
高
啓
の
古
楽
府
と
そ
の
周
蓬

一
、
李
白
と
高
啓

一
五
末
明
初
の
詩
人
高
啓
は
、
先
人
の
残
し
た
詩
歌
の
よ
き
侍
統
を

受
け
機
ぐ
こ
と
に
質
に
意
欲
的
で
あ
っ
た
。
彼
は
友
人
の
僧
遁
桁
の

詩
集
に
贈
っ
た
「
猫
脊
集
序
L

(

局
藻
集
径
二
)
に
お
い
て
、
「
夫
自

漢
貌
菅
鷹
市
降
、
社
市
民
之
外
、
諸
作
者
、
各
以
所
長
名
家
、
部
不

能
粂
也
。
勝
者
寝
此
一
抵
彼
、
各
部
所
唱
。
時
い
猫
行
者
、
場
輪
一
一
郷
、

部
欽
観
九
州
之
大
、
必
無
査
会
心
:
:
・
:
中
略
:
j
e
-
-
故
ル
骨
骨
恥

長
、
路
事
纂
擬
、
符
其
時
至
心
融
、
津
然
自
成
、
始
可
以
名
大
方
、
市

兎
夫
偏
報
之
弊
集
。
」
と
述
べ
、
過
去
の
文
亭
作
品
、
す
な
わ
ち
こ
こ

で
は
詩
歌
の
す
ば
ら
し
い
も
の
を
積
極
的
に
織
承
し
事
ば
ね
ば
な
ら

ぬ
と
強
調
す
る
。
文
中
の
「
翠
擬
ー
…
と
い
う
彼
の
態
度
は
、
二
間
後
の

前
後
七
子
の
提
唱
し
た
も
の
に
一
脈
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
川
、
ま
た

「
問
庫
金
書
締
日
提
必
要
レ
の
中
で
「
其
於
詩
、
擬
漢
税
似
漢
説
、
擬

六
朝
擬
六
朝
、
擬
庶
似
腐
、
擬
宋
似
宋
、
九
古
入
所
長
無
不
衆
之
。

振
元
末
織
穣
縛
麗
之
期
間
、
市
返
之
於
古
、
啓
寅
箆
有
力
。
然
行
世
太

中

山

至

明
快
折
太
速
、
未
能
鉛
鋳
料
提
化
自
潟
一
家
。
」
(
各
一
百
六
十
九
)

と
評
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
実
枚
・
蒋
士
錠
と
共
に
そ
の
詩
名
を
誕
わ
れ
て
乾
隆
の

三
大
家
と
稽
さ
れ
、
更
に
史
家
と
し
て
も
著
名
な
清
の
越
翼
は
、
そ

の
著
一
「
甑
北
詩
話
」
の
中
で
高
啓
と
李
自
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
、

特
に
柴
府
・
古
詩
に
お
い
て
高
幣
は
李
岳
か
ら
多
大
な
影
響
を
蒙
つ

@
 

て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
一
鱒
越
翼
の
こ
の
一
言
葉
は
、
何
を
一
意
味

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
周
知
の
如
く
、
近
鰻
詩
よ
り
も
よ
り
自

由
な
型
式
を
取
る
古
詩
で
は
い
ざ
知
ら
ず
、
策
府
に
限
っ
て
い
え

ば
、
同
一
柴
府
題
の
下
に
作
ら
れ
た
作
品
に
は
過
去
か
ら
の
大
き

な
制
約
が
仲
う
。
そ
の
制
約
と
は
漢
貌
以
来
開
一
の
柴
府
題
に
よ
っ

て
作
ら
れ
た
、
ほ
ぼ
そ
の
主
題
を
等
し
く
す
る
柴
府
作
品
群
が
存
在

す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
昭
一
紫
府
題
の
下
に
制
作
さ
れ
た
柴
府

作
品
の
大
部
分
は
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
主
題
を
一
に
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
の
援
な
制
約
の
下
で
高
務
は
李
白
を
ど
の
よ
う

( 25 ) 



に
良
川
概
的
に
綿
一
本
し
て
い
る
の
か
、
撒
別
府
題
を
一
つ
の
軸
と
し
て
考

察
し
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
高
椋
が
李
白
と
向
一
の
梁
府
題
を
使
用

