
王

勃

の

春

!

「
春
思
賦
」

は
じ
め
に

を
手
が
か
り
と
し
て
|

有
馬

み
ち

初
唐
西
傑
の
一
人
で
あ
る
王
勃
は
、
春
の
山
水
の
詩
、
上
巳
節
を
祝
う
詩
、
春
の
行
旅
の
詩
な
ど
、
春
を
題
材
と
し
た
作
品
を
多
数
残
し

て
い
る
。
そ
れ
ら
の
作
品
は
、
彩
り
豊
か
な
花
樹
の
中
で
の
散
策
に
よ
る
満
た
さ
れ
た
思
い
、
優
雅
な
宴
席
で
の
興
趣
な
ど
春
の
喜
び
の
思

い
を
詠
う
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
不
本
意
な
旅
に
よ
る
満
た
さ
れ
な
い
思
い
を
詠
う
も
の
も
見
ら
れ
る
。
詠
わ
れ
る
季
節
は
春
で
あ
っ
て

も
、
そ
こ
に
描
か
れ
る
心
情
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
王
勃
の
春
の
作
品
に
は
、
初
唐
期
に
あ
っ
て
珍
し
く
長
編
の
賦
「
春

恵
賦
」
が
あ
り
、
そ
の
題
の
通
り
春
の
思
い
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
「
春
思
賦
」
の
序
文
は
、
「
猶
不
能
忘
靖
於
春
、
知
春
之
所
及
遠

失
、
春
之
所
感
深
失
。
」
と
、
春
が
人
に
及
ぼ
す
影
響
は
大
き
く
春
の
与
え
る
感
動
は
深
い
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
口
王
勃
に
と
っ
て
春

は
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
心
を
動
か
さ
れ
る
季
節
な
の
で
あ
る
。
季
節
に
寄
せ
て
心
情
を
詠
う
こ
と
は
播
岳
「
秋
興
賦
」
、
謝
恵
連
「
秋
懐
」
な

ど
以
前
か
ら
見
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
が
、
こ
の
「
春
恵
賦
」
の
序
文
と
数
多
く
の
春
を
題
材
と
し
た
作
品
か
ら
、
王
勃
が
春
に
寄
せ
る
患
い

は

な

み

な

み

な

ら

な

い

、

も

の

で

あ

る

と

そ

の

た

め

、

と
考
え
、

本
論
で
は
王
勃
の
長
編
の
賦

の
不
遇
を
描
く
こ
と
が
よ
く
見
え
、

王
勃
の
春
i

春
思
斌
を
手
が
か
り
と
し
て
l

え
る
。

「
春
思
賦
」

特
に
萄
の
旅
は
、

を
取
り
上
げ
て
王
勃
の
春
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

王
勃
の
春
の
作
品
を
見
る
こ
と
は
王
勃
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る

旅
路

ま
た
王
勃
は
、

「
潤
底
寒
松
賦
」
に
「
歳
八
月
壬
子
、

旅
遊
於
鵠
口
・
:
(
中
略
)
・
:
徒
志
遠
部
心
屈
。



遂
才
高
而
位
下
。
」

「
萄
中
九
日
」
に
「
人
情
巳
厭
南
中
苦
、
鴻
雁
何
来
従
北
地
。
」
と
強
い
不
満
の
感
情
を
描
い
て
い
る

6

浮
遊
歳
序
口
段
憂
明
時
、
攻
壊
聖
代
。
」
と
、
や
は
り
萄
で
作
ら
れ
て
お
り
、
行
旅
の
作
品
と
関
わ
り
が
深
い
と
考
え
ら
れ

は
春
を
題
材
と
し
て
い
る
た
め
、
行
旅
詩
の
中
で
も
春
の
行
旅
詩
と
関
わ
り
が
深
い
と
考
え
、
そ
こ
で
ま
ず
春
の
行
旅
を
題

材
と
し
た
作
品
を
見
て
い
き
、
そ
の
上
で
「
春
思
賦
」
の
春
の
描
写
を
考
え
て
い
く
。

や

「
春
思
賦
」

も
「
旅
寓
巴
田
旬
、

る。

「
春
思
賦
」

審
の
行
旅
詩

王
勃
の
春
の
作
品
は
、
『
藤
雅
』
釈
天

わ
す
よ
う
な
瑞
々
し
い
山
水
の
美
を
愛
で
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。

「
春
為
蒼
天
」

注
σコ

「
万
物
蒼
蒼
然
生
」

の
意
そ
の
ま
ま
の
、

こ
ん
も
り
と
茂
っ
て
育
つ
草
木
を
表

山
水
で
の
享
楽
を
詠
っ
た
「
春
闘
」
、
宴
会
の
優
雅
さ
を
詠
っ
た

江
宴
韻
得
祉
{
子
」
な
ど
は
、
春
の
花
樹
の
萌
芽
を
織
り
込
ま
れ
て
お
り
、
春
の
光
景
を
喜
ぶ
姿
が
窺
え
る
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
不
本
意
な

旅
の
思
い
を
描
い
て
い
る
作
品
が
見
え
る
の
も
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
王
勃
に
限
ら
ず
、
そ
も
そ
も
行
旅
の
作
品
は
、
別
離
や
帰
郷
の
念
か

ら
悲
哀
の
構
を
伴
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
旅
の
悲
し
み
と
春
の
美
が
対
比
さ
れ
る
こ
と
で
、
よ
り
悲
し
み
が
際
立
つ
効
果
が
も
た
ら
さ

れ
る
。
春
と
旅
の
対
比
は
、
王
勃
に
先
駆
け
て
陸
機
の

「
上
巴
浮

「
悲
哉
行
」

に
既
に
措
か
れ
て
い
る

D

悲
哉
行

1 

遊
客
芳
春
林
、
春
芳
傷
客
心
。
遊
客
芳
春
の
林
、
春
芳
客
心
を
傷
ま
し
む
。

和
風
飛
清
響
、
鮮
雲
垂
薄
陰
。
和
風
清
響
に
飛
び
、
鮮
雲
薄
陰
に
垂
る
。

慧
草
鏡
淑
気
、
時
鳥
多
好
音
。
慧
草
淑
気
錦
町
か
な
り
、
時
鳥
好
音
多
し
。

開
制
翻
鳴
鳩
羽
、
階
階
倉
庚
立
回
顧
翻
た
り
鳴
鳩
の
羽
、
暗
階
た
り
倉
庚
の
音
。

3 5 7 



9 

幽
蘭
盈
通
谷
、

長
+
秀
被
高
等
。

幽
槙
通
谷
に
盈
ち
、

長
秀
高
容
を
被
う

D

13 11 

傷
哉
客
遊
士
、

女
羅
亦
有
託
、
蔓
葛
亦
有
尋
。
女
薙
亦
た
託
す
る
と
こ
ろ
有
号
、
蔓
葛
亦
た
尋
ぬ
る
と
こ
ろ
脊
り
。

憂
忠
一
何
深
。
傷
む
か
な
客
遊
の
士
、
憂
忠
一
に
何
ぞ
深
し
。

15 

自
感
随
気
革
、

耳
悲
一
一
諒
時
禽
。

自
は
気
に
髄
う
の
草
に
感
じ
、

耳
は
時
を
詠
ず
る
の
禽
に
悲
し
。

17 

結
媒
多
遠
念
、

緬
然
若
飛
沈
。
賠
縁
遠
念
多
し
、

願
託
帰
愚
響
、
寄
4

一
一
ロ
遺
所
欽
。

緬
然
と
し
て
飛
沈
の
若
し
。

願
わ
く
は
帰
風
の
響
き
に
託
し
て
、
ニ
一
一
ロ
を
寄
せ
て
欽
ぶ
所
に
遺
さ
ん
。

19 
(
旅
す
る
も
の
は
春
の
林
を
芳
し
い
も
の
と
感
じ
る
が
、
春
が
美
し
く
芳
し
い
と
な
お
さ
ら
旅
人
の
心
を
傷
ま
せ
る
の
だ
。
穏
や
か
な

嵐
は
爽
や
か
な
音
色
で
そ
よ
ぎ
、
軽
や
か
な
倍
一
誌
は
春
霞
を
漂
わ
せ
る
。
香
草
は
芳
し
い
香
り
が
豊
か
で
、
時
鳥
は
美
し
い
音
色
で
樽
る
。

縛
る
鳩
の
翼
は
軽
や
か
で
、
儀
の
歌
は
美
し
い
音
色
で
響
く
。
ひ
っ
そ
り
と
し
た
と
こ
ろ
を
好
む
蘭
は
長
い
谷
間
一
語
に
咲
き
、
伸
び

や
か
に
咲
く
花
は
高
い
山
を
覆
う
。
女
羅
は
身
を
寄
せ
て
生
え
、
蔓
葛
も
ま
た
身
を
寄
せ
て
生
え
る
。
た
だ
私
だ
け
が
、
身
を
寄
せ
る

と
こ
ろ
も
な
い
旅
の
身
の
上
で
あ
る
こ
と
が
嘆
か
わ
し
い
。
憂
い
の
思
い
は
な
ん
と
深
い
こ
と
で
あ
る
の
か
。
春
気
に
従
っ
て
成
長
す

る
草
を
見
る
に
つ
け
て
も
心
が
動
き
、
時
節
に
沿
っ
て
奏
で
る
鳥
の
構
り
を
耳
に
す
る
に
つ
け
て
も
悲
し
い
。
寝
て
も
さ
め
て
も
郷
里

を
想
う
気
持
ち
は
強
い
が
、
遠
く
縞
た
っ
て
し
ま
っ
た
。
願
う
こ
と
は
ふ
る
さ
と
に
向
か
っ
て
吹
く
嵐
に
託
し
て
、
想
い
の
言
葉
を
あ

の
人
に
送
る
こ
と
だ
。
)

控
機
は
、
三
句
呂
か
ら
十
二
句
自
で
は
華
や
か
な
春
の
光
景
を
描
き
、

つ
づ
け
て
十
三
句
白
か
ら
十
八
匂
屈
で
は
そ
の
華
や
か
な
光
景
と

は
対
照
的
な
の
悲
哀
の
情
を
描
く
こ
と
で
、
悲
喜
の
差
を
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
げ
て
い
る
。
「
和
風
」
、
「
清
響
」
、
「
淑
気
」
、
「
好
音
」
な
ど

の
語
か
ら
美
し
く
穏
や
か
な
春
の
光
景
が
窺
え
、
春
を
愛
で
る
気
持
ち
が
印
象
付
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
春
が
美
し
く
華
や
か
で
あ
れ
ば
あ

