
何
遜
の

「
柳
作
百
一
鱒
」

の
詩
に
つ
い
て

、
梁
り
何
遜
(
四
八
O
?
!
五
一
八
?
〉
は
、
景
活
融
合
し
た
趣
深

い
山
水
詩
の
秀
作
を
遺
し
た
詩
人
で
あ
る
。
坊
の
段
時
薙
の
「
詩
鏡

総
論
」
に
「
何
遜
の
詩
は
、
初
訪
質
際
に
し
て
、
了
く
滞
る
色
無

し
。
其
の
景
を
採
る
ゃ
ん
勾
に
陶
微
に
入
り
、
語
気
は
悠
柔
に
し
て
、

お
も
む
き

之
を
読
め
ば
殊
に
不
惑
の
繰
綿
の
致
あ
り
。
」
と
一
件
す
る
の
は
、

そ
の
山
水
詩
の
特
色
を
よ
く
把
え
た
も
の
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
近
年
何
遜
の
詩
に
つ
い
て
の
関
心
も
漸
く
高
ま
り
を

見
せ
、
中
間
科
事
波
文
察
研
究
所
編
つ
中
間
開
文
問
中
史
い
(
一
九
六
二
年

刊
)
に
そ
の
詩
に
つ
い
て
の
や
や
詳
し
い
検
詐
を
載
せ
る
の
を
は
じ

め
と
し
て
、
小
尾
郊
一
氏
著
「
中
関
文
壌
に
現
わ
れ
た
自
然
と
自
然

観
i
中
世
文
学
を
中
心
と
し
て
i
」
(
一
九
六
二
年
十
一
月
刊
)
、
森

野
繁
夫
氏
稿
「
梁
の
交
感
築
関
と
個
人
(
一
)
i
何
遜
に
つ
い
て
l

」

(
渡
島
大
向
学
教
育
事
部
附
属
高
等
間
学
校
関
語
科
紀
要
一
所
牧
一
九
六

八
年
九
月
)
お
よ
び
山
町
英
雄
氏
稿
「
何
遜
の
胤
」
(
名
古
屋
大
学

文

製

部

研

究

論

集

五

五

所

枚

一

九

七

一

な

ど

・

論

沼

2券

ロ

文
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
角
度
か
ら
何
品
川
詩
お
よ
び
そ
の
簿
記
に

つ
い
て
示
唆
に
富
む
論
速
を
展
開
し
て
い
る
。

さ
て
、
小
論
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
あ
ま
り
取
り
上
げ
な
か
っ

た
つ
柳
作
百
一
線
」
と
題
す
る
詩
一
篇
を
中
心
に
据
え
、
こ
の
作
品

の
諮
る
怠
味
が
、
作
者
の
文
学
的
世
界
に
い
か
な
る
比
重
を
も
つ
も

の
で
あ
る
か
を
、
そ
の
他
の
作
品
と
も
関
連
さ
せ
つ
つ
述
べ
る
も
の

で
あ
る
。
「
聯
作
百
一
躍
」
の
詩
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
貌
の
底
竣

(
一
九
O
i
二
五
二
)
の
「
百
二
一
対
」
に
倣
っ
た
作
で
あ
り
、
若
干

の
柴
府
と
聯
句
を
含
め
て
百
十
徐
首
の
現
存
す
る
何
遜
の
作
品
中
、

か
な
り
毛
色
の
獲
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

一一

「
柳
作
百
一
鰻
」
の
詩
は
、
五
一
一
一
一
口
二
十
一
句
、
百
十
字
か
ら
な
る
作

品
で
あ
る
。
左
に
そ
の
詩
を
掲
げ
て
内
容
の
分
析
検
討
を
試
み
る

が
、
そ
の
表
現
は
典
故
を
多
く
用
い
る
の
で
、
説
明
の
便
宜
上
全
轄

を
四
節
に
細
分
し
て
考
察
し
た
い
。

〈
本
文
に
附
し
た

o
は
卒
整
・
は
灰
撃
を
表
わ
す
〉
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-

O

こ

か

げ

た

よ

援
筑
間
桑
下
議
執
は
桑
の
下
の
ひ
と
に
間
以
り

0

・

む

し

於
陵
拾
李
鱗
於
陵
の
ひ
と
は
李
の
嫡
く
い
を
拾
う

。

ま

ば

援
歯
方
嵯
賎
躍
ら
な
識
の
つ
ま
は
方
に
践
を
瑳
け
ど
も

O

あ

ぷ

ョ

炎
背
量
知
豪
背
を
叉
る
お
っ
と
は
設
に
豪
を
知
ら
ん
や

一
議
載
は
、
春
秋
時
代
晋
の
人
、
嘗
て
コ
一
日
食
ら
わ
ず
飢
え
て
倒
れ

て
い
た
と
こ
ろ
を
、
狩
り
に
来
て
藻
の
木
陰
に
怠
う
て
い
た
超
盾
に

食
を
恵
ま
れ
た
恩
に
感
じ
て
、
後
、
超
盾
が
者
の
一
議
公
に
殺
さ
れ
か

か
っ
た
時
、
そ
の
危
機
を
放
っ
て
や
っ
た
と
い
う
。
「
左
俸
」
の
宣
公

二
年
の
篠
に
見
え
る
話
で
あ
る
。
ま
た
、
於
陵
と
は
、
戦
閣
時
代
湾

の
陳
仲
子
の
こ
と
で
、
兄
の
世
話
に
な
る
の
を
好
ま
ず
家
を
出
て
於

佼
に
住
み
、
コ
一
日
食
ら
わ
ず
、
衰
弱
し
て
ヰ
は
聞
こ
え
ず
自
も
見
え

な
く
な
り
、
井
戸
の
ほ
と
り
の
李
の
樹
の
下
に
は
っ
て
行
き
、
務
ち

て
い
た
虫
食
い
の
寅
を
食
ら
っ
て
や
っ
と
耳
目
の
力
が
依
復
し
た
と

い
う
話
が
「
孟
子
」
の
際
文
公
平
勾
下
に
見
え
、
孟
子
か
ら
み
み
ず

の
節
操
だ
と
評
さ
れ
た
人
で
あ
る
。
護
報
と
陳
仲
子
と
は
、
好
む
と

好
ま
ざ
る
と
の
相
呉
こ
そ
あ
れ
、
と
も
に
空
腹
に
苦
し
む
こ
と
に
お

い
て
ひ
と
し
く
、
会
土
の
飢
え
に
憎
む
さ
ま
を
表
わ
す
人
物
と
し
て

こ
の
こ
句
に
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
聯
は
援
純
と
陳
仲
子
の
よ
う
に
飢
凍
に
悩
む
貧
土
の
夫
婦
の

姿
が
諮
…
礎
的
に
拙
か
れ
て
い
る
。
陸
揚
の
誌
は
、
強
の
貧
土
を
指
す

と
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
姿
を
い
う
と
考
え
る
ほ
う
が
妥
嘗
で