し
て
作
品
を
作
っ
て
い
る
場
合
、
高
幹
は
李
白
以
前
の
同
一
題
名
の

柴
府
作
品
と
比
較
し
て
、
の
ど
の
よ
う
な
溺
創
的
部
分
、
作
品

の

主

題

又

は

そ

の

地

で

い

る

か

と

い

う

黙

に

法

認

し

て
み
よ
う
と
思
う
。

1[:1 

の
柴
府
作
品
数
で
あ
る
が
、
宋
刊
本

の
雛
府
作
品
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
も
の
否
四
十

の
金

J

閣
が
編
集
し
た
…
青
山

し
て
分
類
さ
れ
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の

官
、
高
時
間
十
一
首
と
な
る
。

以
上
の
高
幹
と
李
白
が
題
名
を
同
じ
く
し
て
い
る
一
の
柴

府
作
品
を
比
較
し
て
み
る
と
、
ま
ず
李
自
の
柴
府
作
品
に
一
散
わ
れ
て

い
る
主
題
が
、
李
白
以
前
の
も
の
と
し
て
「
換
府
詩
集
」
中
に
記
載

さ
れ
た
同
一
柴
府
題
の
作
品
と
比
べ
て
、
調
自
な
も
の
で
あ
り
、
高

段
は
そ
の
貼
で
李
自
に
倣
っ
て
い
る
も
の
が
見
出
せ
る
。
一
例
と
し

て
上
留
悶
レ
を
翠
げ
よ
う
。

の

上二
留
B3 

て
上
留
自
に

孤
墳
何
ぞ
時
蝶
た
る

孤
墳
科
婦
際

積
此
高
古
恨

悲
風
間
法
来

民
間
司
リ
止
と
て
的
}

f
n
μ
計
2
・北

1
3
f
¥
人、、レい
4
4
M
b
G
F
ι

t
メ
方
仕
事
釘
長

獣
走

栢
山
之
禽
別
離
苦

欲
去
問
朔
不
能
征

東
校
鮪
額
四
校
柴

此
の
高
古
の
恨
み
を
積
み

春
卒
復
た
生
せ
ず

悲
風
間
違
よ
り
来
た
り

腸
は
断
つ
白
楊
の
聾

借
問
す
誰
が
家
の
地
ぞ

埋
設
す
高
里
の
鐙

古
老
余
に
向
っ
て
一
一
一
一
口
ふ

蓬
科
馬
議
今
己
に

4

平
ら
か
な
る
も

し
て
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他
人
此
に
於
て

一
鳥
死
し
て

獣
走
っ
て

板
山
の
禽
は
別
離
苦
し
く

去
ら
ん
と
欲
し
て
問
朔
征
く
能
は
ず

田
氏
倉
卒
骨
肉
分
れ

ん
一
…
円
天
自
信
紫
荊
を
擁
く

交
一
識
の
木
は
本
間
形

東
校
は
額
顎
し
て
商
校
は
柴
ゆ



無
心
之
物
向
如
此

参
…
間
前
乃
尋
天
兵

孤
竹
延
陵

一
議
図
揚
名

河
川
'
哨
川
山
政
品
川
名
門

1
L
L¢
v引
山

ν
ζ
i(

問
題
)

有
弟
兄
不
見
憐

上
留
問

行
泣
念
彼
先
人

弟
寒
衣
不
蔽
身

上
向
問
団

と
認
出

無
心
の
物
す
ら
向
ほ
此
の
如
し

参
稀
胡
ぞ
乃
ち
天
兵
を
尋
ぬ
る

孤
竹
延
段

閣
を
譲
っ
て
名
を
揚
ぐ

高
風
は
縮
遜
と
し
て

一
制
波
は
激
清
た
り

尺
布
の

い
で
聴
く
能
は
ず

上行上弟
議 く 間 有
田ゆ EE る
くも
泣兄
し、 tこ
て憐
彼ま
のれ
先ず
ノ、
を
ぷ込

~ 

て
衣
身
を
蔽
は
ず

上
部
田

兄
は
寓
み
出
づ
る
に
華
軒
に

ト
一
留
問

死
し

ら
ず

で

は

に

つ

い

て

桜

豹

の

吉

今

注

を

引

上
寝
間
と
は
地
名
で
あ
り
、
そ
の
地
に
父
母
の
死
後
己
れ
の
弟

育
し
な
い
兄
が
あ
り
、
隣
人
達
は
そ
の
弟
の
た
め
に
悲
歌
を
作

っ
て
兄
を
調
刺
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
李
白
の
こ
の
作
品
は
、