そ
れ
を
素
痘
に
愛
で
る
こ
と
の
で
き
な
い
旅
人
の
辛
さ
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
『
楽
府
解
題
』
に
は
、

る
ほ
ど
、

「
悲
哉
行
」
を

陸

王
勃
の
春

i
春
思
賦
を
手
が
か
り
と
し
て

i



四

機
一
宮
『
遊
客
芳
春
林
。
』
、
謝
恵
連
云
『
間
輸
入
感
淑
節
。
』
皆
言
客
遊
感
物
産
思
而
作
也
。
」
(
陸
機
の
「
旅
人
は
芳
し
い
春
の
林
を
旅
す
る
」
や
、

謝
恵
連
の
「
旅
人
は
春
の
穏
や
か
な
季
節
に
感
慨
深
く
な
る
」
の
表
現
の
よ
う
に
、
「
悲
哉
行
」
と
題
す
る
い
ず
れ
の
作
品
も
旅
人
が
愁
い
を

節
物
か
ら
感
じ
て
作
っ
た
)
と
評
す
る
。
楽
府
「
悲
哉
行
」
は
、
春
の
節
物
と
旅
の
悲
哀
と
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
で
、
旅
の
辛
苦
を
詠
う
も

の
と
言
え
る
。
沈
約
の
「
悲
哉
行
」
に
も
「
旅
遊
婚
年
春
、
年
春
婦
遊
人
。
」
と
、
春
と
旅
の
描
写
が
引
き
継
が
れ
て
い
く

(
1
)
。
王
勃
の

春
の
行
旅
は
、
「
悲
哉
行
」
と
題
さ
れ
る
作
品
で
は
な
い
が
、
春
を
素
直
に
喜
ぶ
こ
と
の
で
き
な
い
旅
人
の
愁
い
を
描
く
点
は
同
じ
で
あ
る
。

し
か
し
、
楽
府
「
悲
哉
行
」
で
は
、
誰
か
に
思
い
を
寄
せ
る
こ
と
で
愁
い
が
少
し
和
ら
ぐ
が
、
一
方
王
勃
は
、
思
い
を
誰
か
に
伝
え
る
で
も

愁
い
を
和
ら
げ
る
べ
く
努
力
を
す
る
で
も
な
く
、
た
だ
た
だ
悲
し
み
に
浸
っ
て
詠
い
上
げ
る
点
で
楽
府
「
悲
哉
行
」
と
は
異
な
る
。

な
く
、

臨
戦
春

客
心
千
里
倦
、
春
事
一
朝
帰
。

選
傷
北
圏
一
果
、
重
見
落
花
飛
。

(
故
郷
を
長
い
こ
と
離
れ
て
い
る
た
め
、
不
安
で
心
は
疲
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
長
い
間
そ
の
よ
う
な
思
い
を
し
て
い
る
自
分
と
は
対

照
的
に
あ
っ
と
い
う
問
に
春
が
巡
り
、
異
郷
の
地
の
北
闘
で
よ
り
い
っ
そ
う
悲
し
い
気
持
ち
に
浸
っ
て
い
る
と
再
び
花
の
舞
い
散
る
の
を

客

心

千

里

に

倦

み

、

春

事

還
た
北
留
の
裏
に
傷
み
、
重
ね
て
落
花
の
飛
ぶ
を
見
る
。

一
報
に
し
て
帰
る
。

見
た
。
)

「
帰
」
は
、

一
句
自
の
「
客
心
」
は
旅
に
疲
れ
た
心
の
こ
と
で
あ
り
、
「
千
里
」
は
時
間
的
に
も
距
離
的
に
も
長
安
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
春
事
」
は
『
管
子
』
幼
官
篤
「
地
気
発
、
戒
春
事
二
の
例
か
ら
、
春
に
起
き
る
現
象
全
般
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た

必
ず
し
も
春
が
過
ぎ
去
る
場
合
に
限
ら
ず
、
四
時
が
一
巡
し
て
春
が
到
来
し
た
場
合
に
用
い
る
こ
と
も
あ
る
。
「
春
患
賦
」
で
は
、

「

昭

揚

殿

裏

報

春

帰

、

未

央

台

上

着

春

瞳

。

」

と

描

い

て

お

り

、

「

属

春

」

す

ぐ

さ

ま

春

が

去

っ

で
の

「帰」

も
ま
た
、

二
句
自
の

長
安
に
訪
れ
た
春
を



て
い
く
の
で
は
な
く
、
速
や
か
に
春
が
や
っ
て
き
た
こ
と
を
表
わ
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

る
長
い
時
間
と
二
朝
」
の
短
い
時
間
と
を
対
比
さ
せ
、
相
反
す
る
語
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
そ
の
差
を
際
立
た
せ
て
い
る
。

に
よ
っ
て
、
一
方
で
は
旅
の
辛
い
時
間
を
よ
り
長
く
感
じ
さ
せ
、
他
方
で
は
あ
っ
と
い
う
間
に
季
節
が
一
巡
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
よ
り
早

く
感
じ
さ
せ
て
お
り
、
時
間
の
推
移
を
印
象
付
け
て
い
る
。
さ
ら
に
、
三
・
四
句
自
で
は
、
「
傷
」
、

る。

-
二
句
目
は
、

「
千
里
」

の
う
ん
ざ
り
と
す

こ
の
こ
と

「
落
花
」

か
ら
悲
哀
の
表
現
が
見
て
取
れ

は
、
長
く
苦
し
ん
で
い
る
状
況
の
中
で
春
だ
け
は
速
や
か
に
経
過
し
て
い
く
こ
と
と
、

花
が
散
る
の
こ
と
と
の
両
方
の
悲
し
み
を
描
い
た
作
品
で
あ
る

D

「
寝
春
」

馴
染
む
こ
と
の
で
き
な
い
異
郷
の
地
で

と
旅
の
せ
い
で
春
の
節
物
を
素
置
に
愛
で

ら
れ
な
い
気
持
ち
の
描
写
に
加
え
て
、
過
ぎ
去
っ
た
時
間
へ
の
痛
み
を
合
わ
せ
て
描
い
た
も
の
と
言
え
る
。
間
様
作
品
に
、
「
春
諜
」
が
あ
り
、

こ
の
よ
う
に
、

「
轄
春
」

で
の
春
の
表
現
は
、
陸
機
に
見
ら
れ
る

「
客
遊
感
物
憂
思
市
作
血
。
」

続
け
て
見
て
い
く
。

春
瀦

客
念
紛
無
極
、
春
一
保
倍
成
行
。

今
朝
花
樹
下
、
不
覚
恋
年
光
。

客
今

紛
と
し
て
極
ま
ち
な
く
、
春
一
保

ま
す
ま
す
行
を
成
す
。

メb、

朝

花
樹
の
下
、
覚
え
ず

年
光
を
恋
う
。

(
旅
人
と
し
て
辛
い
気
持
ち
が
後
か
ら
後
か
ら
沸
き
起
こ
り
も
う
堪
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
春
の
一
候
は
留
ま
る
こ
と
無
く
流
れ
顔
に
次

々
と
涙
の
す
じ
を
作
っ
て
い
き
、

今
朝
花
咲
き
ほ
こ
る
木
の
下
で
ふ
と
郷
里
の
春
の
光
景
を
思
い
起
こ
し
て
過
ぎ
去
っ
た
年
月
を
痛
感

し
た
。
)

「
春
擬
」
は
、
「
轄
春
」
と
同
じ
く
旅
路
の
悲
哀
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
口
旅
へ
の
不
安
で
流
す
「
春
一
候
」
は
、
沈
約
の
「
詠
桃
」
に
ア
琵

減
当
春
一
課
、
能
断
思
人
腸
。
」
(
ど
う
し
て
春
の
涙
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
、
誠
に
私
の
心
を
散
り
散
り
に
す
る
。
)
と
見
え
る
口

王
勃
の
春
i
春
思
賦
を
手
が
か
り
と
し
て
l

五



ームー/、、

は
桃
花
の
盛
り
の
季
節
に
あ
っ
て
、

作
品
で
あ
る
。
「
詠
桃
」
の

「
詠
桃
」

桃
の
花
に
託
し
て
容
色
の
衰
え
を
危
倶
し
な
が
ら
孤
独
に
思
い
人
を
待
つ
女
の
姿
を
詠
ん
だ

は
、
華
や
か
な
春
に
対
し
て
孤
独
な
自
分
に
流
す
涙
と
、
閤
情
の
作
品
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
美
女
の

老
い
へ
の
嘆
き
の
涙
と
両
方
の
意
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
王
勃
以
降
の
「
春
一
挟
」
に
は
、
許
津
の
「
下
第
別
友
人
楊
至
之
」
に

「
花
落
水
鴻
溝
、
十
年
離
間
山
。
夜
愁
添
白
髪
、
春
一
保
減
朱
顔
。
」
(
花
落
ち
水
は
さ
ら
さ
ら
と
流
れ
、
十
年
郷
里
の
山
を
離
れ
る
。
夜
の
愁

い
は
白
髪
を
増
し
、
春
の
一
僚
は
容
色
を
衰
え
さ
せ
る
)
と
見
え
る
。
「
下
第
別
友
人
楊
至
之
」
は
、
長
い
時
間
を
か
け
て
科
挙
に
挑
ん
だ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
落
第
し
て
し
ま
っ
た
思
い
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
「
下
第
別
友
人
楊
至
之
」
の
「
春
涙
」
は
、
無
駄
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
十

そ
の
経
過
に
よ
っ
て
老
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
嘆
き
の
涙
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の

「
春
一
課
」

年
を
春
に
思
い
起
こ
し
て
流
す
涙
と
、

「
春
一
探
」

過
ぎ
去
っ
た
時
間
に
涙
を
流
す
イ
メ

i
ジ
が
伴
わ
れ
て
い
る
。
王
勃
の
「
春
瀞
」
の
「
春
一
挟
」
も
同
様
に
、
旅
の
愁
い
に
よ
っ
て
春

を
素
直
に
愛
で
ら
れ
な
い
気
持
ち
に
加
え
て
、
時
間
ば
か
り
が
虚
し
く
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
涙
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四
匂
自
の
「
年
光
」
は
歳
月
と
春
の
光
景
の
再
義

(
2
)

が
あ
る
が
、
ど
ち
ら
に
せ
よ
故
郷
の
光
景
に
思
い
を
馳
せ
、
春
の
季
節
の
中
で
過

ぎ
去
っ
た
時
間
に
悲
し
み
を
覚
え
る
姿
が
浮
か
び
上
が
る
。
「
春
諜
」
の
「
年
光
」
、
「
春
一
保
」
は
、
と
も
に
時
間
の
経
過
が
含
ま
れ
て
お
り
、

