ
う
な
風
潮
と
機
軸
を
一
に
し
て
、
こ
の
時
代
、
空
前
絶
後
の
お
び
た
だ
し
い
数
の
隠
者
が
現
わ
れ
て
い
る
。
（
「
隠
れ
た

る
者
」
が
現
わ
れ
る
と
い
う
言
語
的
矛
盾
そ
の
ま
ま
に
、
当
時
、
顕
彰
を
求
め
な
い
と
い
う
こ
と
が
称
揚
の
対
象
と
な
っ
た
。
）
そ
う
し

た
中
で
経
国
済
民
の
志
を
詠
ず
る
な
ど
全
く
の
時
代
錯
誤
で
あ
っ
て
、
当
時
の
文
学
的
動
向
を
決
定
し
さ
え
し
た
貴
族
階
級
の
趣
味
と

は
、
全
然
相
容
れ
な
い
こ
と
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
文
学
者
と
し
て
の
名
声
も
当
然
望
ん
だ
で
あ
ろ
う
陸
機
が
、
内
容
的
に
は
ほ

と
ん
ど
反
流
行
的
と
言
っ
て
よ
い
作
品
を
、
か
く
も
数
多
く
制
作
し
た
の
は
い
っ
た
い
ど
う
し
た
訳
な
の
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
こ
の
問
題
を
解
き
明
か
す
た
め
の
―
つ
の
鍵
と
し
て
、
陸
機
が
そ
の
楽
府
詩
の
中
で
好
ん
で
用
い
、
ま
た
そ
の
雰
囲
気
を

端
的
に
表
現
し
て
も
い
る
「
懐
慨
」
と
い
う
言
葉
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
さ
て
、
『
説
文
』
（
十
篇
下
、
心
部
）
に
「
抗
慨
、
牡
士
不

⑱
 

得
志
於
心
」
と
言
う
よ
う
に
、
こ
の
「
煉
慨
」
な
る
言
葉
は
、
悲
憤
に
満
ち
た
、
高
ぶ
っ
た
心
理
状
態
を
詠
ず
る
詩
に
よ
く
用
い
ら

れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
陸
機
の
活
躍
し
た
西
晋
時
代
、
こ
の
詩
語
は
極
め
て
限
ら
れ
た
状
況
下
で
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
以
下
、
全

⑲
 

西
晋
詩
の
中
か
ら
、
こ
の
「
懐
慨
」
な
る
詩
語
を
全
て
拾
い
出
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
陸
機
の
詩
に
お
け
る
用
例
で
あ
る
。

．
懐
慨
亦
焉
訴
、
天
道
良
自
然
。
（
「
長
歌
行
」
）

・
人
皆
舟
舟
西
遷
、
盛
時
一
往
不
還
、
懐
慨
乖
念
悽
然
。
（
「
董
桃
行
」
）

59 

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked



．
懐
慨
惟
平
生
、
挽
仰
獨
悲
傷
。
（
「
門
有
車
馬
客
行
」
）

．
懐
慨
惟
昔
人
、
興
此
千
載
懐
。
（
「
折
楊
柳
」
）

・
存
没
何
所
観
、
志
士
煉
慨
獨
長
歎
（
「
月
重
輪
行
」
）

•
長
吟
太
山
側
、
懐
慨
激
楚
磐
。
（
「
泰
山
吟
」
）

．
懐
慨
臨
川
響
、
非
此
執
為
興
。
哀
吟
梁
甫
韻
、
懐
慨
獨
撫
贋
。
（
「
梁
甫
吟
」
）

．
遂
遊
放
情
願
、
慎
慨
為
誰
歎
。
（
「
擬
青
青
陵
上
柏
」
）

．
煉
慨
遺
安
豫
、
永
歎
曖
寝
食
。
（
「
赴
洛
」
二
首
、
其
二
）

．
感
物
多
遠
念
、
懐
慨
懐
古
人
q

(
「
呉
王
郎
中
詩
従
梁
陳
作
」
）

．
俯
仰
悲
林
薄
、
懐
慨
含
辛
楚
。
（
「
於
承
明
作
輿
弟
士
龍
」
）

．
懐
慨
逝
言
感
、
徘
徊
居
情
育
。
（
「
贈
弟
士
龍
」
）

．
煉
慨
誰
為
感
、
願
言
懐
所
欽
。
（
「
贈
凋
文
罷
」
）

以
上
十
四
例
の
う
ち
、
八
例
は
楽
府
詩
、
残
る
六
例
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
一
篇
は
擬
古
詩
、
二
篇
は
詠
懐
的
要
素
の
強
い
行
旅
の
詩
、

そ
し
て
三
篇
は
実
弟
及
び
同
郷
の
友
人
に
贈
っ
た
詩
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
西
晋
王
朝
の
宮
廷
内
や
有
力
貴
族
の
サ
ロ
ン
等
で

作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
、
表
向
き
の
詩
は
こ
こ
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
で
は
、
陸
機
以
外
の
詩
人
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
今
、
「
懐
慨
」
な
る
語
を
用
い
た
詩
句
を
、
全
西
晋
詩
の
中
か
ら

機
械
的
に
抜
き
出
し
て
み
る
と
、
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

・
博
玄
「
白
楊
行
」
．
，
癌
聰
懐
憮

(11
慨
）
、
敢
輿
我
争
馳
゜

・
博
玄
「
歴
九
秋
篇
、
董
桃
行
」
．
，
交
腸
接
后
結
裳
、
憚
慨
歓
笑
萬
方
。

，
―
市
稲
烈
義
、
観
者
牧
涙
並
慨
抗

(11
懐）。

・
博
玄
「
秦
女
休
行
」

60 

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked



陸
機
楽
府
詩
私
論
（
柳
川
）

・
張
華
「
博
陵
王
宮
侠
曲
」
二
首
、
其
一
；
歳
暮
餓
寒
至
、
懐
慨
頓
足
吟
。

・
張
華
「
牡
士
篇
」
；
煉
慨
成
素
覚
、
嗚
託
起
消
風
。

・
張
華
「
上
巳
篇
」
；
徘
徊
存
往
古
、
煉
慨
慕
先
演
。

・
陸
雲
「
贈
鄭
曼
季
」
四
首
、
其
二
「
鳴
鶴
」
；
嵯
我
懐
人
、
心
焉
煉
憮
゜

・
陸
雲
「
答
兄
平
原
」
；
統
我
先
基
、
弱
冠
煉
慨
゜

・
陸
雲
、
失
題
；
明
登
興
言
、
抗
慨
芳
林
。

・
左
思
「
雑
詩
」
；
壮
歯
不
恒
居
、
歳
暮
常
慨
懐
゜

・
獣
陽
建
「
臨
終
詩
」
；
窮
達
有
定
分
、
煉
慨
復
何
歎
゜

．
慮
請
「
贈
劉
現
」
二
十
章
、
其
十
七
；
懐
慨
遅
縦
、
有
愧
高
旨
゜

．
劉
現
「
扶
風
歌
」
；
懐
慨
窮
林
中
、
包
膝
獨
推
蔵
。

以
上
、
陸
機
一
人
の
そ
れ
に
も
満
た
な
い
十
三
例
の
う
ち
、
六
篇
ま
で
は
博
玄
と
張
華
の
楽
府
詩
で
あ
る
。
そ
し
て
三
篇
は
陸
機
の