詰
主
が
上
留
田
へ
行
き
、
老
人
に
そ
こ
に
墓
の
あ
る
所
以
を
尋
ね
、

そ
こ
か
ら
彼
の
思
い
は
ふ
く
ら
み
、
兄
弟
は
相
和
し
て
い
く
べ
き
で

あ
る
こ
と
を
述
べ
る
も
の
で
あ
り
、
兄
弟
へ
の
戒
め
と
も
い
う
べ
き

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
針
し
て
李
自
に
先
行
す
る
作
品
、
貌
文
一
帝
、

陵
機
、
謝
一
露
連
一
、
梁
衛
文
一
帝
の
作
品
吋
上
留
回
行
い
は
全
く
そ
の
中

で
兄
弟
に
関
す
る
こ
と
を
歌
つ
て
は
お
ら
ず
、
李
白
は
彼
の

上
留
自

我
行
見
此
古
墳

上
留
日

何
翻
観

上
向
開
田

人
生
執
無
弟
見

上
帝
出

上
留
田

郡
人
之
歌
悲
不
可
向

上
留
問

上
留
自

我
行
き
て
こ
の
古
墳
を
見
る

一
に
何
ぞ
叡
翻
た
る

上
A

岡
田

人
生
執
れ
か
弟
昆
無
か
ら
ん

爾
濁
り
大
義
敦
か
ら
ず

上
寝
間

都
人
の
歌
悲
し
く
し
て
開
く
可
か
ら
ず
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想
像
力
で
、
彼
の
時
代
に
も
停
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
兄
弟
不
和

の
話
を
ふ
く
ら
ま
せ
た
の
で
あ
り
、
特
に
弟
が
死
ん
で
も
兄
が
葬
っ

て
や
ら
な
か
っ
た
と
い
う
話
は
、
古
今
践
の
一
言
葉
と
比
べ
て
も
、
全

く
李
自
の
濁
創
で
あ
る
。
潟
啓
は
李
白
の
作
品
を
受
け
、
話
主
が
上

初
問
問
ヘ
行
っ
た
こ
と
、
弟
が
死
ん
だ
に
も
拘
ら
ず
兄
は
葬
っ
て
や
ら

な
か
っ
た
こ
と
、
更
に
李
白
と
閉
じ
最
終
聯
に
兄
弟
不
和
を
誠
刺
す

る
歌
を
開
き
た
く
な
い
と
歌
う
こ
と
、
ま
た
み
孟
腕
と
札
て
兄
弟
へ
の

戒
め
の
歌
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
李
'
自
に
倣
う
。

こ
の
よ
う
に
本
T
臼
が
「
柴
府
詩
集
」
中
に
お
け
る
先
行
作
品
に
糾
問

し
て
主
題
の
部
で
新
て
い
る
も
の
に
、
高
啓
が
倣
っ
た
も

の
と
し
て
は
、
他
に
「
従
軍
行
」
「
相
逢
行
同
特
進
酒
」

が
翠
げ
ら
れ
よ
う
。

さ

て

李

白

の

々

に

し

て

主

題

の

面

で

そ

れ

以

前

の

作
品
に
比
し
て
新
一
意
を
出
す
こ
と
が
あ
る
と
は
い
う
も
の
の
、
や
は

り
全
鱒
と
し
て
見
れ
ば
先
行
の
作
品
の
主
題
に
規
制
さ
れ
て
い
る
も

の
の
方
が
議
か
に
多
い
。
次
に
翠
げ
る
「
有
所
思
」
は
以
上
の
よ
う

な
制
約
の
下
で
、
李
白
が
詩
的
技
巧
あ
る
い
は
構
成
の
商
で
一
新
一
怠
を

出
し
た
も
の
を
、
高
啓
が
機
承
し
事
ん
だ
と
思
わ
れ
る
一
例
で
あ

る。

母

容
所
思

我
思
仙
人

李
白

我
仙
人
を
思
う

乃
在
碧
海
之
東
偶

海
装
多
天
風

自
波
連
山
倒
蓬
翠

長
鯨
噴
湧
不
可
捗

撫
心
廷
証
涙
如
珠

酉
来
青
烏
東
飛
去

願
寄
一
堂
開
謝
腕
姑

(
問
題
)