も
「
時
春
」
同
様
過
ぎ
去
っ
た
時
間
へ
の
痛
み
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
「
麗
春
」
、
「
春
瀞
」
の
春
の
悲
し
み
は
、
長
い
旅
で
虚
し

v
」
斗
品
、

「
春
瀞
」

く
費
や
し
て
し
ま
っ
た
時
間
を
春
が
再
び
訪
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
痛
感
し
、

何
も
成
し
遂
げ
な
い
ま
ま
に
時
間
を
送
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ

の
悲
し
み
と
言
え
る
。

陸
機
は
、
春
の
旅
を
華
や
か
な
描
写
と
悲
哀
の
描
写
と
を
対
照
的
に
措
き
、
相
反
す
る
感
情
を
一
つ
の
作
品
内
に
収
め
る
こ
と
で
、

ぞ
れ
の
感
情
を
際
立
た
せ
て
い
た
。
だ
が
逆
に
悲
喜
両
方
と
も
数
句
に
一
且
っ
て
長
く
描
写
す
る
こ
と
で
、
本
当
に
述
べ
た
い
感
情
が
漠
然
と

し
て
定
ま
ら
ず
、
全
体
に
拡
散
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
も
晃
え
る
。
王
勃
の
作
品
か
ら
も
、
陸
機
と
同
様
に
相
反
す
る
語
を
対
に
す
る
こ
と

で
感
情
を
際
立
た
せ
て
い
る
さ
ま
が
窺
え
る
。
だ
が
、
春
の
華
や
か
さ
に
対
す
る
も
の
で
は
な
く
、
旅
に
う
ん
ざ
り
し
て
い
る
が
た
め
に
よ

何
も
成
し
遂
げ
ら
れ
な
い
ま
ま
に
再
び
春
が
到
来
し
虚
し
く
過
ご
し
て
し
ま
っ
た
時
間
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
の

そ
れ

り
長
く
感
じ
る
時
間
と
、



感
じ
方
の
長
短
を
対
比
さ
せ
て
い
る
。

っ
て
い
る
。

そ
し
て
、

王
勃
は
そ
の
対
比
を
絶
句
の
短
い
形
式
の
中
に
端
的
に
表
現
し
た
こ
と
で
、
悲
し
み
が
集

ま
た
、
悲
し
み
の
感
情
を
他
者
と
分
か
ち
合
う
の
で
は
な
く
、
自
己
の
内
に
努
め
て
し
ま
う
点
も
異
な

行
旅
の
詩
に
見
ら
れ
た
、
何
も
成
し
遂
げ
ら
れ
な
い
ま
ま
に
時
間
同
だ
け
が
過
ぎ
て
い
っ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
悲
し
み

の
序
に
も
見
え
る
。
時
間
の
経
過
に
よ
る
春
の
訪
れ
を
悲
し
む
こ
と
は
、
春
に
深
い
感
慨
を
覚
え
る
王
勃
独
特
の
表
現
の
一

さ
ら
に
、

約
さ
れ
よ
り
際
立
っ
て
い
る

(
3
)
。

斗
1

匹、

「
春
思
賦
」

っ
と
言
え
る
。

審
思
賦
の
審

「
春
思
賦
」

は
、
補
王
府
か
ら
排
斥
さ
れ
て
不
本
意
な
患
い
を
抱
い
て
い
て
お
り
、
ぼ
ん
や
り
と
歳
月
が
過
ぎ
る
ま
ま
に
窃
を
旅
し
て
い

た
と
き
に
作
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
。
鶴
へ
の
出
奔
以
前
は
、
若
く
し
て
制
挙
の
一
つ
で
あ
る
幽
素
科
に
及
第
し
、
乾
封
年
間
(
六
六
六

i
六

六
八
)
の
初
め
に
作
っ
た
「
上
乾
元
殿
煩
」
が
柿
王
李
賢
の
自
に
止
ま
り
、
十
代
の
う
ち
か
ら
周
囲
に
文
才
を
認
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
李

賢
に
侍
読
と
し
て
仕
え
て
い
た
時
は
、
進
呈
し
た

「
平
台
秘
路
論
」
が
評
価
を
受
け
、
絹
五
十
匹
を
下
賜
さ
れ
る
ほ
ど
に
重
用
さ
れ
て
い
た
a

こ
の
よ
う
に
怖
王
府
で
の
日
々
は
自
身
の
望
ん
だ
境
遇
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

で
は
序
文
か
ら
不
遇
感
を
表
わ
し
て
い
る
。

し
か
し
、

神
王
府
を
追
わ
れ
て
境
遇
は
一
転

し
た
た
め
、

萄
旅
遊
中
に
作
ら
れ
た

「
春
思
賦
」

春
恵
賦
序

威
亨
二
年
、
余
春
秋
二
十
有
二
、
旅
寓
巴
萄
、
浮
遊
歳
序
。
殿
憂
明
時
、
吹
地
味
聖
代
。
九
隣
県
令
河
東
柳
太
易
、
英
達
君
子
也
、
僕

従
諜
駕
。
高
談
胸
壊
、
頗
洩
憤
態
。
子
時
春
也
、
風
光
依
然
。
主
人
云
、
風
景
不
殊
、
血
中
目
有
山
河
之
異
。
不
其
悲
平
、
僕
不
才
歌
介

之
士
也
。
窃
葉
宇
宙
独
用
之
心
、
受
天
地
不
平
之
気
。
雄
弱
植
一
介
、
窮
途
千
里
。
未
嘗
下
情
於
公
侯
、
屈
色
於
流
俗
白
凝
然
金
石
自

王
勃
の
春
l

春
思
賦
を
手
が
か
り
と
し
て
1

七
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匹
、
猶
不
能
忘
情
於
春
、

出
州
知
春
之
所
及
遠
央
、
春
之
所
感
深
失
。
此
僕
所
以
撫
窮
賎
而
惜
光
陰
、
懐
功
名
市
悲
歳
月
也
。
量
徒
幽
宮

結
上
桑
階
部
巳
哉
。
屈
平
有
一
一
一
一
口
、
目
極
千
里
傷
春
心
。
図
作
春
忠
賦
、
庶
幾
平
以
極
春
之
所
至
、
析
心
之
去
就
云
額
。

二
年
、
私
の
歳
は
二
十
二
。
巴
萄
に
旅
し
、
ふ
わ
ふ
わ
と
漂
っ
て
歳
月
を
送
っ
て
い
く
。
私
は
平
和
な
世
に
も
か
か
わ
ら
ず
深

く
憂
い
、
良
く
治
ま
っ
た
知
世
に
も
か
か
わ
ら
ず
志
を
遂
げ
ら
れ
な
い
。
九
織
の
県
令
河
東
の
柳
太
易
は
、
英
知
に
す
ぐ
れ
た
君
子
で

あ
り
、
私
は
彼
に
付
き
従
っ
て
遊
ん
だ
。
高
く
胸
中
の
思
い
を
述
べ
、
す
こ
ぶ
る
憤
惑
を
洩
ら
す
。
今
の
季
節
は
ま
さ
に
春
で
あ
る
。

景
観
は
も
と
の
ま
ま
で
か
わ
ら
な
い
が
、
昔
の
人
は
「
吹
く
風
も
さ
す
光
も
以
前
と
変
わ
ら
な
い
が
、
目
を
上
げ
て
見
れ
ば
山
河
の
件

ま
い
が
ど
こ
か
違
っ
て
映
る
。
」
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
悲
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
か
、
私
は
節
操
が
国
く
'
自
立
し
た
人
と
し
て

の
才
、
が
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
世
か
ら
孤
独
に
行
動
す
る
心
地
を
授
か
り
、
天
地
か
ら
不
満
を
思
う
気
持
ち
を
賜
る
。
弱
弱
し
く
取
る

に
足
ら
ず
、
行
き
詰
ま
り
に
苦
し
む
境
遇
と
は
い
え
、
未
だ
か
つ
て
諸
侯
に
心
を
売
っ
た
こ
と
や
、
俗
世
間
の
悪
い
な
ら
わ
し
に
節
を

曲
げ
た
こ
と
は
な
い
。
か
っ
ち
り
と
し
た
金
石
に
自
ら
擬
え
て
も
、
な
お
春
に
感
情
を
忘
れ
る
こ
と
を
春
に
で
き
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
ま

春
の
感
ず
る
と
こ
ろ
は
深
い
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
春
の
与
え
る
影
響
が
大
き
い
た
め
に
、
私
が

狭
路
、

戚
で
に
春
の
及
ぶ
と
こ
ろ
は
遠
く
、

貧
乏
に
安
ん
じ
て
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
時
間
を
愛
し
ん
だ
り
、

名
を
上
げ
よ
う
と
思
っ
て
過
ぎ
去
っ
た
年
月
を
悲
し
ん
だ
り
す
る
の
で
あ

る
。
春
に
感
慨
深
く
な
る
の
は
、
ど
う
し
て
一
族
の
栄
華
を
詠
う
「
長
安
有
狭
斜
行
」
や
、
春
の
桑
摘
み
を
詠
う

だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
屈
原
の
一
一
一
一
向
に
「
千
里
遠
く
自
の
届
く
限
り
を
見
渡
し
て
春
の
心
を
傷
ま
せ
る
」
と
あ
る

D

そ
こ
で
春
患
の
賦
を
作

る
D

ど
う
か
春
の
至
る
所
を
極
め
、

「
賠
上
桑
」

の
楽
府

心
の
去
就
を
細
か
く
分
け
て
は
っ
き
り
さ
せ
た
い
も
の
だ
。
)

「
春
関
心
賦
」

の
作
ら
れ
た

(
六
七
一
年
)
は
萄
の
一
一
一
年
自
に
あ
た
り
、
異
郷
で
迎
え
る
二
度
目
の
春
で
あ
る

滞
在
を
望
ん
で
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
季
節
が
ま
た
巡
っ
て
昨
年
と
同
じ
地
で
再
び
春
を
迎
え
る
さ
ま
が
描
か
れ

「
威
亨
二
年
」

(
4
)
。
前
章

で
述
べ
た
よ
う
に
、

て
い
る
。
自
分
の
志
を
遂
げ
る
こ
と
も
で
き
な
い
上
に
、

馴
染
む
こ
と
の
で
き
な
い
異
郷
の
生
活
が
二
年
に
も
渡
り
、

過
去
の
栄
光
に
す
が



る
思
い
も
あ
っ
て
、

不
満
の
気
持
ち
が
高
ま
っ
て
い
た
時
期
で
も
あ
る
。

こ
の
時
間
の
経
過
が
、
同
じ
景
色
で
あ
っ
て
も
異
な
る
も
の
に
感

眼
前
に
広
が
る
光
景
に
よ
り
一
層
悲
し
み
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
『
世
説
新
語
』
一
一
一
缶
詰
篇
の
典
故
(
5
)