実
弟
陸
雲
の
詩
。
残
る
四
篇
は
、
そ
れ
ぞ
れ
詩
人
が
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
状
況
に
置
か
れ
た
時
の
作
で
、
こ
れ
も
ま
た
、
貴
族
的
社
交

界
の
内
で
生
み
出
さ
れ
た
作
品
で
は
な
い
。

今
、
機
械
的
に
「
懐
慨
」
な
る
言
葉
を
用
い
た
詩
句
を
列
挙
し
て
み
た
が
、
も
ち
ろ
ん
各
詩
人
に
よ
っ
て
、
そ
の
言
葉
に
含
ま
せ
た

意
味
内
容
は
異
な
る
し
、
ま
た
「
煉
慨
」
の
一
言
を
も
っ
て
、
一
時
代
の
詩
的
状
況
が
全
面
的
に
浮
き
彫
り
に
な
る
と
も
思
わ
れ
な
い
。

だ
が
、
お
お
よ
そ
の
傾
向
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
要
す
る
に
、
陸
機
が
そ
の
楽
府
詩
に
お
い
て
好
ん

で
用
い
る
「
懐
慨
」
と
い
う
詩
語
は
、
西
晋
時
代
、
一
般
に
は
そ
れ
ほ
ど
頻
繁
に
用
い
ら
れ
ず
、
と
り
わ
け
文
壇
の
中
枢
に
お
い
て
交

わ
さ
れ
た
贈
答
詩
や
応
詔
詩
の
類
に
は
皆
無
で
あ
る
。
そ
し
て
、
陸
機
自
身
に
お
い
て
も
、
こ
の
表
向
き
の
公
的
な
詩
と
個
人
的
な
そ

れ
と
は
、
明
ら
か
に
区
別
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
「
懐
慨
」
な
る
詩
語
の
世
界
を
好
ん
で
詠
ず
る

61 

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked



陸
機
の
楽
府
詩
は
、
当
時
の
文
壇
状
況
の
中
で
は
、
か
な
り
異
質
の
存
在
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
陸
機
内
部
に
お
い
て
も
、

そ
の
楽
府
詩
は
特
別
な
意
味
合
い
を
も
っ
て
制
作
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
彼
の
「
遂
志
賦
」
と
い
う
作
品
は
、
極
め
て
示
唆
に
富
む
内
容
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
賦
は
、
そ
の
序
文
に

よ
る
と
、
漢
の
雀
策
の
詩
を
始
め
、
凋
術
の
「
顕
志
賦
」
、
班
固
の
「
幽
通
賦
」
、
張
衡
の
「
思
玄
賦
」
等
、
作
家
が
そ
の
不
遇
時
代
を

要
信
心
而
委
命
、

援
前
修
以
自
程
。

擬
遺
跡
於
成
軌
、

．
．
．
．
 

詠
新
曲
於
故
聾
゜

乗
り
越
え
ん
と
し
て
制
作
し
た
過
去
の
名
作
を
強
く
意
識
し
、
そ
の
系
譜
に
自
ら
連
な
ろ
う
と
し
て
作
っ
た
も
の
だ
と
い
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
意
図
の
下
に
制
作
さ
れ
た
「
遂
志
賦
」
の
、
そ
の
最
後
の
一
連
に
お
い
て
、
陸
機
は
次
の
よ
う
に
詠
じ
て
い
る
。

ま

こ

と

め

い

う

ん

ゆ

だ

か

な

め

心
を
信
に
し
て
命
に
委
ぬ
る
を
要
と
し
、

前
の
修
め
し
と
こ
ろ
に
援
り
て
以
て
自
ら
程
と
せ
ん
。

軌
を
成
す
に
お
い
て
、
（
古
人
の
）
遺
せ
し
跡
に
擬
ひ
、

故
磐
に
の
せ
て
、
新
曲
を
詠
ぜ
ん
。

ま
か

窮
達
に
任
せ
て
以
て
逝
き
（
あ
る
ひ
は
）
止
ま
り
、

亦
た
進
仕
し
て
は
退
耕
せ
ん
。

庶
斯
言
之
不
漁
、
庶
は
く
は
、
斯
の
言
の
漁
は
る
こ
と
な
く
、

抱
取
介
以
成
名
。
歌
介
の
こ
こ
ろ
を
抱
き
て
以
て
名
を
成
さ
ん
。

不
遇
を
慰
め
、
初
志
貫
徹
の
意
欲
を
掻
き
立
て
る
た
め
の
、
精
神
的
拠
り
所
に
つ
い
て
詠
じ
た
こ
の
一
節
の
第
四
句
目
、
彼
は
「
詠
新

曲
於
故
磐
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
す
ぐ
前
の
「
擬
遺
跡
於
成
軌
」
と
い
う
句
と
突
き
合
わ
せ
て
考
え
る
に
、
在
来
の
音
楽
に
新

し
い
歌
辞
を
被
せ
、
そ
う
し
て
で
き
た
「
新
曲
」
を
詠
ず
る
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
読
め
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ

れ
は
、
外
な
ら
ぬ
楽
府
詩
制
作
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
陸
機
は
、
自
己
の
不
遇
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
精
神
的
糧
と

し
て
、
自
分
の
思
い
を
託
し
た
楽
府
詩
を
作
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
の
推
測
が
可
能
に
な
る
。

任
窮
逹
以
逝
止
、

亦
進
仕
而
退
耕
。
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こ
の
推
測
は
、
陸
機
の
楽
府
詩
に
お
い
て
、
楽
府
詩
と
い
う
第
三
者
的
な
虚
構
の
枠
を
打
ち
破
っ
て
で
も
、
そ
の
作
品
中
に
作
者
自

身
が
登
場
し
、
し
き
り
に
悲
憤
愧
慨
す
る
こ
と
と
正
し
く
符
合
す
る
し
、
ま
た
、
当
時
の
文
壇
の
社
交
的
雰
囲
気
か
ら
は
程
遠
い
、
い

わ
ゆ
る
功
名
へ
の
野
心
な
る
も
の
を
テ
ー
マ
と
す
る
作
品
が
著
し
く
多
い
こ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
す
こ
ぶ
る
納
得
の
い
く

も
の
と
な
る
。
思
う
に
、
陸
機
に
と
っ
て
楽
府
詩
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
、
険
し
い
現
実
社
会
か
ら
し
ば
し
魂
を
解
き
放
ち
、
再
び
不

撓
不
屈
の
志
を
取
り
戻
す
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
再
生
装
置
で
あ
っ
て
、
晴
れ
や
か
な
社
交
的
場
所
に
お
け
る
文
学
活
動
の
、
い
わ
ば
裏