有
所
思

今
安
在

昔
年
選
我
菊
翠
袈

箆
中
久
間
間
鈴
光
彩

宛
如
一
柳
仙
在
競
洲

乗
棒
欲
至
風
引
舟

同
心
之
人
乃
離
間

滋
我
鹿
此
将
何
求

乃
ち
碧
海
の
東
隅
に
在
り

海
塞
く
し
て
天
風
多
く

白
波
山
を
連
ね
て
蓬
査
を
倒
さ
ん
と
す

長
鯨
噴
湧
捗
る
可
か
ら
ず

心
を
撫
し
悲
恋
と
し
て
一
課
珠
の
如
し

西
来
青
鳥
東
に
飛
び
去
る

願
は
く
は
一
書
を
寄
せ
て
蹴
姑
に
謝
せ
ん

思
う
所
あ
り

今
安
く
に
か
在
る

煙
霧
沼
沼
と
し
て
高
海
を
踊
つ

昔
年
我
に
努
翠
の
袈
を
遺
る

能
中
久
し
く
閉
じ
て
光
彩
を
鈎
す

宛
も
紳
仙
の
誠
洲
に
在
り
て

一
様
に
乗
じ
て
歪
ら
ん
と
欲
す
れ
ど
も
風
舟

を
引
く
が
如
し

同
心
の
人
乃
ち
離
臨
す

あ
あ
我
こ
こ
に
慮
り
て
絡
た
何
を
か
求
め

( 28 ) 

ん

こ
の
「
有
所
思
い
は
六
朝
の
人
々
に
特
に
も
て
は
や
さ
れ
た
柴
府



題
の
一
つ
で
あ
り
、
巻
十
七
に
は
階
以
上
の
作
品
と
し

て
二
十
一
首
官
記
載
し
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
主
と
し
て
男
女
の
思
慕

の
情
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
李
白
は
そ
れ
を
受
け
、
曾
い
た
く
と

も
脅
え
な
い
人
を
思
慕
す
る
気
持
を
、
海
中
の
烏
に
い
る
榊
仙
を
見

る
こ
と
が
遭
わ
ぬ
よ
う
だ
と
い
う
階
鳴
を
用
い
て
お
り
、
高
啓
も
ま

た
同
様
の
明
仏
怖
を
用
い
て
そ
れ
を
詠
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
高
啓
が
李
白
を
そ
の
詩
的
技
巧
あ
る
い
は
構
成
の

国
で
事
ん
で
い
る
も
の
に
は
、
地
に
「
烏
夜
精
」
「
調
不
見
」
「
部
郡

才
人
嫁
鶏
断
養
卒
婦
一
「
君
子
有
所
忠
行
」
が
襲
。
け
ら
れ

る。
き
て
前
述
し
た
如
く
李
白
は
往
々
に
し
て
同
一
…
架
府
題
の
下
に
作

ら
れ
た
先
行
す
る
作
品
に
比
し
て
、
そ
の
主
題
に
お
い
て
一
耕
一
意
を
出

す
が
、
柴
府
題
そ
の
も
の
に
お
い
て
も
ま
た
彼
濁
自
の
題
名
を
創
作

す
る
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
李
自
の
使
用
し
て
い
る
柴
府
題
が

「
柴
府
詩
集
」
の
中
で
は
、
最
も
古
い
作
例
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
存

⑦
 

在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
高
啓
は
こ
の
鮎
で
も
李
白
を
機
承
し
、