あ
ろ
う
。
宋
玉
の
「
登
徒
子
好
色
紙
」
の
序
に
、
登
徒
子
の
宋
玉
を

好
色
な
り
と
す
る
設
に
反
駁
し
て
、
宋
玉
が
登
徒
子
こ
そ
好
色
で
あ

る
こ
と
を
説
い
た
一
節
が
あ
り
、
「
其
の
妻
は
蓬
一
段
・
準
ヰ
、
叡
一
屑
・

歴
歯
、
芳
行
・
問
問
壊
に
し
て
、
又
済
立
つ
痔
な
り
。
登
徒
子
は
之
を

悦
ん
で
五
子
を
有
ま
し
む
よ
と
い
う
。
醜
く
や
つ
れ
た
貧
土
の
妻
を

歴
歯
の
語
で
表
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
叉
背
の
一
誌
は
、

「
列
子
」
の
楊
朱
篇
に
載
せ
る
、
春
の
日
差
し
に
背
を
曝
し
て
そ
の

暖
か
み
を
無
上
の
も
の
に
思
っ
た
宋
の
国
夫
が
、
こ
れ
を
趨
王
に
献

じ
た
な
ら
ば
立
援
な
袈
美
に
あ
り
つ
け
る
で
あ
ろ
う
と
妻
に
諮
っ
た

の
を
間
附
い
て
、
村
の
金
持
ち
が
、
昔
、
せ
り
な
ど
の
水
草
を
美
味
と

思
っ
て
い
た
者
が
い
て
、
郷
豪
(
村
の
勢
力
者
)
に
そ
の
う
ま
さ
を

吹
器
し
、
こ
れ
を
試
食
し
た
郷
豪
は
ひ
ど
い
目
に
曾
い
そ
の
男
を
恨

ん
だ
と
い
う
話
を
関
か
せ
た
故
事
に
も
と
づ
く
で
あ
ろ
う
。
以
上
の

典
故
か
ら
考
え
て
、
こ
の
二
匂
は
、
貧
乏
と
子
だ
く
さ
ん
に
醜
く
や

つ
れ
果
て
て
賎
し
い
身
を
嘆
く
貧
土
の
妻
と
、
一
方
、
媛
か
い
衣
な

ど
着
た
た
め
し
が
な
く
、
村
の
勢
力
者
が
康
く
援
か
い
家
屋
に
住

み
、
綿
入
れ
や
毛
皮
の
衣
に
包
ま
れ
て
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
を
も
知

ら
な
い
、
気
楽
と
い
え
ば
あ
ま
り
に
も
気
柴
な
そ
の
夫
と
の
、
ち
ぐ

は
ぐ
な
姿
を
諮
詩
的
に
描
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

0

・

う

で

じ

か

ら

傭
耕
乏
放
力
耕
に
備
わ
る
る
は
放
力
に
乏
し
く

O

た

く

ろ

う

侍
市
僚
幼
努
市
に
街
つ
は
幼
勢
を
障
る

( 14 ) 



-

・

ひ

ね

も

す

旗

日

無

一

旦

飯

蹟

日

に

無

く

0

0

は
つ
ふ
ゆ

方
多
絞
組
砲
方
多
縮
砲
す
ら
絞
く

第
二
部
は
、
貧
乏
暮
ら
し
か
ら
続
け
出
そ
う
に
も
そ
の
能
力
や
才

受
を
全
く
飲
い
て
生
ま
れ
つ
い
た
と
で
も
い
う
よ
り
ほ
か
の
な
い
、

無
力
で
み
じ
め
な
貧
土
の
姿
を
戯
蓑
的
に
描
い
て
い
る
。
傭
耕
の
語

は
、
「
史
記
」
の
陳
捗
世
家
に
、
保
沙
が
若
い
間
関
人
に
傭
わ
れ
て
耕
作

し
て
い
た
持
、
「
も
し
富
貴
に
な
っ
て
も
互
い
に
忘
れ
な
い
よ
う
に

し
よ
う
己
と
い
っ
た
の
を
履
い
主
が
笑
っ
た
の
で
、
「
あ
あ
、
燕
雀

安
ん
ぞ
鴻
鵠
の
志
を
知
ら
ん
や
よ
と
い
っ
て
溜
怠
を
つ
い
た
有
名

な
話
に
出
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
情
市
の
誌
は
、
問
、
じ
く
「
史
記
L

の
貨
殖
列
俸
に
、
「
夫
れ
食
を
用
て
富
を
求
む
る
は
、
農
は
工
に
如

あ

や

、

、

、

、

、

か
ず
、
工
は
一
商
に
如
か
ず
。
文
を
刺
掬
す
る
は
市
門
に
侍
る
に
如
か

ず
と
は
、
此
れ
末
時
一
木
は
貧
者
の
設
な
る
を
一
諮
問
へ
る
な
り
。
」
と
あ
る

に
依
援
す
る
で
あ
ろ
う
。
傭
耕
者
(
農
奴
)
か
ら
身
を
起
こ
し
た
陳

渉
は
天
下
を
席
捲
し
た
。
食
土
は
傭
耕
者
に
身
を
落
と
そ
う
に
も
、

腕
力
を
欠
い
て
そ
れ
さ
え
も
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
末
業
た

る
一
商
を
試
み
よ
う
と
す
る
が
、
一
商
衰
の
苦
労
を
克
服
す
る
才
莞
を
欠

い
て
い
る
。
土
と
し
て
の
自
傘
心
を
拾
て
、
民
民
や
削
除
奴
階
層
に
身

を
落
と
し
て
食
か
ら
の
脱
出
を
考
え
る
が
、
考
え
る
ば
か
り
で
生
活

能
力
を
根
本
的
に
欠
い
て
い
る
貧
土
に
生
き
る
道
は
な
い
の
で
あ

る。

と
こ
ろ
で
、
右
に
引
用
し
た
「
貨
殖
列
俸
」
の
文
の
直
前
に
、
次

の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

「
若
し
家
食
に
し
て
親
老
い
、
妻
子
軟
弱
に
し
て
、
歳
時
に
も
祭
紀

し
進
機
す
る
に
以
無
く
、
飲
食
・
被
服
も
以
て
自
ら
遇
、
ず
る
に
足
ら

ず
、
此
く
の
如
く
な
る
に
恕
恥
せ
ざ
る
に
歪
ら
ば
、
期
ち
比
す
る
所

無
し
O
i
-
-
・
巌
麗
の
奇
士
の
行
無
く
、
一
間
も
長
に
貧
賎
に
し
て
、
仁

義
を
語
る
を
好
む
は
、
亦
差
ず
る
に
足
る
な
り
。
」

親
や
妻
子
が
あ
り
な
が
ら
、
先
祖
の
祭
り
や
隣
人
た
ち
と
の
交
際

も
来
た
す
こ
と
が
で
き
や
す
、
飲
食
・
被
服
も
ま
ま
な
ら
ぬ
貧
乏
暮
ら

し
を
し
な
が
ら
恥
じ
と
も
思
わ
ぬ
者
、
仁
義
を
諮
り
た
が
る
く
せ
に

貧
賎
か
ら
脱
け
出
る
こ
と
の
で
き
ぬ
無
能
の
土
、
司
馬
濯
が
人
で
な

し
と
し
て
痛
烈
に
批
判
を
加
え
て
い
る
こ
の
よ
う
な
輩
を
、
何
遜
も

ま
た
描
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

さ
て
、
か
く
て
路
る
相
い
愛
わ
ら
ず
衣
食
を
欠
く
貧
乏
暮
ら
し

を
、
続
く
二
勾
で
描
く
の
で
あ
る
。
一
旦
飯
の
語
は
、
「
戦
図
策
」
の
韓

策
に
、
張
儀
が
韓
の
裏
王
に
韓
の
地
の
特
徴
を
説
い
て
、
「
韓
の
地
は

険
惑
に
し
て
山
居
し
、
五
穀
の
生
ず
る
所
の
も
の
は
委
に
非
ざ
れ
ば

一
豆
、
民
の
食
す
る
所
の
も
の
は
大
抵
一
旦
飯
・
差
薬
に
し
て
、
一
歳
牧

ら
ざ
れ
ば
民
は
糟
糠
だ
も
厭
か
ず
よ
と
い
う
こ
と
ば
よ
り
出
る
。

一
旦
叡
は
粗
食
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

第
三
節
十
句
は
、
苦
況
を
打
開
し
よ
う
と
焦
る
貧
土
の
心
理
と
そ

( 15 ) 