と
合
わ
さ
っ
て
、
悲
し
み
を
す
ぐ
さ
ま
理
解
し
て
く
れ
た
の
は
王
導
た
だ
一
人
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
異
郷
で
の
理
解
者
も
乏
し
か
っ
た
の
で

あ
る
。
前
章
の
行
旅
の
詩
で
も
、
王
勃
は
陸
機
と
比
べ
て
、
悲
し
み
の
感
情
を
他
者
と
分
か
ち
合
う
の
で
は
な
く
、
自
己
の
内
に
留
め
て
し

(
6
)
。

じ
ら
れ
る
よ
う
に
、

ま
う
こ
と
を
指
摘
し
た
が
心
中
を
理
解
し
あ
う
相
手
は
少
な
い
の
で
あ
る

異
郷
で
の
興
趣
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
自
身
と
同
様
に
郷
里
を
離
れ
て
滞
在
す
る
も
の
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
不
遇
感
を

抱
え
た
異
郷
で
の
生
活
の
中
、
「
益
州
夫
子
廟
碑
」
(
7
)
の
制
作
を
依
頼
し
た
九
隣
県
令
椀
太
易
は
、
心
境
を
理
解
し
て
く
れ
る
大
切
な
存

在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
理
解
者
と
の
出
会
い
を
得
な
が
ら
も
、
や
は
り
異
郷
で
の
生
活
で
は
感
情
が
穏
や
か
に
は
な
ら
な
い
し
、
織
も
な

い
今
の
状
況
か
ら
後
の
人
生
を
い
か
に
生
き
れ
ば
よ
い
の
か
不
安
を
抱
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
春
に
心
を
深
く
動
か
さ
れ
る
王
勃
は
、

春
の
光
景
を
あ
ま
ね
く
書
き
記
す
こ
と
で
、

そ
の
中
か
ら
こ
れ
か
ら
の
自
分
が
ど
う
あ
り
た
い
の
か
と
願
う
自
身
の
心
を
見
極
め
る
た
め
に
、

「
春
思
賦
」

は
作
っ
た
の
で
あ
る
。

の
例
は
、
曹
植
の
「
雑
詩
」
に
「
春
思
安
可
忘
、
憂
戚
与
我
井
。
」
と
、
南
方
へ
出
征

中
の
夫
を
待
つ
女
の
こ
と
を
詠
っ
た
作
品
の
中
に
見
え
る
。
ま
た
、
謝
跳
の
「
春
怠
」
詩
で
は
、
「
巣
燕
声
上
下
。
黄
鳥
弄
傍
匹
。
辺
郊
阻
遊

街
、
故
人
盈
契
問
。
」
(
燕
の
鴫
り
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
か
ら
開
こ
え
、
鴬
が
仲
良
く
戯
れ
る
。
辺
境
の
地
で
は
遠
く
に
行
く
の
も
ま
ま
な
ら
ず
、

友
を
恋
し
く
思
う
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
だ
)
と
春
燭
漫
の
光
景
の
中
に
久
し
く
友
と
別
れ
て
い
る
悲
し
み
が
描
か
れ
る
。
だ
が
、
梁
以
降
「
春

思
」
と
題
す
る
作
品
は
、
関
情
に
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
藤
子
雲
「
春
思
」
詩
に
は
「
雪
罷
枝
即
育
、
泳
間
関
水
使
緑
。
復
関
黄
鳥
声
、

全
作
相
思
曲
。
」
(
雪
が
解
け
て
枝
は
背
く
色
づ
き
、
氷
が
解
け
て
水
は
緑
に
染
ま
っ
て
い
く
。
す
る
と
鴬
の
鴫
り
が
関
こ
え
、
全
て
が
恋
の

歌
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
)
と
想
う
人
を
恋
い
慕
う
さ
ま
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
沈
約
「
春
思
」
詩
に
は
「
楊
柳
乱
如
糸
、
絡
羅
不
自

持
。
春
草
黄
復
縁
、
客
心
傷
此
時
。
青
苔
己
結
捕
、
碧
水
復
盈
浪
。
風
色
動
燕
姫
。
襟
前
万
行
一
際
、
故
是
一
相
思
。
」
と
遠
く

ま
ず
、

王
勃
の

「
春
思
賦
」

の
題
と
な
る

「
春
思
」

日
華
照
趣
意
、

王
勃
の
春

i
春
思
賦
を
手
が
か
り
と
し
て

l

九



O 

離
れ
る
思
い
人
の
心
変
わ
り
を
不
安
に
思
う
さ
ま
が
措
か
れ
て
い
る
。
春
の
関
情
を
詠
う
も
の
で
あ
っ
て
も
、
悲
喜
そ
れ
ぞ
れ
が
詠
わ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
飽
照
「
和
王
丞
」
詩
に
は
、
「
秋
心
日
週
絶
、
春
思
坐
連
綿
。
」
と
「
秋
心
」
と
対
に
な
っ
て
春
思
を
愁
い
の
清
と
し
て
捉
え

る
が
、
蒲
子
雲
の
「
春
思
」
例
で
は
春
の
喜
び
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
春
思
」
は
状
況
に
応
じ
て
悲
喜
ど
ち
ら
に
も
用
い
ら
れ
る

諾
で
あ
る
。
王
勃
の
「
春
思
賦
」
で
も
、
ど
ち
ら
に
も
用
い
る
こ
と
が
可
能
な
誇
で
あ
る
か
ら
、
喜
び
、
悲
し
み
の
一
方
に
偏
る
こ
と
な
く
、

さ
ま
ざ
ま
な
春
を
描
く
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
と
言
え
る
。

王
勃
の
心
情
を
表
現
す
る
契
機
と
な
る
の
は
、
「
春
忠
賦
序
」
や
、
「
春
日
孫
学
宅
宴
序
」
「
若
夫
懐
放
磯
審
廓
之
心
、
非
江
山
不
能
宣

其
気
、
負
欝
快
不
平
之
忠
、
非
琴
酒
不
能
洩
其
構
。
則
林
泉
為
進
退
之
場
、
樽
酒
是
言
談
之
地
。
」
(
虚
し
く
ぽ
っ
か
り
と
し
た
穴
を
抱
い
た

心
は
、
自
然
の
中
で
無
け
れ
ば
発
散
で
き
な
い

D

欝
々
と
穏
や
か
に
な
ら
な
い
を
思
い
負
っ
た
心
は
、
音
楽
と
酒
で
し
か
気
が
晴
れ
な
い
。
)

か
ら
、
春
の
山
水
、
琴
、
酒
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
山
水
に
向
か
っ
て
内
省
す
る
こ
と
自
体
は
目
新
し
い
こ
と
で
は
な
い
し
、
人
が
季
節
に
心

情
を
揺
り
動
か
さ
れ
て
作
品
を
作
り
出
す
こ
と
も
以
前
か
ら
見
ら
れ
る
。
『
文
心
離
竜
』
の
物
色
篇
で
は
、
「
春
秋
代
序
、
陰
陽
惨
母
、
物
色

之
動
、
心
亦
揺
駕
。
蓋
陽
気
萌
部
玄
駒
歩
、
陰
律
凝
市
丹
烏
葉
、
微
虫
猶
或
入
感
、
四
時
之
動
物
深
失
。
」
(
春
秋
は
絶
え
ず
移
り
変
わ
り
、

陰
の
気
に
心
を
塞
ぎ
、
陽
の
気
に
心
を
晴
ら
す
。
島
然
、
も
変
化
す
れ
ば
、
そ
れ
に
従
っ
て
心
も
ま
た
揺
ら
ぐ
の
で
あ
る
。
春
の
陽
気
が
芽
生

え
る
と
蟻
は
活
動
を
は
じ
め
、
秋
の
興
趣
が
高
ま
れ
ば
蛍
も
餌
を
集
め
る
。
ち
っ
ぽ
け
な
虫
で
す
ら
、
四
季
の
運
行
を
敏
感
に
感
じ
る
の
だ

と
書
き
出
し
、
四
季
の
運
行
が
文
学
の
表
現
に
大
き
な
影
響
を

の

か
ら
、

な
お
さ
ら
四
季
の
運
行
が
物
事
に
与
え
る
影
響
は
深
い
の
で
あ
る
口
)

与
え
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
影
響
は
、
「
春
秋
代
序
」
と
四
季
の
中
で
も
と
り
わ
け
春
と
秋
、
が
強
く
与
え
る
よ
う
で
あ
る

(
8
)
。
『
楚

辞
』
九
弁
で
は
「
悲
哉
秋
之
為
気
也

D

粛
悲
今
草
木
揺
落
市
変
衰
。
僚
傑
A

勺
若
在
遠
行
、
登
山
臨
水
分
送
将
帰
。
」
と
あ
り
、
招
魂
で
は
「
朱

明
承
夜
今
時
不
見
流
。
皐
欝
被
径
分
斯
路
瀬
口
湛
湛
江
水
分
上
有
楓
。
自
極
千
里
今
傷
春
心
。
魂
今
帰
来
哀
江
南
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
春
と

「
悲
」
、
「
傷
」
と
感
情
を
大
き
く
揺
る
が
す
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
『
楚
辞
』
以
降
、
秋
に
寄
せ
て
心
情
を
述
べ
た

や
謝
恵
連
「
秋
懐
」
が
あ
り
、
秋
に
悲
哀
の
情
を
詠
う
作
品
は
そ
の
後
も
引
き
継
が
れ
て
い
く
。

秋
の
そ
れ
ぞ
れ
が

作
品
に
は
潜
岳
の

「
秋
興
賦
」

一
方
、
春



に
お
い
て
も
玩
籍
「
詠
懐
」

を
傍
線
で
示
し
た
。

の
中
の
一
首
に
『
楚
辞
』
招
魂
の
影
響
を
受
け
た
も
の
が
見
ら
れ
る
口
『
楚
辞
』
の
影
響
が
明
確
に
見
え
る
笛
所

「
秋
興
賦
」
潜
岳

四
時
忽
其
代
序
今
、

風{

登
山
競
水
送
将

万
物
紛
以
週
薄
。
覧
花
碍
之
時
育
今
、
察
盛
衰
之
所
託
。

今
、
伊
人
情
之
美
悪
。
善
平
宋
玉
之
言
臼
、
悲
哉
秋
之
為
気
也
。

ヨ
市
。

嵯
夏
茂
而
秋
落
。
難
末
士
之
栄
惇

，
間
慣
例
額
制
緩
伺
ォ

(
四
季
は
た
ち
ま
ち
の
間
に
移
り
変
わ
り
、
万
物
は
入
り
混
じ
っ
て
廻
っ
て
い
く
。
そ
の
季
節
ご
と
の
花
が
咲
き
、
種
を
こ
ぼ
し
て
い