を
な
す
営
為
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
く
ら
天
賦
の
才
能
に
恵
ま
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
も
と
も
と
南
方
出
身
の
陸
機
が
、

言
葉
の
発
音
を
始
め
、
精
神
風
土
全
般
に
わ
た
っ
て
万
事
勝
手
の
違
う
北
方
貴
族
社
会
の
中
で
、
彼
の
自
尊
心
を
満
足
さ
せ
る
だ
け
の

高
い
評
価
を
勝
ち
取
る
た
め
に
は
、
や
は
り
そ
れ
相
当
の
ス
ト
レ
ス
に
日
々
さ
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
陸
機
に
と
っ
て
、

自
己
の
感
慨
を
思
う
存
分
に
詠
ず
る
こ
と
の
で
き
る
楽
府
詩
は
、
彼
の
良
き
理
解
者
で
あ
っ
た
実
弟
陸
雲
の
存
在
と
と
も
に
、
か
け
が

え
の
な
い
心
の
支
え
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
陸
機
の
こ
の
よ
う
な
詠
懐
的
楽
府
詩
は
、
社
交
的
な
表
舞
台
で
こ
そ
違
和
感
を

生
じ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
当
時
の
厳
格
な
階
級
貴
族
社
会
の
中
で
、
何
と
か
上
流
階
級
に
も
ぐ
り
込
も
う
と
切
磋
琢
磨
す
る
、
あ
る

意
味
で
陸
機
と
同
じ
立
場
に
あ
っ
た
中
流
以
下
の
弱
小
貴
族
に
は
、
相
当
に
強
い
共
感
を
も
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

陸
機
の
楽
府
詩
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
功
名
へ
の
野
心
は
、
そ
の
根
幹
を
な
す
テ
ー
マ
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
勿
論
、
こ
の
一
語
を
も
っ

て
彼
の
全
楽
府
詩
を
覆
い
尽
く
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
、
望
郷
の
念
や
遊
宦
の
身
の
憂
い
を
詠
じ
た
作
品
は
、
従
来
、
陸
機

の
文
学
に
つ
い
て
論
ず
る
場
合
、
必
ず
言
及
さ
れ
る
テ
ー
マ
で
も
あ
っ
て
、
決
し
て
看
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

で
は
、
陸
機
の
楽
府
詩
に
お
け
る
郷
愁
と
功
名
心
と
は
、

、。
っヽふ“

四

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
素
朴
に
考
え
る
と
、
都
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遠
来
の
客
を
迎
え
る
と
い
う
の
は
、
実
は
こ
の
「
門
有
車
馬
客
行
」
な
る
題
を
持
つ
楽
府
自
体
が
、
本
来
的
に
備
え
て
い
る
場
面
設
定

な
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
、
旧
友
の
到
来
を
聞
き
つ
け
る
や
い
な
や
、
衣
服
を
整
え
る
の
も
も
ど
か
し
く
出
迎
え
に
行
く
人
物
を
描
く
と

こ
ろ
に
、
陸
機
の
望
郷
の
念
が
い
か
に
切
実
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が
察
せ
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
「
悲
哉
行
」
と
い
う
作
品
で
は
、
寄
る
『

投
袂
赴
門
塗
、

攪
衣
不
及
裳
゜

撫
鷹
携
客
泣
、

掩
涙
叙
温
涼
゜

で
功
成
し
名
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
野
心
と
、
自
分
を
温
か
く
迎
え
入
れ
て
く
れ
る
古
里
に
帰
り
た
い
と
思
う
気
持
ち
と
は
、

立
す
る
感
情
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
両
者
に
つ
い
て
、
陸
機
自
身
の
内
部
で
は
ど
う
折
り
合
い
を
つ
け
て
い
た
の
だ
ろ
う

ヵ
さ
て
、
冒
頭
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
呉
の
滅
亡
後
十
年
を
経
て
、
三
十
歳
頃
に
洛
陽
入
り
し
た
陸
機
は
、
以
後
四
十
三
歳
で
そ
の
生

涯
を
閉
じ
る
ま
で
、
つ
い
に
一
度
も
郷
里
に
帰
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
経
歴
を
持
つ
彼
が
、
遠
く
離
れ
た
故
郷
を
思
い
、
離

⑳
 

別
し
た
肉
親
や
友
人
を
懐
か
し
む
楽
府
詩
を
作
っ
た
の
は
、
蓋
し
当
然
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
「
門
有
車
馬
客
行
」
と
い
う
作
品
で

は
、
は
る
か
南
方
の
郷
里
か
ら
、
長
江
・
湘
水
を
渡
っ
て
は
る
ば
る
上
京
し
て
来
た
友
人
と
の
対
面
場
面
を
、
次
の
よ
う
に
ド
ラ
マ
チ
ッ

ク
に
描
き
出
し
て
い
る
。

念
君
久
不
蹄
、

濡
跡
渉
江
湘
。

門
有
車
馬
客
、

駕
言
登
故
郷
。

門
に
車
馬
の
客
有
り
。

こ
こ

駕
し
て
言
に
故
郷
を
登
せ
る
な
り
。

お
も

「
君
の
久
し
く
蹄
ら
ざ
る
を
念
ひ
、

あ
し跡

を
濡
ら
し
て
江
・
湘
を
渉
り
き
た
る
な
り
」
と
。

（
す
な
は
ち
）
袂
を
投
ひ
て
門
塗
に
赴
く
に
、

衣
は
攪
れ
ど
も
裳
に
は
及
ば
ず
。

暉
を
撫
ち
、
客
と
携
へ
あ
ひ
て
泣
き
、

あ

い

さ

つ

の

涙
が
ほ
を
掩
ひ
て
温
涼
を
叙
ぶ
。

一
見
相
対
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る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

寝
森
多
遠
念
、

べ
な
き
「
遊
客
の
士
」
の
胸
の
内
を
、
次
の
よ
う
に
共
感
的
に
詠
じ
て
い
る
。

寝
め
て
も
｛
昧
て
も
遠
き
へ
の
念
ひ
多
く
、

緬
然
若
飛
汎
゜

願
託
蹄
風
響
、

緬
然
と
し
て
飛
況
す
る
が
若
し
。

願
は
く
は
、
蹄
風
の
響
き
に
託
し
て
、

寄
言
遺
所
欽
。
言
を
寄
せ
て
欽
ふ
所
に
遺
ら
ん
。

最
終
句
は
、
和
山
康
の
「
贈
秀
才
入
軍
詩
」
（
『
文
選
』
巻
二
十
四
）
に
言
う
「
感
悟
馳
情
、
思
我
阿
欽
」
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
る
が
、

陸
機
の
他
の
作
品
の
中
に
も
、
た
と
え
ば
「
贈
濁
文
罷
」
詩
に
言
う
「
懐
慨
誰
為
感
、
願
言
思
所
欽
」
、
「
贈
従
兄
車
騎
」
詩
に
言
う
「
痛

痣
靡
安
豫
、
願
言
思
所
欽
」
等
、
類
似
し
た
表
現
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
詩
が
、
い
ず
れ
と
も
離
別
の
情
を
詠
じ
て
い