の
行
動
の
結
果
と
を
描
く
。

o
 

浩
一
日
一
関
蓬
華
清
ら
な
る

。

場
臼
恕
煎
数
日
を
翠
ぐ
れ
ば
想
い
は
煎
熱
す

0

・

棋
機
慎
僕
隷
槌
機
は
僕
隷
に
す
ら
慎
み

。

お

々

媒
葉
畏
腕
…
曹
媒
棄
は
朋
曹
を
も
長
る

0

・

寓
途
皆
自
僻
高
途
皆
自
ら
僻
け

。

ひ

と

一
事
援
他
褒
一
事
設
に
他
の
褒
め
る
あ
ら
ん
や

0

・

き

心

F

ジ

忽
忽
昨
不
定
忽
忽
と
し
て
昨
ま
で
定
ま
ら
ず

。

た

よ

負
杖
出
蓬
濡
杖
に
負
り
て
蓬
惑
を
出
、
ず

。

。

逢
施
向
溝
怒
施
し
に
逢
え
ば
溝
怒
に
同
じ
く

。

う

た

り

あ

値
設
及
糠
糟
設
に
飽
え
ば
乃
ち
糠
糟
の
み

「
呂
氏
春
秋
い
の
去
将
、
も
し
く
は
「
列
子
」
の
説
符
の
各
篇
に
、

南
の
閣
の
男
で
市
場
の
金
随
一
人
か
ら
金
を
か
っ
ぱ
ら
っ
て
逃
げ
よ
う

と
し
た
者
が
い
て
、
役
人
に
捉
ま
り
そ
の
行
潟
を
詰
問
さ
れ
る
と
、

「
金
を
摘
ん
だ
時
に
は
人
な
ど
自
に
入
ら
ず
、
た
だ
金
だ
け
が
自
に

入
っ
た
の
だ
己
と
答
え
た
話
、
が
あ
る
が
、
こ
の
金
泥
捧
が
市
場
に
出

・

・

ゆ

か
け
る
時
の
さ
ま
を
「
治
区
衣
冠
し
て
市
に
之
く
い
と
描
い
て
い

る
。
こ
の
節
の
第
…
匂
に
、
貧
土
が
「
清
日
一
、
蓬
事
を
関
い
い
て
家

を
飛
び
出
し
て
行
こ
う
と
す
る
の
は
、
日
目
ハ
門
¥
春
秋
」
の
認
と
関
連
さ

せ
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
泥
棒
で
も
や
り
か
ね
な
い
ぜ
っ
ば
詰
ま
っ

た
心
理
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
作
者
が
拙
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る

か
も
知
れ
な
い
。
衣
の
勾
の
煎
熱
の
一
訟
は
、
王
逸
の
「
九
思
」
の
怨

ー色、っ

上
に
、
「
我
が
心
は
煎
熱
し
、
惟
だ
走
れ
用
て
憂
ふ
。
」
と
あ
る
よ
う

に
、
憂
心
の
さ
ま
を
い
う
c

さ
て
、
次
の
間
匂
は
、
貧
土
が
自
ら
の
生
き
方
を
同
一
顧
し
て
の
こ

と
ば
で
あ
る
c

そ
れ
は
、
己
を
今
日
の
み
じ
め
な
境
誠
一
に
突
き
落
と

し
た
原
因
を
、
過
去
の
生
き
方
の
中
に
探
ろ
う
と
し
て
設
し
た
こ
と

ば
か
と
忠
わ
れ
る
。
極
機
と
い
う
の
は
戸
の
と
ぼ
そ
と
袴
の
ひ
き
が

ね
、
あ
る
い
は
、
こ
の
二
字
で
戸
の
と
ぼ
そ
で
あ
る
が
、
「
易
」
の
繋

辞
上
俸
に
、
「
一
一
一
一
口
行
は
君
子
の
橘
機
な
り
。
様
機
の
設
は
、
楽
辱
の

主
な
り
。
一
一
一
日
行
は
、
君
子
の
天
地
を
動
か
す
所
以
な
り
。
模
ま
ざ
る

可
け
ん
や
。
レ
と
あ
る
よ
う
に
、
君
子
に
と
っ
て
最
も
大
切
な
慎
む

べ
き
も
の
、
部
ち
一
一
一
一
同
行
を
一
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
媒
棄
の
務

は
、
人
の
短
所
を
あ
げ
つ
ら
い
罪
を
こ
し
ら
え
て
こ
れ
に
陥
れ
る
こ

と
を
い
う
。
「
漢
書
」
の
李
段
俸
に
、
武
一
帝
の
下
関
に
司
馬
還
が
答
え

て
李
佼
を
緯
護
し
た
こ
と
ば
、
一

l

今
、
事
を
壊
、
げ
て
一
た
び
卒
な
ら
ざ

れ
ば
、
粧
を
全
う
し
妻
子
を
保
つ
の
毘
隣
っ
て
其
の
短
を
媒
棄
す
る

は
誠
に
痛
む
可
き
な
り
ょ
と
あ
る
の
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、

朋
曹
と
い
う
訴
は
、
東
方
朔
の
「
七
諌
」
の
謬
諌
に
、
「
賢
良
蔽
は
れ

て
翠
せ
ず
、

mm曹
比
し
て
議
出
ハ
す
。
」
と
い
う
よ
う
に
、
邪
心
を
い
だ

い
て
徒
議
を
組
み
や
す
い
議
と
い
う
印
象
を
輿
え
る
訴
で
あ
る
。

に
恨
み
、
罪
に
陥
れ
ら
れ
る
こ
と
を
畏
れ
、
極
度
に
要
心
し
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て
生
き
て
き
た
ゆ
え
に
、
名
や
宮
や
力
を
得
る
あ
ら
ゆ
る
道
を
み
な

自
ら
遠
ざ
け
て
き
た
結
果
は
、
保
か
一
つ
の
事
さ
え
も
他
人
か
ら
袈

め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
も
な
い
生
き
方
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
忽
忽

と
昨
日
ま
で
の
人
生
を
落
ち
着
か
ぬ
ま
ま
に
過
ご
し
、
今
、
杖
に
た

よ
っ
て
蓬
誌
の
磁
を
衣
食
を
求
め
て
出
て
行
こ
う
と
す
る
。
ま
る
で

乞
食
の
よ
う
に
人
か
ら
施
し
を
受
け
、
た
ま
た
ま
食
事
に
招
か
れ
て

も
、
そ
こ
で
あ
り
つ
け
た
の
は
糠
糟
ば
か
り
で
あ
る
、
と
い
う
の
が

最
後
の
閉
句
を
含
め
て
の
こ
の
八
句
全
挫
の
大
意
で
あ
る
。
な
お
、

溝
鎮
の
話
は
、
「
説
苑
」
の
立
節
篇
に
、
「
仮
は
み
ノ
~
を
聞
け
り
、
妄
り

に
蹴
(
ふ
る
は
物
を
溝
整
に
遺
棄
す
る
に
如
か
ず
。
仮
は
賛
な
り
と
雌

も
身
を
以
て
溝
怒
と
潟
す
に
忍
び
ず
。
ー
一
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
故
な