く
の
を
見
て
は
、
盛
衰
の
理
を
知
る
の
で
あ
る
。
冬
に
は
全
て
の
も
の
が
尽
き
る
も
春
に
は
蘇
る
の
に
感
動
し
、
夏
に
は
盛
ん
に
茂
る

も
秋
に
は
枯
れ
落
ち
て
し
ま
う
の
を
嘆
く
。
つ
ま
ら
な
い
私
に
も
人
生
の
栄
枯
が
あ
り
、
や
は
り
嬉
し
い
も
の
悲
し
い
も
の
で
あ
る
。

か
つ
て
宋
玉
は
う
ま
い
こ
と
を
言
っ
た
も
の
だ
。
「
悲
し
い
こ
と
よ
、
秋
の
気
と
い
う
も
の
は
。
嵐
が
さ
わ
さ
わ
と
吹
い
て
草
木
が
揺
ら

ぎ
落
ち
変
容
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
山
を
登
り
水
を
挑
め
て
旅
を
し
て
国
に
帰
る
人
を
送
る
か
の
よ
う
に
ぞ
っ
と
す
る
」
)

「
一
一
政
懐
」
玩
籍

税
協
民
泊
料
、
五
封
鎖
樹
柄
。

輯
新
樹
怨
瞬
、
青
嬢
逝
駿
額
。

遠
望
令
人
悲
、
春
気
感
我
心
。

三
楚
多
秀
士
、
朝
雲
進
荒
淫
。

朱
華
振
芥
芳
、
高
察
相
追
尋
。

王
勃
の
春

l
春
思
斌
を
手
が
か
り
と
し
て

l

上
に
楓
樹
の
林
有
り
。

皐
欄
径
路
を
被
い
、
青
擁
摂
駿
と
逝
く
。

湛
湛
た
る
長
江
の
水
、

遠
望
人
を
悲
し
ま
し
め
、
春
気
我
が
心
を
感
ぜ
し
む
口

三
楚
に
は
秀
士
多
し
、
朝
雲
も
て
荒
淫
進
む
。

朱
華
芥
芳
を
振
る
い
、
高
察
相
追
尋
す
。



一
た
び
黄
雀
の
為
に
哀
し
み
、
沸
下
り
て
誰
か
能
く
禁
ぜ
ん
ロ

(
活
々
と
長
江
の
水
は
流
れ
て
い
き
、
そ
の
ほ
と
り
に
は
楓
の
樹
の
林
が
あ
る
。
水
辺
の
蘭
は
小
道
を
覆
い
、
黒
毛
の
罵
が
足
速
く
駆

け
て
ゆ
く

D

遠
き
か
ら
眺
め
て
い
る
と
そ
の
景
色
は
人
を
悲
し
ま
せ
、
春
の
気
配
は
私
の
心
を
揺
り
動
か
す
。
三
楚
に
は
優
れ
た
人
物

が
多
か
っ
た
が
、
朝
雲
と
ニ
一
一
回
う
美
女
に
よ
っ
て
荒
廃
が
進
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
の
う
ち
赤
い
花
が
よ
き
香
り
を
撒
き
散
ら
し
、
美
女
に

よ
っ
て
国
の
滅
び
た
楚
の
高
校
恨
の
後
を
追
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
黄
雀
が
楽
し
く
遊
ん
で
い
る
と
弓
で
射
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
、

快
楽
を
求
め
て
国
政
を
忘
れ
た
王
は
他
国
か
ら
侵
略
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
悲
し
ん
で
い
る
と
、
一
波
が
零
れ
て
誰
で
あ

一
為
黄
雀
哀
、
梯
下
誰
能
禁
。

ろ
う
と
留
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
)

「

春

思

賦

」

自

極

千

皇

傷

春

心

。

」

と

、

や

は

り

『

楚

辞

』

を

引

用

す

る

の

は

、

『

楚

辞

』

と

こ

れ

ら

の

先

行

の

作

品

を
念
頭
に
置
い
て
い
る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
「
春
思
賦
」
は
「
秋
興
賦
」
か
ら
の
影
響
が
見
ら
れ
、
季
節
に
寄
せ
て
心
情
を
述
べ
る
こ
と

や
、
町
一
楚
辞
』
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
序
の
構
成
、
用
い
ら
れ
る
語
か
ら
も
影
響
を
見
て
取
れ
る
。
播
岳
は
現
在
の
境
遇
が
本
来

の
自
分
の
性
質
と
異
な
る
こ
と
に
苦
し
み
、
王
勃
は
「
旅
寓
巴
萄
、
浮
遊
歳
序
。
殿
憂
明
時
、
攻
壕
聖
代
口
」
と
自
分
の
資
質
が
世
に
受
け
入

れ
ら
れ
な
い
こ
と
に
苦
し
む
。
{
呂
位
を
重
荷
に
思
う
者
と
官
位
を
欲
す
る
も
の
と
境
遇
は
反
対
で
あ
る
が
、
と
も
に
自
分
の
資
質
と
現
在
の

境
遇
と
の
相
違
に
苦
し
む
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
語
に
お
い
て
も
、
共
に
制
作
年
、
現
在
の
年
齢
を
冒
頭
に
書
き
、
秋
と
春
の
違
い
は

「
子
持
秋
也
」
、
「
子
時
春
也
」
と
共
通
す
る
語
が
見
ら
れ
る
口

で
も
「
屈
平
有
一
一
一
一
口
、

あ
る
が

秋
興
賦
井
序

晋
十
有
四
年
、

余
春
秋
三
十
有
二
、

以
太
尉
縁
兼
虎
黄
中
部
将
、
寓
直
子
散
騎
之
省

D

高
関
連
雲
、
陽
景
宰
曜
。
現
蝉

此
駕
瀞
処
。
僕
野
人
也
。
僅
息
不
過
茅
屋
茂
林
之
下
、
談
話
不
過
農
夫
田
父
之
客
。
摂
{
呂
承
乏
、
猿
廊
朝
列
。
夙

始
見
ニ
毛
。

莞
市
襲
紘
椅
之
士
、



興
曇
寝
、

匪
遠
底
寧
。
警
猶
池
魚
箆
鳥
、
有
江
湖
山
薮
之
思

D

子
是
染
斡
操
紙
、
慨
然
市
賦
。

子
時
秋
也
。
故
以
秋
興
命
篇
。

私
は
三
十
二
歳
と
な
り
始
め
て
白
髪
が
見
え
た
。
太
尉
接
と
し
て
虎
黄
中
郎
将
を
兼
ね
て
い
た
私
は
、
散
騎
雀
に
宿
直

し
て
い
た
。
高
関
は
一
官
官
が
連
な
る
も
、
部
屋
に
は
日
の
光
が
差
し
込
む
の
が
稀
で
あ
る
口
高
価
な
冠
と
美
し
い
絹
の
衣
を
纏
っ
た
人
々

が
そ
こ
に
は
行
き
か
っ
て
い
る
。
私
は
も
と
も
と
野
の
出
身
で
あ
る
。
住
む
と
こ
ろ
は
茅
の
屋
根
と
枝
茂
る
林
の
下
に
過
ぎ
ず
、
語
ら

う
相
手
は
農
夫
や
田
父
の
連
中
だ
っ
た
。
だ
が
、
卑
し
く
も
仕
官
す
る
こ
と
と
な
り
、
朝
廷
に
名
を
連
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
。
朝
早
く

(
晋
十
四
年
、

に
起
き
夜
遅
く
寝
る
よ
う
に
、
休
む
暇
も
な
い
有
様
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
あ
た
か
も
池
に
飼
わ
れ
た
魚
や
寵
に
と
ら
わ
れ
た
鳥
が
、
自

由
を
求
め
て
江
湖
の
山
薮
に
思
い
を
馳
せ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
口

筆
に
墨
を
含
ま
せ
紙
を
用
意
し
、

そ
こ
で
秋
興
獄
と
名
づ
け
た
の
で
あ
る
。
)

こ
こ
に
お
い
て
、

深
い
た
め

息
を
つ
き
な
が
ら
賦
を
作
っ
た
。
時
は
ま
さ
に
秋
で
あ
る
。

は
本
文
に
か
け
て
も
、
自
身
の
現
在
の
境
遇
・
悩
み
・
今
後
の
人
生
へ
の
展
望
と
つ
。
つ
け
て
、

「
春
思
賦
」
は
、
悲
哀
、
関
情
、
歓
喜
、
惜
情
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
心
情
や
、
秦
、
萄
、
長
{
女
、
王
勃
の
滞
在
す
る
臨
却
な

ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
や
、
春
秋
時
代
、
戦
国
時
代
、
漢
、
後
漢
、
王
勃
に
と
っ
て
の
現
代
で
あ
る
唐
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
や
、
長
安

妓
女
、
塞
外
の
警
護
を
す
る
夫
と
そ
れ
を
遠
く
か
ら
見
守
る
妻
、
萄
を
旅
す
る
王
勃
自
身
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
が
描
か
れ

し
か
し
、

「
秋
興
賦
」

一
人
の
人
生
を
締
め

く
く
る
。

一
方
、

の
貴
公
子
、

て
お
り
、

一
人
の
人
物
を
も
と
に
一

つ
の
物
語
を
長
く
築
い
て
い
く
の
で
は
な
い
。
「
春
思
賦
」
は
春
の
さ
ま
ぎ
ま
な
様
相
を
短
く
ま
と
め
て
、

つ
の
作
品
と
し
て
作
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
様
相
は
、
大
き
く
春
に
対
す
る
喜
び
と
春
に
対
す
る
悲
し
み

そ
れ
ら
を
積
み
重
ね
て
一

に
分
け
ら
れ
る
。

春
へ
の
歓
喜
を
描
い
た
笛
所
か
ら
見
て
い
く
。
春
の
光
が
辺
り
に
満
ち
溢
れ
、

変
わ
っ
て
い
く
山
水
の
変
化
が
描
か
れ
て
い
る
。

ま
ず
、

厳
し
い
冬
の
寒
さ
か
ら
彩
り
豊
か
な
春
へ
と
移
り

王
勃
の
春
j
春
思
賦
を
手
が
か
り
と
し
て
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西

若
夫
年
臨
九
域
、
部
光
個
極
解
。
宇
宙
之
厳
気
、
起
亭
皐
之
春
色
。
・
:
(
中
略
)
・
:
霜
前
柳
葉
衝
霜
翠
、
雪
後
梅
花
犯
雪
妹
。
霜
前
雪