以
上
二
篇
の
楽
府
詩
以
外
に
も
、
た
と
え
ば
「
苦
寒
行
」
は
、
「
離
思
は
固
已
よ
り
久
し
く
、
痛
め
て
も
｛
昧
て
も
輿
に
言
る
莫
し
」

⑪
 

と
い
う
郷
愁
を
、
こ
の
楽
府
が
元
来
備
え
て
い
る
、
寒
さ
に
苦
し
む
兵
士
と
い
う
主
題
の
骨
格
の
隙
間
に
滑
り
込
ま
せ
て
い
る
し
、

ま
た
楽
府
詩
以
外
で
は
、
上
に
挙
げ
た
二
篇
の
贈
答
詩
を
始
め
、
「
贈
尚
書
郎
顧
彦
先
」
二
首
の
其
二
、
「
答
張
士
然
」
等
の
詩
、
そ
し

て
、
「
思
蹄
賦
」
「
懐
土
賦
」
と
い
っ
た
作
品
等
に
、
こ
う
し
た
望
郷
の
テ
ー
マ
を
拾
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
思
慕
し
て
や
ま
ぬ
故
郷
な
ら
ば
、
い
っ
た
い
彼
は
何
故
、
そ
の
望
み
の
ま
ま
に
帰
還
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
推
察
す
る
に
、
陸
機
に
お
け
る
望
郷
の
念
は
、
都
を
離
れ
て
故
郷
へ
引
き
こ
も
り
た
い
と
い
う
願
望
へ
は
決
し
て
結
び
つ
か
ず
、

む
し
ろ
、
功
名
を
求
め
て
都
に
居
続
け
る
が
故
に
生
じ
た
、
つ
ま
り
、
彼
の
野
心
と
表
裏
一
体
の
感
情
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
呉
王
郎
中
時
従
梁
陳
作
」
（
『
文
選
』
巻
二
十
六
）
と
い
う
詩
が
有
力
な
傍
証
と
な
ろ
う
。
こ
の
詩
は
、

そ
の
題
に
言
う
と
お
り
、
呉
王
晏
の
郎
中
と
な
っ
て
梁
陳
の
地
を
訪
れ
た
際
に
作
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
陸
機
は
こ
の
異
動
に
よ
っ
て
、

都
を
遠
く
離
れ
、
故
郷
に
間
近
い
淮
南
へ
赴
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
意
外
に
も
、
詩
中
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
一
言
も
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触
れ
ら
れ
ず
、
全
篇
こ
れ
華
や
か
な
り
し
都
で
の
文
人
生
活
へ
の
追
想
に
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
と
も
と
伝
統
的
知
識
人
と
し
て
古
風
な
ま
で
に
生
真
面
目
な
上
昇
志
向
を
持
っ
て
い
た
陸
機
は
、
不
幸
に
も
、
そ
れ
を
異
郷
の
地

に
お
い
て
実
現
す
る
ほ
か
な
い
時
代
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
自
己
の
志
を
貫
こ
う
と
す
る
過
程
に
お
い
て
、
文
化
的
土
壌

を
異
に
す
る
西
晋
貴
族
社
会
と
の
軋
礫
が
、
彼
に
望
郷
の
念
を
抱
か
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
非
常
に
自
尊
心
が
強
く
、
捐
介
な

と
こ
ろ
の
あ
っ
た
ら
し
い
陸
機
は
、
常
々
自
分
を
田
舎
者
扱
い
す
る
北
方
人
士
に
対
抗
意
識
を
燃
や
し
、
彼
ら
と
伍
し
て
ゆ
く
た
め
に

は
相
当
な
虚
勢
を
張
っ
て
も
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
ん
な
張
り
つ
め
た
弦
が
ふ
っ
と
緩
む
、
そ
の
瞬
間
に
彼
の
脳
裡
を
過
ぎ
る
の
が
、
あ

の
懐
か
し
い
故
郷
の
情
景
や
旧
知
の
人
々
の
顔
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
の
楽
府
詩
に
は
、
功
名
へ
の
野
心

と
望
郷
の
念
と
を
、
二
者
択
一
的
に
対
峙
さ
せ
て
詠
じ
た
も
の
は
な
い
し
、
ま
た
、
故
郷
を
遠
く
離
れ
、
い
わ
ゆ
る
曾
て
の
敵
国
で
あ⑫

 

る
西
晋
王
朝
に
仕
え
た
と
い
う
こ
と
自
体
を
後
悔
す
る
内
容
の
作
品
も
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
以
下
に
挙
げ
る
「
猛
虎
行
」

と
い
う
楽
府
詩
は
、
一
見
、
遊
宦
の
身
の
上
を
恥
じ
、
異
郷
の
朝
廷
に
仕
え
た
こ
と
を
悔
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
注
意

深
く
読
ん
で
い
け
ば
、
そ
う
し
た
解
釈
は
正
鵠
を
得
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

渇
不
飲
盗
泉
水
、

熱
不
息
悪
木
陰
゜

悪
木
登
無
枝
、

志
士
多
苦
心
。

整
駕
粛
時
命
、

杖
策
将
遠
尋
゜

飢
食
猛
虎
窟
、

寒
棲
野
雀
林
。

渇
し
て
も
盗
泉
の
水
は
飲
ま
ず
、

い
こ

熱
し
て
も
悪
木
の
陰
に
は
息
は
ず
。

悪
木
に
、
登
に
枝
無
か
ら
ん
や
。

志
士
に
は
苦
心
多
き
な
り
。

く

る

ま

お

ほ

せ

か

し

こ

駕
を
整
へ
て
時
の
（
天
子
の
）
命
を
粛
み
、

策
を
杖
り
て
将
に
遠
く
尋
ね
ん
と
す
。

飢
え
て
は
猛
虎
の
窟
に
食
ら
ひ
、

こ
f
-寒

え
て
は
野
雀
の
林
に
宿
る
。
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急
弦
無
濡
響
、

亮
節
難
為
音
。

鳴
條
随
風
吟
゜

静
言
幽
谷
底
、

長
鳴
高
山
客
。

日
蹄
功
未
建
、

時
往
歳
載
陰
゜

崇
雲
臨
岸
駿
、

（
さ
れ
ど
）
日
は
蹄
み
た
る
に
功
は
未
だ
建
た
ず
、

す

ぎ

ゆ

こ

こ

く

れ

時
は
往
き
て
、
歳
、
載
に
陰
と
な
る
。

た

か

お

こ

崇
き
雲
は
岸
に
臨
み
て
駿
り
、

ざ

わ

め

え

だ

鳴
く
條
は
風
に
随
ひ
て
吟
ず
。

静
言
す
、
幽
谷
の
底
、

長
嗚
す
、
高
山
の
苓
゜

く
だ

急
弦
、
濡
れ
る
響
き
無
か
ら
し
め
ん
と
す
れ
ど
も
、

ま
こ
と

亮
の
節
は
音
を
為
し
難
し
。
．

人
生
誠
未
易
。
人
生
、
誠
に
未
だ
易
か
ら
ざ
れ
ば
、

昂
云
開
此
衿
゜
易
云
ぞ
此
の
衿
を
開
か
ん
。

お

も

ひ

か

へ

り

み

脊
我
取
介
懐
、
我
が
取
介
の
懐
を
脊
て
、

俯
仰
愧
古
今
。
俯
仰
し
て
古
今
に
愧
づ
゜

ま
ず
、
冒
頭
四
句
に
、
い
か
な
る
逆
境
に
追
い
込
ま
れ
て
も
絶
対
に
邪
道
へ
は
踏
み
込
ま
ず
、
あ
く
ま
で
節
義
を
貰
こ
う
と
す
る
志
士