く
人
か
ら
物
を
受
け
る
者
、
'
即
ち
乞
食
と
い
う
に
近
い
。
締
約
も
持

た
ぬ
子
忠
が
、
由
子
方
か
ら
袈
を
受
け
な
か
っ
た
故
事
を
引
用
し
て

い
る
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
貧
土
が
受
け
た
施
し
物
は
綴
袖
で
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
。

第
四
節
は
、
貧
乏
を
載
せ
た
ま
ま
月
日
は
逝
く
水
の
如
く
無
情
に

も
経
過
し
、
世
人
は
皆
木
石
の
よ
う
に
恥
じ
知
ら
ず
の
人
で
な
し
と

蔑
む
が
、
鳥
な
ら
ぬ
身
は
翼
を
接
、
げ
て
奮
い
起
ち
、
名
器
や
富
を
獲

る
す
べ
も
な
い
、
と
貧
土
の
嘆
き
を
訴
え
る
の
で
あ
る
。

0

・

ょ

う

や

生

途

檎

舟

舟

檎

く

舟

舟

た

り

。

ひ

び

逝

水

日

溶

浴

日

に

治

治

た

り

~生
水途

0

・

7J

な

成
皆
同
等
木
石
成
木
石
に
等
し
と
一
一
一
一
向
う
も

0

・

ま

さ

誰
滋
出
羽
毛
誰
か
蛍
に
羽
毛
を
出
す
ベ
け
ん
や

最
後
の
勾
の
「
出
沼
毛
い
と
い
う
こ
と
ば
に
類
似
の
誌
は
、
何
遜

(
2
)
 

の
作
品
中
に
一
一
一
例
見
つ
け
ら
れ
る
。
友
と
の
別
れ
を
培
し
ん
で
、
で

き
る
こ
と
な
ら
ば
友
に
従
っ
て
行
き
た
い
、
ま
た
、
千
里
の
彼
方
に

あ
る
友
に
禽
い
に
行
き
た
い
と
い
う
願
望
を
託
し
た
場
合
に
用
い
ら

れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
次
に
引
用
す
る
「
仰

騎
従
兄
興
寧
箆
甫
レ
の
詩
に
見
え
る
例
に
近
い
表
現
で
あ
ろ
う
。

宰
逢
四
海
泰
幸
い
に
四
海
の
泰
ら
か
な
る
に
逢
い

み

μAμ
室

戸

、

引

U
よ
M
H

ハソ，

日
月
耀
増
輝
日
月
は
耀
き
て
輝
を
増
せ
ど
も

相
願
無
羽
鶴
相
麟
る
に
調
関
無
し

何
出
総
奮
飛
何
に
由
り
て
か
奮
飛
を
総
べ
ん

以
上
、
「
聯
作
百
一
髄
」
の
詩
を
取
り
上
げ
て
、
や
や
煩
墳
と
感
じ

ら
れ
そ
う
な
ま
で
に
誌
の
出
典
の
検
索
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
内
容

の
分
析
検
討
を
試
み
て
き
た
。
次
に
一
事
を
改
め
、
こ
の
詩
と
嬢
譲
の

「
百
一
詩
」
と
の
比
較
を
行
な
い
、
さ
ら
に
何
遜
の
飽
の
作
品
と
の

関
連
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
い
。

一一一

態
壊
の
「
百
一
詩
」
に
つ
い
て
は
、
既
に
古
川
幸
次
郎
博
士
の

つ
桧
壌
の
『
百
二
一
宮
に
つ
い
て
」
〈
京
都
大
挙
文
部
ナ
部
五
十
周
年
記

念
論
文
集
、
一
九
五
六
年
十
一
月
〉
と
い
う
論
文
に
詳
論
さ
れ
て
い
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る
。
古
川
博
士
は
、
明
の
鴻
惟
散
の
「
古
詩
紀
」
、
お
よ
び
張
簿
の

「
漠
貌
六
朝
百
三
家
集
」
に
輯
録
さ
れ
て
い
る
詩
篇
と
若
干
の
断

片
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
総
集
の
輯
録
に
も
れ
た
断
片
が
、
「
北
堂
書

紗
」
・
つ
初
単
記
」
・
「
太
卒
御
覧
」
な
ど
蔚
宋
の
類
書
に
散
見
さ
れ
る

の
を
前
者
と
と
も
に
紘
合
し
て
考
察
さ
れ
、
現
存
の
遺
篇
に
よ
る
限

り
、
「
百
一
詩
」
は
次
の
間
つ
に
分
類
さ
れ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
即

ち
、
一
、
蛍
時
の
政
治
を
批
評
す
る
も
の
。
二
、
一
般
的
な
政
治
論
。

一
ニ
、
ひ
ろ
く
人
間
へ
の
い
ま
し
め
。
問
、
人
間
の
生
活
の
種
種
相
を

描
寓
す
る
も
の
。
そ
し
て
、
博
士
は
、
四
の
「
人
間
の
生
活
の
種
種

相
を
描
潟
す
る
も
の
」
の
ひ
と
つ
に
、
「
貧
土
の
形
容
」
を
措
寓
し
た

も
の
と
し
て
四
片
の
断
片
の
詩
句
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
提
示
さ
れ
て

い
る
。
郎
ち
、
次
の
各
勾
で
あ
る

0

0
秋
日
苦
促
短

議
夜
遊
締
約

金
土
感
此
時

様
慨
不
能
眠

O
貧
子
一
詩
窮
兄

無
銭
可
把
撮

耕
自
不
得
莱

采
彼
北
山
蕊

箆
瓢
阪
自
在

秋
の
日
は
促
短
な
る
に
苦
し
み

迄
か
な
る
夜
は
透
か
に
綿
綿
た
り

貧
土
は
此
の
時
に
感
じ

棟
慨
し
て
絞
る
能
わ
ず

食
し
き
子
の
第
し
き
兇
に
語
る
ら
く

銭
の
把
撮
(
?
)
す
可
き
無
し

耕
す
も
自
の
ず
と
莱
を
得
ず

ム』

彼
の
北
の
山
の
蔦
を
采
ら
ん

箆
と
瓢
と
艇
に
自
在
な
れ
ば

よ
し

相
い
時
掲
す
る
に
用
無
し

革
帯
は
織
を
口
と
免
し

あ
な

複
白
河
は
穿
あ
き
て
底
無
し

く
そ

寵
の
下
に
は
牛
の
矢
を
炊
き

甑
の
中
に
は
一
足
の
飯
を
荘
う
(
荘
は
装
の
誤
か
〉

(
判
例
議
も
古
川
博
士
の
前
掲
論
文
に
よ
る
〉

と
こ
ろ
で
、
古
川
博
士
は
、
三
日
一
詩
」
の
遺
文
を
通
観
し
て
認
め

ら
れ
る
こ
と
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。

「
こ
れ
ら
の
遺
文
は
ど
れ
も
自
己
の
情
念
の
表
白
で
は
な
い
。
人
間

の
批
評
、
あ
る
い
は
人
間
の
観
察
で
あ
る
。
〈
中
略
)
ま
た
そ
の
詩

は
、
療
に
人
間
を
観
察
し
批
評
す
る
ば
か
h

ツ
で
は
な
い
。
人
間
の
生

活
の
方
法
に
鈎
し
、
勧
告
教
訓
を
輿
え
ん
と
す
る
態
度
を
常
に
も
っ

て
い
る
。
或
い
は
一
般
の
人
間
に
謝
し
て
で
あ
る
。
要
す
る
に
そ
れ

は
数
訓
詩
で
あ
り
、
菰
刺
詩
で
あ
る
よ

ま
た
、
博
士
は
、
「
百
一
詩
」
の
表
現
に
お
け
る
特
徴
と
し
て
、

「
措
齢
の
特
殊
さ
」
を
挙
げ
、
且
〈
鰻
的
な
事
象
と
し
て
、
「
俗
語
の

使
用
」
・
「
針
勾
の
使
用
が
多
く
な
い
こ
と
」
・
「
平
易
率
恵
な
表
現
」

な
ど
の
諸
鈷
を
数
え
て
お
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
博
士
は
、
「
百
一
詩
」
の
教
訓
詩
誠
刺
詩
と
し
て
の
性
質