築
知
春
早
、
看
柳
露
骨
梅
覚
春
好
。
思
万
里
之
佳
期
、
憶
三
泰
之
遠
道
。
淡
蕩
春
色
、
悠
揚
懐
抱
。

(
季
節
が
巡
っ
て
世
界
は
春
へ
と
向
か
い
、
美
し
い
春
の
光
が
四
方
を
照
ら
す
。
寒
気
は
和
ら
ぎ
、
東
屋
の
あ
る
沢
辺
で
は
春
へ
と
移

り
変
わ
っ
て
い
く
。
・
:
(
中
略
)
・
:
霜
の
前
に
生
え
る
榔
の
葉
は
霜
を
包
み
込
ん
で
緑
を
際
立
て
、
雪
の
後
に
咲
く
梅
は
雪
を
侵
し
て

艶
や
か
さ
を
際
立
て
る
。
一
籍
の
前
や
雪
の
内
に
春
の
到
来
の
速
さ
を
知
り
、
柳
を
観
賞
し
梅
を
愛
で
春
の
素
晴
ら
し
い
こ
と
を
知
る
の

で
あ
る
。
世
の
中
が
素
晴
ら
し
い
季
節
で
あ
る
こ
と
を
患
い
、
長
安
へ
の
道
の
り
が
遠
い
こ
と
に
思
い
を
馳
せ
る
。
の
ど
か
な
春
の
光

景
に
ゆ
っ
た
り
と
心
に
患
い
を
抱
く
。
)

美
し
く
芳
し
い
春
の
到
来
を
愛
で
る
気
持
ち
で
溢
れ
て
い
る
。
対
を
凝
ら
し
、
双

凝
対
を
用
い
る
こ
と
で
、
冬
か
ら
春
に
移
り
変
わ
る
光
景
が
繰
り
返
さ
れ
、
春
の
到
来
に
よ
っ
て
次
第
に
色
づ
い
て
い
く
光
景
が
浮
か
び
あ

が
る
。
ま
た
、
山
水
の
天
然
の
美
し
さ
と
は
異
な
っ
た
、
大
都
市
長
安
に
訪
れ
た
春
か
ら
も
春
の
美
し
さ
を
描
い
て
い
る
。
長
安
の
街
に
生

活
す
る
華
や
か
な
人
々
の
視
点
か
ら
描
く
こ
と
で
、
山
水
の
美
と
は
異
な
る
装
飾
さ
れ
た
艶
や
か
な
春
を
表
現
し
て
い
る
。

山
水
詩
の
よ
う
に
、
花
の
色
づ
き
、
草
木
の
芽
生
え
、

昭
湯
殿
一
長
報
春
婦
、
来
央
台
上
着
春
障
。
水
精
却
掛
鴛
驚
慢
、
雲
母
斜
関
弱
翠
峰
口
競
道
西
歯
梅
色
浅
、
争
知
北
関
柳
陰
稀
。
数
態
調

歌
一
扇
、
題
身
整
舞
衣
。
銀
蚕
吐
糸
猶
未
暖
、
金
燕
街
泥
試
学
飛

0

・
:
(
中
略
)
・
:
長
安
路
狭
透
長
安
、
公
子
春
来
不
厭
看
。
杏
葉
装
金

轡
、
蒲
萄
鍍
玉
鞍
。
饗
蓋
臨
平
楽
、
廻
筋
出
上
蘭
。

(
女
た
ち
の
住
ま
う
昭
陽
殿
の
内
に
春
の
や
っ
て
来
た
こ
と
を
報
じ
、

の
鰻
に
掛
か
り
、

西
圏
の
梅
の
色
が
薄
い
こ
と
を
言
う
が
、

未
央
台
の
上
に
春
の
臨
き
を
看
た
。
水
晶
は
そ
の
ま
ま
に
鴛
驚

ど
う
し
て
北
関
の
柳
の
陰
が
少
な
い

銀
の
蚕
は
糸
を
吐
い
て
は
い
る
が

雲
母
は
斜
め
に
務
翠
の
緯
を
開
く
。

こ
と
を
知
っ
て
い
ょ
う
か
。
姿
を
整
え
歌
一
廓
を
飾
り
、
身
体
を
く
る
っ
て
罰
し
て
舞
衣
を
整
え
る
。



ま
だ
温
か
く
は
な
ら
な
い
し
、

で
狭
く
、

金
の
燕
は
泥
を
街
え
て
飛
ぼ
う
と
す
る
。
・
:
(
中
略
)
:
・
長
安
の
道
路
は
立
派
な
お
屋
敷
が
立
ち
並
ん

長
安
を
取
り
囲
む
よ
う
に
続
い
て
い
る
。
お
金
持
ち
の
貴
公
子
は
春
の
到
来
を
飽
く
こ
と
な
く
見
続
け
る
。
貴
公
子
は
杏
葉

の
金
の
轡
を
設
え
て
、
務
萄
の
玉
鞍
を
飾
る
。
笠
を
高
く
そ
び
え
さ
せ
て
平
楽
へ
向
か
い
、
か
加
を
廻
ら
し
て
上
簡
を
出
発
す
る
。
)

長
安
に
住
む
人
々
に
や
っ
て
き
た
春
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
女
性
の
視
点
か
ら
描
き
、
女
た
ち
が
住
ま
う
紹
陽
殿
に
到
来
し
た
春
、

室
内
の
豪
華
な
装
飾
品
、
艶
や
か
な
美
人
の
装
い
を
次
々
と
連
ね
、
絢
燐
な
春
の
様
相
を
表
現
し
て
い
く
。
つ
づ
い
て
男
性
の
視
点
か
ら
描

き
、
長
安
の
華
や
か
な
街
並
み
に
利
到
来
し
た
春
、
豪
華
な
鞍
、
轡
、
鞭
を
装
う
貴
公
子
の
外
出
、
そ
れ
ぞ
れ
が
積
み
重
な
っ
て
描
写
さ
れ
る

こ
と
で
、
春
の
華
や
か
さ
を
際
立
て
て
い
る
。
女
性
と
男
性
の
立
場
の
両
方
か
ら
、
長
安
に
訪
れ
た
春
の
様
相
を
描
い
て
い
る
。
都
市
の
春

は
、
山
水
と
異
な
っ
て
人
工
的
な
美
に
よ
る
視
点
か
ら
描
か
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
春
を
愛
で
る
気
持
ち
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

つ
づ
い
て
春
の
悲
し
み
を
描
い
た
笛
所
を
見
て
い
く
と
、
異
郷
で
あ
る
た
め
に
春
が
ま
だ
訪
れ
ず
、
そ
の
上
異
郷
の
馴
染
み
の
無
い
生
活

に
苦
心
す
る
思
い
が
繕
か
れ
て
い
る
。

野
何
樹
市
無
花
、
水
何
堤
市
無
草
。
於
是
僕
本
浪
人
、

逢
辺
侯
改
、
遥
強
帝
郷
春
。

平
生
自
治
。
懐
書
去
洛
、
抱
剣
辞
秦
。
惜
良
会
之
道
選
、
厭
他
郷
之
苦
辛
。
忽

(
野
の
ど
の
樹
に
も
花
が
な
く
、
水
辺
の
ど
の
堤
に
も
草
が
生
え
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
、
私
は
浪
の
よ
う
に
漂
う
者
で
あ
り
、
普
段

か
ら
は
か
な
い
身
の
上
で
あ
る
。
書
を
抱
え
て
洛
揚
を
去
り
、
剣
を
帯
び
て
秦
を
去
る
。
良
き
宴
は
道
を
ど
ん
ど
ん
と
過
ぎ
去
っ
て
い

他
郷
の
辛
苦
に
は
う
ん
ざ
り
と
し
た
。
突
然
、

く
か
の
よ
う
で
あ
り
、

辺
境
の
地
の
気
候
は
一
変
し
、
遠
い
郷
里
で
の
春
は
ど
う
な
の

で
あ
ろ
う
と
患
い
を
馳
せ
る
。
)
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王
勃
が
現
在
萄
で
体
験
し
て
い
る
春
で
あ
る
。
前
章
で
見
て
き
た
異
郷
の
地
で
迎
え
る
春
と
向
様
に
、
異
郷
に
馴
染
め

た
ち
ま
ち
に
し
て
時
間
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
は
じ
め
は
冬
の
厳
し
い
時
期
で
、
花
も
な
け
れ
ば
氷

で
革
も
生
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
異
郷
で
何
を
す
る
で
も
な
く
虚
し
く
時
間
ば
か
り
が
過
ぎ
て
、
た
ち
ま
ち
に
し
て
季
節
は
移
り
変
わ
っ

て
い
く
。
そ
う
し
て
か
つ
て
の
長
安
の
春
に
思
い
は
せ
て
、
現
在
の
境
遇
を
悲
し
む
さ
ま
が
描
か
れ
て
い
る
口
だ
が
、
「
春
思
賦
」
は
王
勃
自

身
の
体
験
ば
か
り
で
な
く
、
塞
外
を
饗
議
す
る
夫
と
そ
れ
を
遠
く
か
ら
見
守
る
妻
の
視
点
か
ら
も
春
の
悲
し
み
を
描
い
て
い
く
。

こ
こ
で
の
春
は
、

な
い
思
い
と
、

為
想
春
圏
起
姻
霧
。
遊
糸
生
胃
合
歓
枝
、
落
花
自
選
相
思
樹
。
春
望
年

辺
庭
羽
書
至
。
:
(
中
略
)
:
・
昨
夜
祁
連
駅
使
還
、
征
夫
猶
在
薦
問
関
。
君
度
山
川
成
白
首
、

応
知
歳
序
歎
紅
顔
。
紅
顔
一
別
間
前
越
、
夫
靖
連
延
限
域
開
。
尭
笛
唯
横
瀧
路
風
、
戎
衣
度
照
関
山
月
。
春
色
徒
盈
望
、
春
悲
殊
未
歌
。

(
開
く
所
に
よ
れ
ば
河
源
の
道
は
と
て
も
遠
い
言
い
、
誰
が
ど
う
し
て
夫
が
苦
し
ん
で
旅
し
て
い
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。

あ
な
た
は
城
塞
の
外
へ
と
警
護
へ
い
く
も
、
そ
こ
は
霜
と
露
の
多
い
場
所
で
あ
る
。
だ
か
ら
あ
な
た
の
た
め
に
春
の
庭
園
に
霧
が
立
ち