の
心
意
気
を
詠
じ
て
い
る
の
は
、
次
に
挙
げ
る
「
猛
虎
行
」
古
辞
を
意
識
的
に
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。

飢
不
従
猛
虎
食
、
飢
う
る
も
猛
虎
の
食
に
は
従
は
ず
、

暮
不
従
野
雀
棲
。
暮
る
る
も
野
雀
の
棲
に
は
従
は
ず
。

い
づ
く

野
雀
安
無
巣
、
野
雀
に
安
ん
ぞ
巣
無
か
ら
ん
や
。

た
め
“

遊
子
為
誰
験
。
遊
子
は
誰
が
為
に
か
験
り
た
る
。

と
こ
ろ
が
、
作
品
全
体
を
貫
く
か
と
思
わ
れ
た
こ
の
主
題
は
、
第
七
・
八
句
目
に
来
て
丸
っ
き
り
正
反
対
に
覆
え
さ
れ
る
。
そ
の
「
飢
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え
て
は
猛
虎
の
窟
に
食
ら
ひ
、
寒
え
て
は
野
雀
の
林
に
宿
る
」
と
い
う
詩
句
は
、
敢
え
て
前
言
を
反
転
さ
せ
て
い
る
以
上
、
険
悪
な
状

況
を
生
き
抜
く
た
め
に
、
日
頃
堅
守
し
て
き
た
信
念
を
も
裏
切
ら
ね
ば
な
ら
な
い
苦
境
を
言
っ
た
も
の
と
解
釈
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、

お

も

ひ

か

へ

り

み

一
篇
の
結
び
に
「
我
が
取
介
の
懐
を
脊
て
、
俯
仰
し
て
古
今
に
愧
づ
」
と
言
う
の
は
、
今
述
べ
た
こ
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
己
の

志
を
実
現
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
、
必
ず
し
も
ま
っ
と
う
な
道
を
貫
き
通
せ
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
態
愧
の
念
を
言
っ
た
も
の
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
念
の
た
め
に
再
度
確
認
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
態
愧
の
も
と
と
な
っ
た
「
飢
食
猛
虎
窟
、
寒
棲
野
雀
林
」
と
は
、
そ
の
句
の

置
か
れ
た
位
置
か
ら
見
て
も
、
「
駕
を
整
へ
て
時
の
（
天
子
の
）
命
を
粛
み
」
、
入
洛
し
て
以
後
の
軌
跡
を
比
喩
し
た
も
の
と
見
な
す
の

が
妥
当
で
あ
っ
て
、
「
癖
時
命
」
そ
の
こ
と
自
体
を
指
す
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
し
て
、
後
悔
の
対
象
が
遊
官
そ
れ
自
体
で
な
い
こ
と
は
、

第
九
・
十
句
目
、
か
の
「
飢
食
」
云
々
の
詩
旬
を
受
け
て
、
「
（
さ
れ
ど
）
日
は
蹄
み
た
る
に
功
は
未
だ
建
た
ず
、
時
は
往
き
て
、
歳
、

こ

こ

く

れ

載
に
陰
と
な
る
」
と
言
い
、
ま
た
し
て
も
、
功
名
へ
の
野
心
と
、
そ
れ
が
ま
ま
な
ら
ぬ
こ
と
へ
の
焦
躁
感
を
吐
露
し
て
い
る
所
に
も
、

明
確
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
以
上
、
作
品
中
に
見
て
き
た
こ
と
は
、
果
た
し
て
彼
の
実
生
活
上
に
も
そ
の
痕
跡
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

⑬
 

今
こ
こ
で
、
陸
機
の
入
洛
後
の
足
跡
に
つ
い
て
少
し
く
言
及
し
て
お
き
た
い
。
太
康
末
年
（
西
暦
―
-
〈
九
年
）
、
二
十
九
歳
に
し
て
弟
陸

雲
ら
と
と
も
に
洛
陽
入
り
し
た
陸
機
は
、
ま
ず
、
当
時
の
政
治
・
文
化
両
界
の
重
鎮
で
あ
っ
た
張
華
を
訪
れ
、
彼
の
知
遇
を
得
て
、
西

晋
貴
族
界
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
翌
年
、
恵
帝
即
位
と
同
時
に
太
博
楊
駿
が
実
権
を
握
る
と
、
こ
の
楊
駿
に
召
さ
れ
て

祭
酒
と
な
る
。
さ
ら
に
そ
の
翌
年
、
楊
駿
が
買
后
・
買
謹
一
族
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
倒
れ
る
と
、
太
子
洗
馬
に
遷
り
、
ま
も
な
く
著
作
郎

に
転
ず
る
。
そ
し
て
、
こ
の
間
、
今
や
権
勢
並
び
無
き
買
謡
と
交
流
を
持
ち
、
こ
の
権
力
者
の
下
に
集
う
文
学
集
団
、
い
わ
ゆ
る
二
十

四
友
の
メ
ン
バ
ー
に
加
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
三
十
四
歳
の
時
に
、
呉
王
晏
の
郎
中
と
し
て
淮
南
へ
赴
任
し
た
が
、
二
年
後
再
び
入

京
し
、
尚
書
中
郎
、
殿
中
郎
、
著
作
郎
を
歴
任
。
そ
し
て
、
こ
の
間
に
、
買
謡
と
の
交
流
も
復
活
し
た
ら
し
い
。
そ
れ
か
ら
四
年
後
の

西
暦
三

0
0
年
、
か
つ
て
仕
え
て
い
た
慇
懐
太
子
が
買
后
に
よ
っ
て
暗
殺
さ
れ
、
そ
の
買
后
が
趙
王
倫
に
廃
せ
ら
れ
、
買
謡
も
そ
れ
に
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う
に
思
わ
れ
る
。

伴
っ
て
殺
さ
れ
る
と
、
か
の
張
華
を
始
め
、
買
氏
一
族
に
ゆ
か
り
の
深
か
っ
た
多
く
の
人
物
が
連
座
す
る
中
、
陸
機
は
そ
の
趙
王
倫
の

下
で
相
国
参
軍
、
中
書
郎
を
歴
任
。
趙
王
倫
が
失
脚
す
る
と
、
倫
を
討
っ
た
諸
王
の
一
人
、
成
都
王
穎
に
身
を
投
ず
る
。
だ
が
、
識
言