が
、
ひ
と
り
現
存
の
議
文
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
全
髄
を
お
お
う
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
を
側
面
か
ら
示
す
資
料
の
ひ
と
つ
と
し
て
何
遜
に
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「
柳
作
百
一
鰻
」
の
詩
の
あ
る
こ
と
を
指
一
摘
さ
れ
、
「
こ
れ
ま
た
勧
告

(
3〉

殺
到
の
一
意
を
も
っ
た
詩
で
あ
る
己
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
が
古
川
博
士
の
所
論
中
何
遜
の
作
に
関
連
す
る
と
思

わ
れ
る
事
項
の
大
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
指
描
を
「
聯
作
百
一
鰭
」

の
詩
に
あ
て
は
め
た
場
合
、
凡
そ
ど
の
よ
う
な
共
通
黙
・
相
異
黙
が

考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
共
通
黙
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
奉
げ
る
な
ら
ば
、
第

一
に
、
何
遜
の
作
は
貧
土
の
生
活
・
行
動
・
心
理
を
比
較
的
冷
静
に

描
寓
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
作
品
自
践
は
安
土
の
自
迷
と
し
て
構

成
さ
れ
て
い
る
が
、
貧
土
は
作
者
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
作
者
の
説

貼
は
貧
土
の
背
後
に
あ
り
、
彼
の
限
を
通
し
て
見
た
彼
の
生
、
活
・
行

動
・
心
理
を
語
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
歴
歯
方
嵯
践
・
炎
背
宣
知

豪
」
と
い
う
よ
う
な
貧
土
の
夫
婦
の
貧
乏
生
活
に
封
す
る
態
度
の
く

い
ち
が
い
か
ら
生
ま
れ
る
務
誰
味
、
ま
た
「
傭
耕
乏
放
力
・
僑
市
部

幼
労
い
と
い
う
よ
う
な
無
惨
な
戯
蓋
が
描
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
古

川
捧
土
は
何
遜
の
作
を
ぷ
笠
間
教
訓
の
一
意
を
も
っ
た
詩
」
と
さ
れ
て

い
る
が
、
私
の
譲
み
ガ
に
従
え
ば
、
こ
の
詩
か
ら
求
め
ら
れ
る
「
勧

告
敬
訓
の
一
意
」
と
は
、
家
族
を
飢
凍
さ
せ
な
が
ら
生
活
能
力
を
全
く

欠
い
て
い
る
貧
土
と
い
う
も
の
の
人
と
し
て
恥
ず
べ
き
あ
り
方
、
援

に
注
意
し
た
司
馬
遼
の
批
判
の
関
象
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
会
士
の

あ
り
方
を
、
何
遜
も
ま
た
自
ら
を
含
む
世
の
人
々
に
約
し
て
数
合
致

凱
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
。
「
百
一
詩
」
の
勧
告
数
割
の

を
も
っ
黙
を
何
遜
の
作
に
も
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
は
、
「
百
二
一
同
い
の
「
貧
土
の
形
容
」
を
描
寓
し
た
詩
句
が

断
片
で
あ
る
の
で
巌
密
な
比
較
針
熊
を
試
み
る
こ
と
は
国
難
で
あ
る

が
、
何
遜
の
作
に
「
百
二
時
」
と
類
似
し
た
描
潟
の
あ
る
こ
と
に
詑

一
出
品
し
た
い
。
例
え
ば
、
「
傭
耕
乏
放
力
」
の
匂
は
「
百
二
一
付
」
の
「
耕

自
不
得
粟
」
の
勾
と
、
由
民
事
に
全
く
無
能
の
貧
土
の
さ
ま
を
描
寓
す

る
黙
で
類
似
し
、
ま
た
、
「
腕
明
日
無
一
旦
飯
」
の
勾
は
「
百
一
詩
」
の

「
甑
中
荘
一
旦
飯
」
の
匂
と
、
貧
土
の
之
し
い
蓋
所
を
描
寓
す
る
慰
で

類
似
し
、
さ
ら
に
こ
れ
は
や
や
類
似
と
い
う
に
は
速
い
が
、
「
逢
施

開
講
箆
・
値
設
乃
糠
糟
」
の
勾
は
「
百
二
時
」
の
「
革
常
総
箆
口
・

複
鳥
穿
無
底
」
の
勾
と
、
乞
食
の
よ
う
な
境
、
惑
に
落
ち
こ
ん
で
い
る

貧
土
の
さ
ま
を
描
潟
す
る
熱
で
、
近
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
相
異
黙
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
奉
げ
る
な
ら
ば
、
第
一

に
、
措
僚
に
お
い
て
如
何
遜
の
作
は
と
り
立
て
て
特
殊
で
あ
る
と
は
認

め
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
俗
語
の
使
用
も
認
め
ら
れ
ず
、
鈎
勾
は

↓
全
て
二
十
二
句
中
の
十
六
匂
が
こ
れ
を
用
い
、
表
現
は
典
故
を
多
用

し
て
、
難
解
と
い
わ
ぬ
ま
で
も
「
卒
易
率
直
」
で
は
な
い
。
し
か
も

韻
律
を
整
え
る
配
慮
が
充
分
な
さ
れ
て
い
る
。
何
遜
の
作
は
措
鮮
に

お
い
て
明
ら
か
に
「
百
一
詩
」
と
艶
際
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
伺
遜
の

作
が
、
動
告
教
訓
の
一
意
を
も
っ
反
面
、
会
土
の
姿
を
巧
妙
な
整
っ
た

( 19 ) 



こ
と
ば
で
描
く
こ
と
に
も
活
欲
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で

あ
ろ
う
。一

に
は
、
一
に
掛
か
れ
る
士
は
「
貧
土
感
此
時
・

様
慨
不
能
眠
」
と
い
う
よ
う
に
、
世
を
い
き
ど
お
る
心
を
は
っ
き
り

と
示
す
の
で
あ
る
が
、
何
遜
の
作
に
お
い
て
そ
れ
は
稀
薄
で
あ
る
と

感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
何
遜
の
作
に
も
「
威
一
一
一
口
等
木
石
・
誰
蛍

出
羽
毛
」
と
い
う
よ
う
に
、
世
に
は
ば
た
こ
う
に
も
そ
の
す
べ
の
な

さ
を
嘆
き
い
き
ど
お
る
心
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
詩
全
般
の
中

で
こ
の
勾
を
見
る
限
り
い
き
ど
お
り
の
心
は
稀
薄
に
感
じ
ら
れ
、
嘆

き
、
根
み
の
心
が
よ
り
強
く
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
比
較
か
ら
次
の
よ
う
に
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
何
遜

は
「
百
一
詩
」
に
倣
っ
て
、
耕
作
や
務
質
に
向
か
ず
生
活
の
資
を
獲

る
手
段
を
欠
く
貧
土
と
い
う
も
の
が
、
一
歩
道
を
踏
み
外
す
と
乞
食

に
ひ
と
し
い
貧
窮
に
一
生
時
吟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
運
命
に
あ
る