込
め
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
患
う
。
遊
糸
は
網
の
よ
う
に
合
歓
の
木
の
枝
に
生
じ
、
務
ち
る
花
は
自
然
と
相
思
の
績
を
廻
っ
て
い
る
。
春

年
絶
、

語
道
河
源
路
遠
遠
、
誰
教
夫
堵
苦
行
行
。

幽
関
離
緒
切
。
春
色
朝
朝
異
、

君
行
塞
外
多
一
籍
露
、

の
挑
め
は
年
々
異
な
り
、

あ
な
た
を
思
い
慕
う
繋
が
り
は
切
れ
切
れ
と
な
る
。
春
の
景
色
は
毎
日
異
な
り
、

辺
境
の
地
に
手
紙
が
届
け

さ
せ
る

0

・
:
(
中
略
)
:
・
昨
夜
都
か
ら
の
駅
使
は
帰
っ
て
い
く
が
、

旅
の
夫
は
ま
だ
城
塞
の
地
に
つ
な
が
れ
る
。
あ
な
た
は
山
や
川
を

ま
さ
に
持
の
流
れ
に
従
っ
て
、
若
さ
が
失
わ
れ
て
い
く
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
瑞
々
し
い

越
え
る
こ
と
で
白
髪
が
増
え
て
い
き
、

顔
立
ち
は
失
わ
れ
て
胡
越
の
者
た
ち
と
同
じ
よ
う
な
顔
に
な
る
。
夫
は
辺
境
の
城
塞
に
つ
な
が
れ
て
警
護
を
す
る
。
異
郷
の
莞
笛
の
音

異
郷
の
戎
服
は
た
だ
関
山
の
月
を
照
ら
す
ば
か
り
で
あ
る
。
春
の
景
色
は
虚
し
く
眼
前
に
広
が
る
も
、

は
瀧
路
の
風
よ
り
伝
わ
っ
て
、

春
の
悲
し
み
は
ど
う
し
ょ
う
も
な
く
未
だ
に
止
ま
な
い
。
)



遠
く
離
れ
た
夫
を
思
い
や
る
、
閣
情
詩
を
思
わ
せ
る
春
の
悲
し
み
で
あ
る
。

て
は
く
れ
な
く
と
も
、
女
は
男
を
想
っ
て
辺
境
の
地
で
あ
っ
て
も
美
し
い
光
景
が
広
が
っ
て
欲
し
い
と
願
う
。
だ
が
、
時
の
経
過
が
人
に
与

え
る
影
響
は
大
き
く
、
春
の
眺
め
は
年
々
失
わ
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
、
男
と
の
契
り
の
糸
は
途
絶
え
て
し
ま
い
そ
う
に
な
る
。
春
の
様
相
は

日
々
刻
々
と
変
わ
っ
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
で
も
た
だ
ひ
た
す
ら
に
辺
境
の
男
へ
と
手
紙
を
送
り
つ
づ
け
る
こ
と
で
相
手
を
思
い
続
け
よ
う
と

辺
境
の
城
塞
を
警
護
す
る
男
の
状
況
な
ど
誰
も
女
に
知
ら
せ

す
る
の
で
あ
る
。

一
方
、

男
は
辺
境
の
要
職
に
就
く
が
長
い
赴
任
期
間
に
老
い
て
し
ま
い
、

春
の
景
色
は
眼
前
に
広
が
ろ
う
と
も
そ
れ
を
愛

過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
時
間
を
偲
ん
で
春
の
悲
し
み
は
尽
き
る
こ
と
が
無
い
。

ま
う
こ
と
へ
の
恐
れ
や
嘆
き
を
春
の
悲
し
み
に
寄
せ
て
詠
っ
た
も
の
で
あ
る
。
過
ぎ
去
っ
て
時
間
へ
思
い
を
馳
せ
る
点
が
行
旅
の
詩
と
共
通

王
勃
の
現
在
の
状
況
を
述
べ
た
箇
所
か
ら

で
る
こ
と
も
で
き
ず
、

こ
こ
で
の
春
は
、
移
り
変
わ
っ
て
し

し
、
王
勃
の
春
の
悲
哀
に
は
虚
し
く
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
時
間
を
悲
し
む
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

も
そ
れ
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。

比
来
作
客
住
臨
布
、

花
煎
別
思
、

春
風
春
日
自
相
逢
。
石
鏡
巌
前
花
屡
密
、
玉
輪
江
上
葉
頻
濃
。
高
平
議
岸
三
千
里
、
少
道
、
梁
山
一
万
重
。
自
有
春

無
労
春
鏡
照
愁
容
。
盛
年
砂
砂
辞
郷
国
、
長
路
遥
遥
不
可
極
。
形
随
朗
月
駿
東
西
、
思
逐
浮
雲
幾
南
北
。
春
縫
参
差
命

鰭
侶
、
春
鰭
綿
蜜
思
羽
翼
。
余
復
何
為
此
、
方
春
長
歎
怠
。

(
最
近
、
食
客
と
し
て
か
つ
て
司
馬
相
如
が
住
ん
だ
臨
却
に
住
ま
い
、
春
風
と
春
日
と
に
出
会
っ
た
。

石
の
鏡
の
ご
と
き
巌
の
前
に
咲

玉
の
輪
の
ご
と
き
川
上
で
は
葉
が
ぴ
っ
た
り
と
く
っ
付
き
色
濃
く
な
っ
た
。
高
平
な
る
瀧
岸
は
三
千
里
も

少
道
な
る
梁
山
は
一
万
に
も
重
な
る
。
も
と
よ
り
春
の
花
は
別
れ
の
思
い
を
辛
く
す
る
も
の
で
あ
る
も
、
春
の
鏡
で

わ
ざ
わ
ざ
愁
い
の
様
相
を
照
ら
す
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
口
若
い
時
は
些
細
な
こ
と
で
郷
里
を
去
っ
て
、
長
い
旅
は
延
々
と
続
き
終
わ

り
が
な
い
。
身
は
円
な
る
月
に
従
っ
て
あ
ち
こ
ち
へ
と
馳
せ
、
心
は
浮
雲
の
よ
う
に
ふ
わ
ふ
わ
と
漂
い
な
が
ら
あ
ち
こ
ち
を
つ
ぶ
さ
に

く
花
は
と
て
も
密
で
あ
り
、

の
長
き
に
渡
り
、

見
る
。
春
の
蝶
は
入
り
乱
れ
て
仲
間
に
場
所
を
告
げ
、
春
の
鴛
は
細
く
長
く
声
を
引
い
て
鳴
い
て
左
右
を
助
け
て
く
れ
る
者
の
こ
と
を

王
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思
賦
を
手
が
か
り
と
し
て

i

一
七



}¥. 

思
切
っ
。

私
は
ま
た
こ
こ
で
何
か
を
な
し
た
い
と
思
う
が
、

何
も
な
せ
な
い
ま
ま
に
春
に
な
っ
て
し
ま
い
、

時
の
流
れ
の
速
さ
を
痛
感
し

な
が
ら
長
く
た
め
患
を
つ
い
た
。
)

出
向
の
都
市
で
あ
る
鵠
却
に
住
む
こ
と
で
、

王
勃
は
春
の
風
や
光
な
ど
美
し
い
山
水
と
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
。

A
J
4
0
3

、

ナ
'
、
刀

こ
れ
ま
で
見
て
き

た
よ
う
に
や
は
り
美
し
い
春
の
景
色
の
中
に
居
て
も
素
直
に
そ
れ
を
愛
で
る
こ
と
も
で
き
ず
、
別
れ
の
傷
み
や
憂
い
の
思
い
が
沸
き
あ
が
っ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
王
勃
の
長
い
旅
は
今
現
在
も
続
い
て
お
り
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
を
た
だ
何
と
は
な
し
に
進
む
だ
け
で
一
人
孤
独
な
ま
ま

そ
う
し
た
何
を
な
す
こ
と
も
で
き
な
い
ま
ま
た
だ
時
間
だ
け
が
過
ぎ
て
い
き
、
春
、
が
ま
た
再
び
巡
っ
て
き
た
こ
と
で
そ
の
悲
し
み

で
あ
る
。

を
痛
感
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「

春

思

賦

」

そ

れ

は

対

立

す

る

表

現

で

は

な

く
、
た
だ
そ
の
時
々
に
感
じ
た
あ
り
の
ま
ま
の
感
情
を
そ
の
ま
ま
に
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
登
場
す
る
人
物
も
時
代
も
場
所
も
異
な
る
が
、

一
つ
の
作
品
に
纏
め
上
げ
た
も
の
で
あ
る
以
上
玉
勃
の
心
を
描
き
出
し
た
も
の
と
言
え
る
。
ま
た
、
「
春
思
賦
」

客
、
亦
有
当
春
別
故
人
口
風
物
難
問
候
、
悲
歓
各
異
倫
」
と
見
え
、
春
の
出
会
い
も
あ
れ
ば
別
れ
も
あ
り
、

は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、

大
き
く
喜
び
と
悲
し
み
の
視
点
か
ら
春
を
描
く
ロ

ゴ
一
台
、
A

、

やーヵ

の
中
に
は

「
亦
有
当
春
逢
遠

自
に
映
る
も
の
は
同
じ
で
も
見

る
人
に
よ
っ
て
喜
び
に
も
感
じ
れ
ば
悲
し
み
に
も
感
じ
る
と
す
る
。
王
勃
は
、

こ
と
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
た
め
、
春
に
強
く
心
を
動
か
さ
れ
る
王
勃
に
と
っ
て
、

同
じ
景
色
で
あ
っ
て
も
受
け
取
る
感
情
は
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る

描
く
こ
と
は

そ
の
時
々
で
最
も
深
く
感
じ
た
感
情
を
あ
ち
の
ま
ま
に
描
こ
う
と
し
た
も
の
と
言
え
る
。

春
の
景
色
を
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら

そ
の
あ
り
の
ま
ま
に
感
情
を
描
く

こ
と
が

「
庶
幾
乎
以
極
春
之
所
至
、
析
心
之
去
就
一
五
爾
」

と
、
自
身
の
心
を
見
極
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

囲

ま
と
め



「
春
思
賦
」

か
ら
、

王
勃
は
春
を
感
じ
た
ま
ま
、

王
勃
は
、

あ
り
の
ま
ま
に
描
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
春
の
表
現
を
集
大
成
し
た
詩
人
で
あ
る
と
言
え
る
。

「
春
思
賦
」
制
作
期
の
萄
中
の
不
遇
か
ら
、
将
来
に
不
安
を
抱
い
て
お
り
、
自
分
の
心
見
極
め
る
た
め
に
、
最
も
感
慨
を
受
け
や
す