に
よ
っ
て
冤
罪
を
被
り
、
命
の
恩
人
と
し
て
頼
み
に
し
て
い
た
成
都
王
穎
に
も
誤
解
さ
れ
た
ま
ま
、
無
残
な
最
期
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
陸
機
の
足
跡
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
多
少
の
例
外
的
時
期
は
あ
る
も
の
の
、
目
ま
ぐ
る
し
く
情
勢
の
変
化
す
る
権
力
争
い

の
渦
中
で
、
お
お
よ
そ
常
に
、
そ
の
頂
点
に
立
つ
人
物
の
下
に
就
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
こ
れ
で
は
、
後
世
の
人
々
に
、

⑭
 

そ
の
危
う
い
綱
渡
り
の
よ
う
な
生
き
方
を
批
判
さ
れ
る
の
も
無
理
は
な
い
。
「
猛
虎
行
」
に
言
う
態
愧
の
念
と
は
、
あ
る
い
は
こ
う
し

た
一
種
の
節
操
の
な
さ
に
由
来
す
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
、
陸
機
に
お
け
る
、
こ
う
し
た
功
名
へ
の
あ
く
な
き
野
望
の
内
実
は
、
必
ず
し
も
、
当
時
の
西
晋
貴
族
社
会
に
同
化
し
、
そ
の

中
で
個
人
的
栄
達
を
目
指
す
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
君
子
有
所
思
行
」
で
は
直
裁
に
都
人
士
の

奢
修
な
生
活
に
対
し
て
警
告
を
発
し
て
い
る
し
、
ま
た
宮
廷
で
の
船
遊
び
を
詠
じ
た
「
櫂
歌
行
」
や
、
美
辞
麗
句
を
連
ね
て
都
の
美
女

た
ち
の
春
遊
を
描
写
し
た
「
日
出
東
南
隅
行
」
と
い
っ
た
作
品
に
お
い
て
、
彼
の
視
点
は
常
に
対
象
の
外
側
に
あ
り
、
決
し
て
そ
の
内

部
に
踏
み
込
ん
で
共
感
的
に
描
く
と
い
う
こ
と
を
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
は
窮
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
勿
論
、
彼
も
木
石

で
は
な
い
か
ら
、
そ
う
し
た
優
雅
で
享
楽
的
な
生
活
に
見
向
き
も
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
け
れ
ど
も
、
彼
の
野
心
の
中
核

に
あ
る
も
の
は
、
や
は
り
、
伝
統
的
知
識
人
精
神
に
基
づ
く
済
世
の
志
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
か
の
八
王
の
乱
の
さ
な
か
、
同
郷
の

友
人
た
ち
は
彼
の
身
を
案
じ
て
し
き
り
に
帰
郷
を
勧
め
た
が
、
当
の
本
人
は
、
自
己
の
才
能
を
頼
み
、
国
難
を
救
済
し
よ
う
と
い
う
大

志
を
抱
く
あ
ま
り
、
と
う
と
う
そ
の
忠
告
を
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
生
き
方
は
、
当
時
の
処
世
に
長
け
た

中
原
人
士
か
ら
見
て
も
、
ま
た
結
果
を
知
る
我
々
の
目
か
ら
見
て
も
、
や
は
り
時
代
錯
誤
的
で
、
甚
だ
現
実
離
れ
し
て
い
る
と
し
か
言

い
よ
う
が
な
い
。
と
は
い
え
、
陸
機
自
身
に
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
済
世
の
志
は
、
誠
に
哀
心
よ
り
出
で
た
偽
ら
ざ
る
意
志
で
あ
っ
た
よ
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る
。
そ
れ
で
は
、
翻
っ
て
、

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
陸
機
の
楽
府
詩
に
お
け
る
制
作
態
度
は
、
詠
懐
的
色
彩
が
相
当
に
濃
厚
だ
と
言
え
そ
う
で
あ

一
番
始
め
に
言
及
し
た
擬
古
的
楽
府
詩
に
つ
い
て
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ

う
か
。
作
品
の
内
容
だ
け
に
限
っ
て
見
れ
ば
、
こ
の
種
の
楽
府
詩
は
本
歌
の
設
定
し
た
枠
を
ほ
と
ん
ど
出
て
お
ら
ず
、
そ
の
他
の
楽
府

詩
ほ
ど
に
は
、
直
裁
に
彼
の
思
い
を
表
明
し
て
は
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
た
し
か
に
自
己
の
内
的
世
界
の
表
出
が
必
ず
し
も
文
学
の
目

的
で
は
な
い
こ
の
時
代
で
は
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
こ
と
陸
機
に
関
す
る
限
り
は
、
こ
う
し
た
擬
古
的
楽
府
詩
を
、
作
者
の
自
我
と
は

全
く
無
関
係
の
も
の
と
決
め
つ
け
る
こ
と
に
、
私
は
少
な
か
ら
ず
躊
躇
を
覚
え
る
。
と
い
う
の
も
、
陸
機
が
模
擬
の
対
象
と
し
た
古
楽

府
を
見
る
に
、
や
は
り
そ
こ
に
は
彼
の
取
捨
選
択
が
働
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。⑮

⑯

⑰
 

陸
機
の
楽
府
詩
中
、
本
歌
の
主
題
を
忠
実
に
踏
襲
し
た
と
見
ら
れ
る
擬
古
的
作
品
は
、
「
従
軍
行
」
「
苦
寒
行
」
「
短
歌
行
」
「
塘
上
行
」

⑲
 

「
燕
歌
行
」
の
五
篇
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
、
「
従
軍
行
」
を
除
く
四
篇
が
、
い
ず
れ
と
も
晋
楽
奏
す
る
所
の
古
楽
府
を
本
歌
と
し
て

い
る
点
に
、
ま
ず
注
目
し
た
い
。
思
う
に
、
宮
廷
内
で
実
際
に
演
奏
さ
れ
て
い
る
楽
府
で
あ
れ
ば
、
そ
の
歌
辞
は
、
宮
廷
に
出
入
り
す

る
知
識
人
誰
も
が
聞
き
知
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
よ
く
知
ら
れ
た
古
楽
府
に
新
辞
を
付
し
た
場
合
、
そ
の
修

辞
的
熟
練
と
そ
れ
に
伴
う
内
容
的
深
ま
り
は
、
古
辞
と
の
対
照
に
よ
っ
て
、
よ
り
一
層
鮮
や
か
に
認
知
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。
も
し
か

し
た
ら
、
陸
機
は
こ
の
よ
う
な
効
果
を
も
考
慮
に
入
れ
た
う
え
で
擬
古
的
楽
府
詩
を
制
作
し
、
そ
れ
に
よ
る
文
学
者
と
し
て
の
名
声
獲

得
を
目
指
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
功
名
心
の
実
践
成
果
と
も
言
え
る
こ
れ
ら
の
擬
古
的
楽
府
詩
は
、
功
名
心
そ

の
も
の
を
主
題
と
す
る
、
彼
の
そ
の
他
の
楽
府
詩
と
、
次
元
こ
そ
異
に
す
れ
、
正
し
く
同
源
に
出
づ
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