こ
と
を
、
勧
告
数
制
す
る
一
意
闘
を
も
っ
て
こ
の
詩
を
作
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
そ
の
一
方
、
貧
土
の
あ
り
さ
ま
を
、
封
勾
や
蹴
〈
放
を
多
用
し

韻
律
の
均
衡
に
配
慮
し
て
美
的
機
智
的
に
表
現
す
る
こ
と
に
も
熱
心

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
こ
に
拙
か
れ
た
貧
土
は
一
躍
虚
様
で
あ
る

が
、
震
門
出
身
の
作
者
に
、
貧
土
の
柏
戸
}
る
無
惨
な
運
命
は
切
寅
な
関

心
事
で
あ
っ
た
と
忠
わ
れ
る
。
こ
の
詩
の
末
尾
一
の
勾
に
「
誰
滋
出
羽

毛
し
と
い
う
そ
の
「
出
羽
毛
」
の
諮
は
、
慨
に
注
意
し
た
よ
う
に
、

何
遜
に
と
っ
て
切
寅
な
願
望
を
象
徴
す
る
愛
用
語
と
で
も
い
う
べ
き

も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
そ
れ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
貧
土

の
嘆
き
が
作
者
の
嘆
き
で
も
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
会
土
の
背
後
に
揺
れ
て
い
た
何
遜
の
心
情
が
顔
を
視
か
せ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

何
遜
に
は
自
己
の
関
歴
を
ふ
り
返
り
、
事
の
願
い
と
違
っ
て
し
ま

っ
た
そ
の
挫
折
感
を
訴
え
る
若
干
の
作
品
、
か
存
す
る
。
次
に
そ
れ
ら

の
作
品
を
眺
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一

i

聯
作
百
一
鰻
」
の
詩
の
裏
面
に

瀦
む
作
者
の
感
情
の
世
界
を
見
る
こ
と
と
し
た
い
。

婚
諸
遊
蓄

弱
操
不
能
植

薄
佼
寛
無
一
依

浅
知
甘
移
己
失

令
名
安
可
希

援
援
従
役
倦

廓
清
身
事
微

少
佐
軽
年
月

遅
暮
慌
光
輝

一
塗
今
未
是

高
絡
昨
如
非

一
新
知
雄
巴
柴

た

あ

た

弱
操
植
つ
る
能
は
ず

つ
い

薄
佼
克
に
依
る
無
し

浅
知
官
は
絡
に
巴
ん
ぬ
る
か
な

令
名
は
安
ん
ぞ
希
う
可
け
ん
や

援
援
と
し
て
従
役
に
俗
み

間
別
府
と
し
て
身
事
徴
な
り

少
祉
に
は
年
月
を
軽
ん
じ

濯
暮
な
れ
ば
光
輝
を
惜
む

一
塗
も
今
未
だ
是
な
ら
ず

寓
絡
昨
非
な
る
が
如
し

一
新
知
は
己
に
柴
し
と
蹴
も
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害
愛
表
校
法
一

望
郷
窓
引
領

H
h
数
コ
ゴ
」
蕊
ヘ
ト
勺
叶
い
い
~

t
f
r
i
t
N羽
U
J
U
7
3

目提1)欝
をを愛
秘望は
めん
てで
涙く
はし!喪わ
衣く遥か
を領iれ
話をり
すヲi

き

第
一
勾
「
弱
操
不
能
植
い
と
は
、
生
来
意
気
地
が
な
い
た
め
に
信

念
を
う
ち
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
「
菅
恭
一
同
い
の
実
湛
停
に
、

わ
か

「
(
湛
は
)
少
き
よ
り
換
植
有
り
、
沖
粋
を
以
て
自
立
し
て
文
華
無

し
O
L

と
い
う
の
に
よ
れ
ば
、
操
植
と
は
世
俗
に
背
け
向
け
て
も
吾
が

惑
を
行
く
一
信
念
と
い
う
こ
と
か
。
第
十
句
の
寓
緒
と
は
、
あ
ら
ゆ
る

事
が
ら
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
感
情
、
「
列
子
L

の
周
穆
王
篇
に
長
い
こ

と
健
忠
症
で
あ
っ
た
男
が
、
病
の
治
癒
し
た
と
た
ん
「
既
往
数
十
年

来
の
存
亡
得
失
、
京
柴
好
悪
、
援
援
と
し
て
寓
緒
起
こ
り
ぬ
O
L

と

い
っ
て
怒
っ
た
故
事
に
出
る
こ
と
ば
で
あ
る
。

贈
族
人
株
陵
兄
弟

杏
宗
管
多
士
十
告
が
宗
は
昔
よ
り
土
多
く

文
雅
高
紛
糾
文
雅
は
紳
絡
に
高
し

小
子
無
事
術
小
子
製
術
無
く

丁

寧

図

録

薪

負

薪

に

悶

し

む

僚、願、:
抱、余、:
目、娩、
灘、校、:
i命、略、:

嬢願
抱る
t主十こ

日号余
『こ』土

濠娩
治;に
す股

略
し

形摂錦、土、一、十、来続;
影放狗、牛、官、載、住笠
自無安、党、乃、猶、厭疲
相 f議章、不、任、先、江年
親匹際、進、共、職、演事

滋
笠
年
事
に
疲
れ

いルヤ

来
佐
江
演
に
厭
う

・
も
と

十
載
猶
お
先
の
職
に
あ
り

ま
か

一
・
官
乃
ち
国
民
に
任
す

士
牛
は
克
に
遜
ま
ず

つ
ら

第
狗
は
空
し
く
重
品
な
り
陳
な
る

鴎
政
儀
匹
無
く

お
の
ず
か

形
と
影
と
自
ら
相
い
親
し
む

こ
の
詩
は
、
株
陵
の
人
(
切
で
あ
っ
た
親
族
の
何
思
澄
に
贈
っ
た
全
て

四
十
八
句
か
ら
な
る
長
篇
で
あ
る
。

総
江
長
史
別

中
歳
多

J

一本遠

出
来
難
兵
絞

箆
禽
恨
腕
促

逸
翻
超
容
輿
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83 * 31ミ歳
よ

兵3り
さ敢
に 遠
紋のす
ベる
難こ
しと

多
く

議
禽
は
踊
促
を
恨
み

逸
関
は
容
鼠
ハ
を
超
ゆ

江
長
史
が
誰
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

い
任
地
に
出
殺
す
る
時
贈
っ
た
詩
で
あ
る
。

そ
の
江
長
史
が
一
新
し



以
上
の
一
一
一
筋
は
、
前
掲
の
山
田
英
雄
氏
の
論
文
に
よ
れ
ば
、
い

ず
れ
も
何
遜
の
後
学
生
第
四
期
(
五
一
七
年
六
月
か
ら
死
設
ま
で
)

の
作
品
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
作
品
に
表
わ
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
を
見
る
な
ら
ば
、
回
収
晩
年
の
何
遜
は
、
長
期
間
に
わ
た
る

地
方
案
府
の
属
僚
の
生
活
に
俗
み
疲
れ
、
肢
の
孤
溺
に
悩
み
故
郷
を

慕
い
な
が
ら
、
中
年
以
後
と
か
く
顔
い
と
く
い
ち
が
う
こ
と
多
か
っ

た
己
の
人
生
を
ふ
り
返
り
苦
い
強
折
感
を
味
っ
て
い
た
こ
と
が
理
解

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
何
遜
の
願
い
を
阻
み
、
そ
の
人
生
に
控
折
を
も