い
春
を
題
材
と
し
て
作
品
を
作
り
上
げ
た
。
そ
の
春
の
表
現
は
、
大
き
く
歓
喜
、
悲
哀
か
ら
描
い
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
歓
喜
、
悲

哀
の
中
で
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
春
を
描
い
て
い
る
。
春
へ
の
喜
び
の
表
現
は
、
冬
か
ら
次
第
に
色
づ
き
始
め
た
山
河
に
訪
れ
た
春
や
、

人
も
建
築
も
艶
や
か
な
長
安
に
訪
れ
た
春
に
見
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
春
を
愛
で
る
気
持
ち
が
描
か
れ
て
い
る
。
一
方
春
へ
の
悲
し
み
の
表
現
は
、

異
郷
の
生
活
の
苦
し
み
、
時
間
だ
け
が
過
ぎ
た
こ
と
へ
の
傷
み
、
老
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
嘆
き
な
ど
が
見
え
、

そ
れ
ぞ
れ
の
春
を
悲
し

そ
の
中
で
も
特
に
、
春
の
到
来
に
よ
っ
て
痛
感
す
る
時
間
の
経
過
は
、
旅
遊
中
の
王
勃
の
心
情
を
よ
く
表
わ

し
た
も
の
で
あ
る
。
自
己
の
才
を
自
負
し
な
が
ら
も
、
萄
中
で
は
「
段
憂
明
時
、
攻
壊
聖
代
二
(
「
春
思
賦
」
序
)
や
「
才
高
市
位
下
。
」
(
「
潟

底
寒
松
賦
」
)
と
、
何
も
成
し
遂
げ
ら
れ
な
い
ま
ま
、
た
だ
時
間
だ
け
が
経
過
し
て
い
き
「
余
復
何
為
北
、
方
春
長
歎
息
。
」
(
「
春
思
獄
」
)

と
嘆
く
だ
け
で
あ
っ
た
。

む
気
持
ち
が
描
か
れ
て
い
る
。こ

の
何
も
成
し
遂
げ
ら
れ
な
い
こ
と
へ
憤
り
は
春
の
行
旅
の
詩
に
も
表
わ
れ
て
お
り
、

王
勃
の
春
の
表
現
の
特

徴
の
一

つ
で
あ
る
。

ま
た
、

「
春
思
賦
」

で
は
賦
と
い
う
敷
き
連
ね
る
の
に
適
し
た
文
体
に
よ
っ
て
、
春
の
さ
ま
ざ
ま
な
様
相
が
一

つ
の
作
品
内
に
詰
め
込
ま
れ

て
い
っ
た
。

そ
し
て
詩
に
お
い
て
は
、

「
春
恵
賦
」

に
克
ら
れ
た
あ
り
の
ま
ま
の
春
へ
の
感
情
一

つ
一
つ
を
、

山
水
詩
、

宴
詩
、

行
旅
詩
な
ど

に
細
か
く
分
け
て
、
春
に
よ
っ
て
感
じ
る
そ
の
ま
ま
の
患
い
を
、

そ
れ
ぞ
れ
を
集
約
し
短
く
滑
ら
か
に
詠
い
あ
げ
た
の
で
あ
る
。

王
勃
の
春
i

春
患
賦
を
手
が
か
り
と
し
て
l
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(
1
)

唐
代
以
降
「
悲
哉
行
」

孟
雲
卿
は
春
の
描
写
が
見
え
な
い
し
、

は
必
ず
し
も
春
と
旅
は
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
。

白
居
易
に
至
つ
て
は
旅
の
描
写

す
ら
な
く
な
っ
て
い
く
。

(
2
)
 

梁
元
帝
「
刷
出
荊
州
吏
民
」
詩
の

「
年
光
稲
原
際
、
春
色
満
汗
洲
。
」
や
、

何
遜
「
渡
連
折
」
詩
の

「
客
子
行
行
倦
。

年
光
処
処
華
」
な
ど
、

年
光
は
、

梁
か
ら
見
え
る
語
で
あ
る
。

「
年
光
恰
恰
来
、
満
翠
営
春
酒
」

「
年
光
随
処
満
、
何
事
独

そ
の
後
初
唐
に
よ
く
例
が
見
ら
れ
、

王
績
に
は

(
「
春
日
」
)
、

無
花
」
(
「
春
桂
問
答
」
)
、

王
勃
も
「
自
然
催
一
酔
、
非
但
閲
年
光
。
」
(
「
対
酒
」
)
、

「
行
今
朝

「
春
来

E
瀬
長
、
酔
客
喜
年
光
」
(
「
初
春
」
)

と
三
例
、

花
樹
下
、

不
覚
恋
年
光
J

(
「
春
遊
」
)
、

「
上
巳
年
光
促
、
中
川
興
緒
遥
。
」
(
「
上
巳
浮
江
宴
韻
得
遥
字
」
)

と
三
例
、
楊
畑
「
年
光
揺
樹
色
、
春
気
繰

蘭
心
」
(
「
和
驚
右
丞
省
中
暮
望
」
)

い
ず
れ
も
春
を
舞
台
と

路
賓
王

「
千
里
年
光
静
、

四
望
春
一
芸
生
」
(
「
賦
得
春
雲
処
処
生
」
)

に
各
一
例
克
ら
れ
、

作
品
で
克
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

し
か
し

一
年
の
周
期
の
意
に
重
き
が
置
か
れ
、
春
の
光
景
と
し
て
で
は
な
く
歳
月
に
解
し
た
例
も
見
ら
れ
る
。

自
居
易
「
早
秩
由
江
感
懐
」

「
人
帯
不
如
山
、
年
光
忽
於
水
」

で
は
、

年
光
は
過
ぎ
去
る
時
間
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

の

(
3
)
 
王
勃
が
絶
句
に
巧
み
で
あ
り
、
短
く
滑
ら
か
に
心
情
を
詠
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
今
原
和
正
氏

「
王
勃
の
詩
に
つ
い
て
」
(
『
芸
文
研
究
』
四
三
号

九
八
二
年
)
・
慶
応
義
塾
大
学
芸
文
学
会
)

に
お
い
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

(
4
)
 
萄
滞
在
を
二
年
程
度
と
考
え
る
の
は

「
入
萄
紀
行
詩
序
」

王
勃
の

に
、
総
章
二
年
五
月

(
六
六
九
年
)

に
、
長
安
か
ら
照
明
へ
訪
れ
た
と
あ
り
、
楊

!持母

σコ

「
王
子
安
集
序
」

は
、
序
文
に
威
亨

に
時
刻
州
補
参
軍
へ
の
赴
任
が
威
亨
年
間
(
六
七

O
i六
七
一
一
一
)

の
初
め
と
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
「
春
思
賦
」

二
年
(
六
七
一
年
)

と
あ
る
こ
と
か
ら
、

同
部
で
迎
え
る
こ
度
目
の
春
で
あ
る
。

(
5
)
明
世
説
新
語
』
言
語
篇
に
「
過
江
諸
人
、

。
』
皆
相
視
流

毎
至
美
目
、
報
相
選
新
亭
、
薙
十
汁
飲
{
長
。

周
侯
坐
高
歎
呂
、
『
圏
景
不
殊
、

一
保
。
唯
王
禾
一
相
倣
然
変
色
目
、
『
当
共
勢
力
王
室
、
克
復
神
州
、

何
至
作
楚
囚
相
対
。
』
」

と
見
え
る
。



6 

こ
の
よ
う
な
現
地
で
の
理
解
者
が
い
な
い
思
い
は
、
異
郷
で
の
思
い
を
述
べ
た

「
他
郷
叙
景
」

に
も
見
ら
れ
る
。

他
郷
叙
景

綴
葉
帰
煙
晩
、

乗
花
落
照
春
。

葉
を
綴
る
帰
煙
の
晩
、
花
に
乗
ず

落
照
の
春
。

辺
域
琴
酒
処
、

倶
是
越
郷
人
。

辺
城

琴
酒
の
処

倶
に
是
れ

越
郷
の
人
。

(
夕
方
に
も
や
が
収
ま
り
、
葉
の
茂
っ
た
木
々
が
徐
々
に
あ
ら
わ
に
な
っ
て
い
き
、
美
し
い
春
の
夕
陽
に
照
ら
さ
れ
て
、
花
は
よ
り
き
れ
い
に
見
え
る
。

都
か
ら
離
れ
た
こ
こ
辺
境
で
、
美
し
い
琴
の
音
に
耳
を
傾
け
、
う
ま
い
沼
を
味
わ
う
と
き
、

一
緒
に
こ
れ
を
楽
し
む
の
は
、

私
と
同
様
に
故
郷
を
離

れ
た
人
で
あ
る
。
)

(
7
)
 
「
益
州
夫
子
鼎
碑
文
」

の
序
に
は
、
柳
太
易
の
依
頼
で
作
ら
れ
た
こ
と
が
-
記
さ
れ
る
。

益
州
の
夫
子
廟
は
、
各
州
県
に
廟
堂
や
学
館
を
造
営
す
る
よ
う

示
し
た
高
宗
の
成
亨
元
年
の
詔
(
五
丹
丙
成

詔
日
、

「
諸
州
県
孔
子
廟
堂
及
学
館
有
破
壊
井
先
来
未
造
者
、
遂
使
生
徒
無
凶
弾
業
之
所
、
先
師
関
箕
祭

之
儀
、

久
致
親
露
、

深
非
敬
本
。
宜
令
所
司
速
事
営
造

J

・
『
旧
唐
書
』
高
宗
本
紀
)

に
よ
っ
て
建
築
さ
れ
た
国
家
事
業
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

萄
旅
遊

中
の
王
勃
が
そ
の
碑
文
耕
作
に
関
わ
る
に
は
柳
太
易
の
特
別
の
配
慮
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
車
照
射
榊
に
も
柳
太
易
に
寄
せ
て
作
っ
た

時
春
也
慨
然
有
江
湖
之
思
寄
贈
柳
九
離
」
詩
が
見
え
る
か
ら
、
柳
太
易
は
萄
地
の
文
人
た
ち
と
深
く
関
わ
る
人
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で子

(
8
)
中
国
文
学
に
お
け
る
春
秋
偏
重
の
傾
向
は

松
浦
友
久
氏
の

「
中
国
古
典
詩
に
お
け
る
『
春
秋
』
と
『
夏
冬
ケ

「
中
国
古
典
詩
に
お
け
る
『
春
』
と

『
秋
』
」

(
共
に
『
中
国
詩
歌
鼠
論
』
大
修
館
書
活
)

に
お
い
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

(
筑
波
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科

博
士
課
程
)

王
勃
の
春

i
春
思
賦
を
手
が
か
り
と
し
て

i
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