と
は
い
え
、
勿
論
彼
は
、
自
己
の
文
学
的
才
能
を
誇
示
す
る
た
め
だ
け
に
こ
う
し
た
擬
古
的
楽
府
詩
を
作
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
や

は
り
、
彼
自
身
に
と
っ
て
切
実
に
感
じ
ら
れ
る
内
容
の
古
楽
府
の
み
を
、
そ
の
本
歌
に
選
び
取
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え

五
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ば
、
こ
れ
は
そ
の
直
接
的
証
拠
と
は
な
ら
な
い
が
、
彼
が
依
拠
し
た
古
楽
府
に
は
、
神
仙
を
テ
ー
マ
と
す
る
も
の
が
一
篇
も
な
い
こ
と

は
注
意
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
漢
魏
以
来
、
神
仙
は
し
ば
し
ば
楽
府
詩
の
題
材
と
さ
れ
、
そ
の
超
俗
的
雰
囲
気
は
、
西
晋
貴
族
の
間

に
も
深
く
浸
透
し
て
い
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
に
、
陸
機
は
本
歌
を
選
択
す
る
際
、
潔
癖
な
く
ら
い
そ
う
し
た
古
楽
府
を
避
け
て

⑳
 

い
る
の
で
あ
る
。
思
う
に
、
伝
統
的
儒
教
精
神
が
根
強
い
呉
の
地
方
に
育
っ
た
陸
機
は
、
人
知
を
超
越
し
た
神
仙
世
界
に
つ
い
て
、

や
は
り
今
一
歩
没
入
し
か
ね
る
抵
抗
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
対
し
て
、
彼
が
本
歌
と
し
た
、
従
軍
の
苦
し
み

や
離
別
の
悲
し
み
を
詠
じ
た
古
楽
府
は
、
そ
の
ま
ま
彼
の
思
い
を
代
弁
し
て
く
れ
る
も
の
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
し
て
み
る
と
、

陸
機
に
と
っ
て
擬
古
的
楽
府
詩
と
は
、
自
己
の
文
学
的
力
量
の
ほ
ど
を
披
露
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
真
率
な
る
思
い
を
お
お
っ
ぴ
ら
に

開
陳
で
き
る
貴
重
な
文
学
様
式
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
以
上
五
章
に
わ
た
っ
て
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
陸
機
の
楽
府
詩
三
十
余
篇
は
、
そ
の
本
歌
と
の
関
係
を
ポ
イ
ン
ト
に
、
幾
つ

か
の
層
に
分
け
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
の
位
相
に
お
い
て
も
、
彼
の
功
名
へ
の
野
心
は
何
ら
か
の
形
で
姿
を
現
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
陸
機
の
楽
府
詩
の
様
々
な
局
面
に
お
い
て
露
呈
す
る
こ
の
功
名
心
こ
そ
が
、
既
に
第
三
章
に
て
言
及
し
た
よ
う
に
、

彼
の
全
て
の
文
学
的
活
動
を
根
本
か
ら
支
え
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
陸
機
の
残
し
た
一
群
の
楽
府
詩
は
、
彼
の
創
作
活

動
に
お
け
る
内
的
動
機
か
ら
そ
の
発
露
に
至
る
ま
で
の
全
て
を
、
あ
た
か
も
地
層
の
断
面
図
の
よ
う
に
し
て
我
々
の
前
に
提
示
し
て
見

と
こ
ろ
で
、
陸
機
の
楽
府
詩
に
お
い
て
あ
ら
わ
に
な
っ
た
功
名
へ
の
野
心
な
る
も
の
は
、
実
は
、
陸
機
の
み
に
特
有
の
個
性
で
は
な

⑪
 

く
、
こ
の
西
晋
時
代
の
文
人
誰
も
が
共
通
し
て
持
っ
て
い
た
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
陸
機
と
並
び
称
せ

ら
れ
る
潅
岳
に
し
て
も
、
十
年
間
の
歳
月
を
費
し
て
「
三
都
賦
」
を
著
し
た
左
思
に
し
て
も
、
ま
た
「
雙
鶉
賦
」
を
も
っ
て
世
に
出
で
、

陸
機
の
才
能
を
始
め
て
世
に
知
ら
し
め
た
こ
と
で
も
有
名
な
張
華
に
し
て
も
、
皆
そ
う
で
あ
る
。
彼
ら
は
皆
、
文
学
的
才
能
を
元
手
に
、

上
流
貴
族
社
会
の
仲
間
入
り
を
果
た
し
た
寒
門
出
身
者
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
に
、
作
品
中
に
そ
う
し
た
野
暮
っ
た
い
野
心
そ
の
も
の

せ
て
く
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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⑦
注
⑥
に
同
じ
。

品
読
解
に
は
、
祁
立
権
氏
『
陸
士
衡
詩
註
』
（
人
民
文
学
出
版
社
刊
、

を
詠
ず
る
こ
と
は
注
意
深
く
避
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
は
彼
ら
も
ま
た
陸
機
と
同
様
、
正
し
く
こ
の
功
名
心
を

こ
そ
文
学
活
動
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
陸
機
の
楽
府
詩
は
、
彼
個
人
の

意
図
を
超
え
て
、
同
時
代
の
文
人
た
ち
の
屈
折
し
た
思
い
を
代
弁
す
る
文
学
作
品
だ
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
ま
た
一
方
、
彼
の
楽
府
詩

の
う
ち
、
激
し
い
上
昇
志
向
を
昇
華
し
て
、
文
学
的
に
も
高
い
水
準
に
達
し
得
た
幾
篇
か
の
作
品
は
、
楽
府
詩
史
上
に
お
け
る
空
白
の

時
代
、
東
晋
時
代
を
く
ぐ
り
抜
け
、
多
く
の
宮
廷
楽
曲
が
失
な
わ
れ
た
後
の
時
代
の
楽
府
詩
の
、
今
度
は
内
容
上
の
本
歌
と
し
て
、
模

⑫
 

擬
の
対
象
と
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

①
増
田
清
秀
氏
『
楽
府
の
歴
史
的
研
究
』
（
創
文
社
刊
、

②
癖
漁
非
氏
『
漢
魏
六
朝
楽
府
文
学
史
』
（
人
民
文
学
出
版
社
刊
、
一
九
八
四
年
）

③
こ
の
こ
と
は
、
増
田
氏
が
前
掲
論
著
の
七
頁
に
お
い
て
、
夙
に
言
及
し
て
お
ら
れ
る
。

④
『
文
選
』
巻
二
十
八
、
陸
士
衡
「
楽
府
」
＋
七
首
の
其
十
七
。
『
楽
府
詩
集
』
巻
三
十
五
、
相
和
歌
辞
、
清
調
曲
。
小
論
に
引
用
し
た
作
品
の
テ
キ
ス
ト
は
、

金
濤
声
氏
点
校
『
陸
機
集
』
（
中
華
書
局
刊
、

注

一
九
八
二
年
）
に
拠
っ
た
が
、
『
文
選
』
所
収
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
李
善
注
『
文
選
』
を
定
本
と
し
た
。
作