た
ら
し
た
大
き
な
要
因
は
、
つ
始
諸
遊
欝
」
の
詩
一
で
い
う
よ
う
な
弱

操
・
薄
伎
・
浅
智
の
い
ず
れ
で
も
な
い
と
、
お
そ
ら
く
彼
自
身
考
え

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
充
分
な
才
能
を
備
え
な
が
ら
も
そ
れ
を
渓
揮

す
る
こ
と
を
阻
ま
れ
て
い
る
も
の
の
嘆
き
・
恨
み
、
何
遜
は
袈
門
出

身
者
の
そ
う
し
た
感
情
を
「
籍
禽
根
腕
促
」
と
い
う
こ
と
ば
に
表
わ

し
て
い
る
。
前
掲
の
森
野
繁
夫
氏
の
論
文
に
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
宗
門
出
身
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
柴
遠
の
願
い
の

滋
げ
ら
れ
ぬ
嘆
き
を
、
何
遜
は
次
の
よ
う
に
詠
う
の
で
あ
る
。

仰
姶
従
兄
興
寧
鼠
南

家
批
体
儒
雅
家
世
儒
雅
を
侍
え

点
臼
仰
総
徽
点
自
絵
徽
を
仰
ぐ

••••• 
宗
一
蹴
己
孤
狭
宗
一
淑
は
己
に
孤
狭
に
し
て

・
・
・

a

，.

財
産
又
貧
徽
財
産
も
叉
貧
微
な
わ
ノ

?rアむ

棲
息
同
鰯
合
接
白
山
に
は
嫡
舎
を
同
に
し

出
入
共
剤
一
界
出
入
に
は
剤
一
燥
を
共
に
す

松
隼
一
十
時
臨
沼
松
筆
も
て
時
に
沼
に
臨
み

務
筒
得
垂
雑
蒲
僚
も
て
維
に
垂
ら
す
を
得

幸
逢
四
海
泰
幸
い
に
四
海
の
泰
ら
か
な
る
に
逢
い

か

が

や

ひ

か

9

日
月
耀
増
輝
日
月
は
耀
き
て
輝
を
増
せ
ど
も

相
駿
無
期
初
繭
相
い
額
る
に
沼
関
一
無
し

何
出
総
奮
飛
何
に
由
り
て
か
奮
飛
を
総
べ
ん

一
朝
兵
一
一
一
一
口
宴
一
一
訓
告
白
を
宴
に
異
に
し

わ

か

れ

寓
盟
就
撲
連
高
史
陵
速
に
就
く

遠
江
瓢
素
沫
遠
江
は
素
沫
を
瓢
え
し

高
山
欝
翠
微
高
山
に
は
翠
徴
欝
た
り

相
思
関
森
森
相
い
思
い
て
森
森
た
る
か
わ
に
釘
し

相
望
隔
制
粥
鋭
相
い
望
ん
で
短
観
た
る
や
ま
に
隔
て
ら
る

つ

い

も

死
灰
終
不
然
死
灰
は
彩
に
然
え
ず

ま
さ

長
存
立
未
野
長
存
立
に
未
だ
蹄
ら
ざ
ら
ん
と
す

賞
憐
此
分
校
常
に
憐
れ
む
べ
し
此
に
扶
を
分
つ
を

服
紙
一
波
治
衣
服
艇
と
し
て
涙
は
衣
を
治
す

何
遜
の
家
系
は
、
骨
粗
の
承
天
(
一
一
一
七

O
i四
四
七
)
が
宋
の
御

史
中
丞
に
至
っ
て
い
る
が
、
組
の
翼
は
員
外
郎
、
父
の
潟
は
部
門
の
太

刻
中
兵
参
事
で
彩
わ
っ
て
お
り
、
何
遜
は
ま
さ
に
先
細
り
の
情
況
に
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あ
る
袈
門
土
人
の
家
に
生
ま
れ
つ
い
た
の
で
あ
る
。
右
の
詩
に

一
次
己
孤
狭
・
財
産
叉
貧
徴
」
と
い
う
の
は
、
議
辞
で
は
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
八
歳
に
し
て
よ
く
詩
を
賦
し
た
と
い
う
天
輿
の
才
を
錬
磨

し
、
そ
の
力
を
武
器
に
し
て
夜
間
関
し
、
門
閥
資
族
社
舎
の
一
一
m
一
一
い
扉
を

己
に
向
か
っ
て
聞
か
せ
る
こ
と
が
、
若
い
何
遜
の
切
寅
な
願
い
で
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
裕
一
一
一
一
以
ハ
間
五
一

easses'

五

O
一
一
一
)
に
認
め
ら
れ
「
忠

年
の
交
好
を
結
」
ん
だ
頃
の
何
遜
は
、
願
望
が
着
々
と
笈
現
し
て
ゆ

こ
う
と
す
る
希
望
に
満
ち
た
前
途
を
見
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

沼
一
裂
の
苑
と
い
う
不
運
も
あ
っ
て
、
結
局
は
官
界
に
お
け
る
策
連
の

〈

4
)

夢
は
挫
折
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
右
の
詩
に
は
、
「
聯
作
百
一
線
」
の
詩
に
類
似
し
た
表
現

の
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
住
居
を
描
寓
し
て
「
棲
息
同
嫡
舎
・
出
入

共
剤
一
勝
」
と
い
う
の
は
常
套
句
で
あ
る
に
し
て
も
、
「
柳
作
吉
一
鰻
」

の
詩
に
「
清
旦
開
蓬
事
ナ
レ
、
ま
た
「
負
杖
出
蓬
議
」
と
い
う
の
に
似
る

し
、
「
死
灰
終
不
然
」
と
い
う
の
は
、
同
じ
く
「
威
一
一
一
一
同
等
木
五
」
と

い
う
の
に
近
く
、
生
き
る
一
意
欲
さ
え
失
っ
た
践
の
ご
と
き
姿
を
い

。

〉
勺
ノ

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
柳
作
百
一
鰻
」
の
詩
に
描
か
れ
る
貧

土
の
生
活
や
心
理
は
決
し
て
借
り
も
の
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
は
晩

年
の
、
何
遜
に
と
っ
て
切
寅
な
感
情
に
一
泉
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
と
す
る
こ
と
、
が
で
き
る
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
何
遜
が
、
人
生
の
敗
残
者
と
も
い
う
べ
き
自
分
に

似
た
貧
土
の
像
を
「
百
一
詩
」
に
倣
っ
た
ス
タ
イ
ル
で
描
こ
う
と
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
私
は
次
の
三
つ
の
場
合
を
考

え
る
。
一
、
自
分
を
含
め
て
人
々
へ
の
勧
告
教
訓
を
一
意
闘
し
て
。

二
、
門
閥
散
命
闘
に
濁
す
る
怨
瑳
の
情
を
椀
曲
に
吐
露
す
る
た
め
に
。

一
ニ
、
会
士
を
詩
の
素
材
の
ひ
と
つ
と
し
て
描
こ
う
と
し
て
。

部
ち
、
一
一
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
百
一
詩
」
的
設
想
に
擦
る
も
の

で
あ
る
が
、
二
は
つ
詠
史
詩
」
的
も
し
く
は
「
詠
一
様
詩
」
的
議
想
に

撲
る
も
の
、
ま
た
三
は
「
詠
物
詩
」
的
議
想
に
擦
る
も
の
と
い
え
る

か
も
知
れ
な
い
。
私
に
は
「
聯
作
百
一
鰻
」
の
詩
は
二
お
よ
び
三
の

要
素
が
な
に
が
し
か
ず
つ
混
在
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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四