一
九
五
八
年
）
を
参
照
。
な
お
、
陸
機
の
楽
府
詩
を
古
楽
府
と
比
較
す
る
に
あ
た
っ

て
は
、
便
宜
上
『
楽
府
詩
集
』
を
用
い
た
の
で
、
以
下
逐
次
そ
の
巻
数
を
記
す
こ
と
に
す
る
。

⑤
『
楽
府
詩
集
』
巻
三
十
六
、
相
和
歌
辞
、
清
調
曲
「
秋
胡
行
」
の
項
を
参
照
。
な
お
、
こ
の
「
秋
胡
行
」
を
始
め
、
各
楽
府
の
音
楽
的
生
命
が
い
つ
頃
ま
で

保
た
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
増
田
氏
の
前
掲
論
著
（
主
と
し
て
―
ニ
―
頁
l
―
二
四
頁
）
を
参
照
し
た
。

⑥
「
楽
府
詩
集
」
巻
四
十
、
相
和
歌
辞
、
声
必
調
曲
。

一
六
一
頁
し
一
六
六
頁
参
照
。

一
九
七
五
年
）
七
頁
参
照
。
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⑬
姜
亮
夫
氏
『
陸
平
原
年
譜
』
（
古
典
文
学
出
版
社
刊
、

⑮
『
文
選
』
所
収
十
七
首
の
其
三
。
『
楽
府
詩
集
』
巻
三
十
二
、
相
和
歌
辞
、
平
調
曲
。
左
延
年
の
歌
辞
に
擬
す
。

⑭
た
と
え
ば
『
顔
氏
家
訓
』
文
章
篇
、
『
文
心
離
龍
』
程
器
篇
な
ど
。

一
九
五
七
年
）
参
照
。

⑳
『
文
選
』
所
収
十
七
首
の
其
七
。
『
楽
府
詩
集
』
巻
四
十
、
相
和
歌
辞
、
琵
調
曲
。

⑪
こ
の
作
品
は
、
晋
楽
の
奏
す
る
所
で
も
あ
っ
た
、
魏
武
帝
曹
操
の
「
苦
寒
行
」
に
擬
し
た
も
の
で
あ
る
。
注
⑯
を
参
照
。

⑫
『
文
選
』
所
収
十
七
首
の
其
一
。
『
楽
府
詩
集
』
巻
三
十
一
、
相
和
歌
辞
、
平
調
曲
。
そ
の
古
詩
は
『
文
選
』
李
善
注
に
引
く
。

⑲
松
浦
崇
氏
編
『
全
晋
詩
索
引
」
（
櫂
歌
書
房
刊
、

一
九
八
七
年
）
参
照
。

⑱
『
説
文
』
は
「
煉
」
を
「
抗
」
に
作
る
。
「
悽
」
は
「
抗
」
の
俗
字
。
句
末
の
「
於
心
」
二
字
は
、
段
玉
裁
の
校
訂
に
よ
り
補
う
。

⑰
た
と
え
ば
、
「
折
揚
柳
行
」
「
董
桃
行
」
「
上
留
田
行
」
な
ど
。

⑯
増
田
氏
の
前
掲
論
著
、

1
0
七
頁
参
照
。

⑧
『
楽
府
詩
集
』
巻
四
十
一
、
相
和
歌
辞
、
楚
調
曲
。

⑨
「
」
で
括
っ
た
語
句
は
、
『
周
易
』
繋
辞
伝
上
（
第
十
一
章
）
に
言
う
「
履
信
思
乎
順
‘
又
以
尚
賢
也
」
及
び
同
書
の
帰
妹
卦
、
九
四
交
辞
に
言
う
「
帰

妹
思
期
、
遅
帰
有
時
」
を
踏
ま
え
た
も
の
。

⑩
『
楽
府
詩
集
』
巻
三
十
七
、
相
和
歌
辞
、
葱
調
曲
。

⑪
『
楽
府
詩
集
』
巻
三
十
三
、
相
和
歌
辞
、
平
調
曲
。
陸
機
の
序
文
は
、
同
書
郭
茂
情
の
注
に
引
か
れ
て
今
に
伝
わ
る
。

⑫
曹
植
「
名
都
篇
」
中
の
一
句
。

⑬
『
文
選
」
所
収
十
七
首
の
其
六
。
『
楽
府
詩
集
」
巻
三
十
八
、
相
和
歌
辞
、
琵
調
曲
。

⑭
も
っ
と
も
、
こ
の
「
末
徳
」
「
凶
器
」
な
る
語
は
、
各
々
『
荘
子
』
天
道
篇
、
『
韓
非
子
』
存
韓
篇
な
ど
に
見
え
、
そ
れ
自
体
既
に
伝
統
的
表
現
で
は
あ
る
。

⑮
『
文
選
』
所
収
十
七
首
の
其
十
一
。
『
楽
府
詩
集
』
巻
三
十
、
相
和
歌
辞
、
平
調
曲
。
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ば
顔
延
之
の
「
従
軍
行
」
、
謝
恵
連
の
「
豫
章
行
」
な
ど
が
あ
る
。

一
九
六
六
年
）
に
お
い
て
、
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑳
『
文
選
』
所
収
十
七
首
の
其
五
。
『
楽
府
詩
集
』
巻
三
十
三
、
相
和
歌
辞
、
清
調
曲
。
注
⑪
を
参
照
。

⑰
『
文
選
』
所
収
十
七
首
の
其
十
四
。
『
楽
府
詩
集
』
巻
三
十
、
相
和
歌
辞
、
平
調
曲
。
魏
武
帝
曹
操
の
「
対
酒
」
の
辞
に
擬
す
。

⑳
注
④
を
参
照
。
本
歌
歌
辞
の
作
者
は
、
魏
武
帝
、
文
帝
、
顔
皇
后
の
い
ず
れ
か
、
あ
る
い
は
作
者
不
明
の
古
辞
な
の
か
未
詳
。

⑳
「
楽
府
詩
集
』
巻
三
十
二
、
相
和
歌
辞
、
平
調
曲
。
魏
文
帝
曹
王
の
「
秋
風
」
「
別
日
」
二
篇
の
辞
に
擬
す
。

⑳
た
と
え
ば
、
上
述
の
「
長
歌
行
」
を
始
め
、
「
折
楊
柳
行
」
「
董
桃
行
」
「
日
出
東
南
隅
行
」
な
ど
に
、
そ
う
し
た
神
仙
に
対
す
る
意
識
的
回
避
が
認
め
ら
れ
る
。

⑪
こ
の
こ
と
は
、
岡
村
繁
氏
が
「
建
安
文
壇
へ
の
視
角
」
（
「
中
国
中
世
文
学
研
究
』
第
五
号
、

⑫
劉
宋
以
後
の
楽
府
詩
で
、
漢
魏
の
古
楽
府
に
直
接
擬
し
た
の
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
陸
機
の
楽
府
詩
を
意
識
し
て
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
に
、
た
と
え
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