最
後
に
会
を
一
詠
う
文
壌
と
し
て
の
「
聯
作
百
一
鰻
」
の
詩
に
つ
い

て
概
略
述
べ
た
い
。

設
を
素
材
も
し
く
は
主
題
と
す
る
文
撃
は
古
来
数
多
い
。
貧
賎
で

あ
っ
て
も
詩
文
を
作
る
能
力
が
無
く
て
は
会
を
詠
う
こ
と
が
で
き
な

い
し
、
ま
た
詩
文
を
作
る
能
力
に
恵
ま
れ
て
も
貴
族
の
身
で
貧
賎
に

憧
れ
る
者
は
稀
れ
で
あ
る
か
ら
、
民
謡
の
よ
う
な
も
の
を
除
い
て
、

貧
を
詠
う
文
学
は
必
然
的
に
貧
し
い
士
人
階
層
の
生
活
や
思
想
、
感

情
を
詠
う
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
唐
の
「
諮
問
文
類
緊
」
・
「
一
初
事
記
」

な
ど
が
、
と
も
に
「
貧
」
の
一
類
を
立
て
る
の
は
、
唐
代
以
前
に
お



い
て
貧
が
文
事
の
一
素
材
・
一
主
題
と
し
て
成
立
し
得
て
い
た
こ
と

〈

5
〉

を
示
ず
で
あ
ろ
う
。

さ
て
そ
れ
で
は
、
「
聯
作
百
一
鰻
」
の
詩
は
、
貧
を
一
詠
う
詩
の
流
れ

の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
、
何
遜
の
こ
の
詩
に
は
普
の
左
思
ハ
二
五
O
?
!
一
ニ
O
五

?
と
の
「
詠
史
詩
」
八
首
の
其
こ
よ
う
な
、
門
閥
一
就
舎
に
到
し
て
叩

き
つ
け
る
激
越
な
憤
態
と
檎
怒
の
感
情
や
、
ま
た
陶
淵
間
関
(
三
六
五

!
四
二
七
〉
の
コ
献
金
士
」
七
首
の
其
こ
の
よ
う
な
、
貧
士
の
境
涯

を
自
己
の
異
質
の
生
き
方
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
甘
受
す
る
安
ら
か

な
態
度
は
見
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
こ
の
時

期
の
食
を
詠
う
詩
と
し
て
は
す
ぐ
れ
た
作
品
だ
と
思
う
。
何
遜
と
同

じ
く
袈
門
出
身
者
で
あ
り
、
詩
を
贈
答
し
あ
っ
た
こ
と
も
あ
る
王
品

務
(
四
六
五

i
五
二
二
)
に
「
傷
乞
人
詩
」
と
い
う
作
品
が
あ
る
。

比
較
の
針
象
と
し
て
次
に
掲
げ
る
。

少
年
代
ム
扶
轍

じ
土

ιιJ
叩け
4
1
J
3片
}

サ

hJY存
¥
日
に
パ

萩
葎
不
能
照

自
顧
非
好
行

乞
立
欲
包
議

務
君
款
出
向

わ

だ

ち

ま

も

少
年
よ
り
空
し
く
轍
を
扶
り

自
首
に
し
て
党
に
溝
に
填
ま
ら
ん
と
す

護
席
何
に
出
り
て
か
足
た
さ
ん

め
ま
が

萩
葎
周
く
す
る
能
わ
ず

γ小

自
ら
一
腕
て
好
ろ
し
き
行
な
い
に
非
ざ
れ
ど
も

ま

は

乞
う
て
且
た
議
ず
か
し
さ
を
包
ま
ん
と
欲
す

君
が
款
尚
の
間
を
務
し

同
国
此
段
勤
剛
山
此
の
段
勤
の
酬
を
冒
す

何
遜
の
「
柳
作
百
一
鰹
」
の
詩
は
、
全
額
に
ベ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク

で
は
あ
る
が
、
震
士
階
層
の
不
安
な
運
命
を
掠
き
え
て
い
る
と
い
う

べ

き

で

あ

ろ

う

。

(

山

形

大

理

講

師

〉

?註
¥戸ノ

O

中
関
科
卒
院
文
同
学
研
究
所
縞
「
中
関
文
事
史
」
は
、
梁
陳
時
代

の
最
も
優
秀
な
詩
人
に
江
濯
、
思
〈
均
、
陰
鐸
と
並
べ
て
何
遜
を
翠

げ
、
次
の
よ
う
に
批
評
し
て
い
る
。
「
他
的
作
品
不
算
多
、
担
不
乏

桂
川
4
4

式
的
詩
句
興
清
新
的
寛
境
。
他
控
長
子
刻
刻
寓
情
別
緒
、
也
中
一
智
子

描
寓
景
物
。
他
的
詩
在
作
風
上
輿
謝
跳
有
仲
間
相
似
、
担
比
較
卒
弱
。

以
格
調
方
面
君
、
他
比
永
明
作
家
吏
接
近
原
詩
。
:
:
:
」

。
小
尾
郊
一
氏
著
「
中
園
文
卒
に
現
わ
れ
た
自
然
と
自
然
観
i
中

世
文
与
を
中
心
と
し
て
i
」
は
、
何
遜
の
山
水
詩
の
特
色
を
、
そ
の

景
情
融
合
の
境
地
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
森
野
繁
夫
氏
稿
「
梁

の
文
事
集
顕
と
個
人
〈
一
〉

i
何
遜
に
つ
い
て
!
」
は
、
何
遜
の
詩

に
見
ら
れ
る
員
十
年
な
感
情
の
表
出
を
裏
門
文
士
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
の

切
買
な
感
情
の
吐
露
と
し
て
説
明
さ
れ
、
山
田
英
雄
氏
稿
「
何
遜
の

詩
風
」
は
、
何
遜
の
侍
記
を
詳
細
に
検
討
し
、
そ
の
後
半
生
第
二
期

以
降
に
お
い
て
潟
質
的
詩
風
か
ら
行
情
の
詩
風
に
締
換
し
て
ゆ
く
こ

と
を
論
託
さ
れ
て
い
る
。

。
離
舟
鑓
未
駆
・
別
一
生
悲
無
語
、
安
得
生
羽
毛
・
従
京
入
宛
許

ハ
賠
江
一
長
史
別
〉

。
無
関
生
沼
翰
・
千
問
中
一
暫
排
空
〈
掛
州
議
記
窓
鰐
別
)
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古
川
博
士
は
、
高
宋
の
蔦
立
方
の
「
韻
語
陽
秋
」
が
「
聯
作
百
一
鰻
」

の
詩
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
を
説
話
さ
れ
て
い
る
。
「
韻
語
路
秋
」
の

文
は
「
何
遜
亦
擬
百
一
般
、
一
助
謂
援
抑
制
問
桑
下
・
於
陵
拾
李
鱒
、
其

詩
一
百
十
字
、
恐
出
子
或
者
之
訟
に
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

(

4

)

 

何
遜
の
停
記
は
、
「
郡
部
書
」
器
四
十
九
文
同
学
停
お
よ
び
「
南
史
」
傘
立
一

十
一
一
一
何
承
天
体
に
あ
る
。
と
も
に
二
五

O
字
ほ
ど
の
短
い
も
の
で
あ

る。「
惑
文
類
緊
」
桂
一
一
一
十
五
人
部
十
九
・
「
初
問
中
記
」
巻
十
八
参
照
。

ハ
5
〉
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