そ
の
ま
ま
そ
の
操
府
題
を
使
用
し
た
も
の
が
あ
る
。
「
溶
陽
防
」
「
少

年
行
」
「
寒
下
出
」
が
そ
れ
で
あ
り
、
内
容
的
に
は
李
自
の
濁
自
性
に

高
棒
、
が
狂
信
し
て
作
っ
た
と
思
わ
れ
る
作
品
は
ほ
と
ん
ど

な
い
が
、
し
か
し
最
古
の
作
例
と
し
て
、
こ
れ
ら
の

た
場
合
に
な
ん
ら
か
の
形
で
李
白
を
意
識
し

の
と
jヨヨ
JじJ

jつ
れ
，Q 

o "、

結
局
李
自
・
山
内
斡
の
柴
府
作
品
の
中
で
題
名
の
共
通
す
る
も
の
三

十
問
題
の
内
、
上
述
し
た
如
く
十
四
の
同
じ
柴
府
題
の
下
で
作
ら
れ

た
李
自
の
作
品
が
、
様
々
な
形
で
高
啓
の
柴
府
作
品
に
影
響
を
及
ぼ

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
同
一
柴
府
題
に
お
け
る
柴
府
作

品
の
四
割
近
一
く
は
、
高
啓
が
な
ん
ら
か
の
形
で
李
白
を
継
承
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
柴
府

作
品
に
お
い
て
は
過
去
か
ら
の
大
き
な
制
約
が
幹
う
の
で
あ
り
、
そ

の
制
約
を
充
分
に
受
け
つ
つ
も
賠
の
李
自
の
作
品
に
こ
れ
ほ
ど
多
く

傾
斜
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
漢
貌
六
朝
以
来

の
柴
府
の
侍
統
の
中
か
ら
「
幕
僚
」
す
べ
き
E
一
大
な
卦
象
と
し
て
李

白
を
意
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

二
、
楊
維
禎
・
部
基
・
徐
貢

唐
代
以
降
久
し
く
等
閑
祝
さ
れ
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な

か
っ
た
古
柴
府
は
、
元
代
後
期
に
至
っ
て
再
び
日
の
日
を
見
る
。
現

存
す
る
元
人
及
び
明
一
初
の
人
々
の
詩
文
集
の
中
で
古
楽
府
が
多
数
見

出
さ
れ
る
も
の
は
、
私
が
調
査
L
た
範
闘
で
は
、
高
啓
三
一
一
一
一
一
一
六

i
一
三
七
四
〉
の
的
、
楊
維
禎
三
二
九
六

i
一
三
七

O
〉
貝
現

(
一
二
九
七
i

一
三
七
九
)
戴
良
(
一
一
一
一
一
七
i
二
ニ
八
一
三
部
基

(
二
三
一

i
一
一
一
一
七
五
)
徐
寅

(
?
i
一
一
一
一
七
九
〉
借
選
前
(
一

@
 

一一一一一一五

i
一
四
一
九
)
の
そ
れ
で
あ
る
。
彼
等
の
中
で
も
詩
人
と
し

て
昔
時
最
も
天
下
に
昭
一
俸
さ
れ
た
者
は
断
江
の
楊
維
棋
で
あ
り
、
一
五
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末
か
ら
明
初
に
か
け
て
の
ほ
ぼ
間
十
年
間
、

地
位
を
占
め
た
。
彼
の
柴
府
を
一

み
よ
う
。

持
進
摺

歌
央
娘

糟
床
暗
酬
明
落
紅
雨

指
導
的
な

態
度
と
比
較
し
て

設
に
凶
を
報
じ

殺
に
喜
び
を
報
、
ず

願
は
く
は
君
高
樹
連
理
を
成
せ

階
鳥
夜
夜
八
九
子

家

の

し

て

移

さ

使

むん

越
婦
舞
い

央
娘
歌
う

糟
床
暗
唱
と
し
て
紅
雨
落
ち

し
て
魂
霜
飛
ぶ

⑨
 

の
本
歌
は
六
朝
宋
の

験
を
本
に
し
て
作
っ
た
と
さ
れ
る
が
二
紫
斑
詩
住
所
載
の

は
ほ
と
ん
ど
男
性
を
想
う
女
性
の
心
を
詠
じ
て
お
り
、
高
砂
け
も
そ
れ

に
倣
う
。
だ
が
楊
維
植
は
こ
の
詩
の
前
で
「
古
柴
府
烏
夜
略
者
、
宋

主
義
慶
妓
安
報
赦
之
詞
。
予
魚
補
之
、
荷
少
見
規
誠
之
義
一
声
。
」
と
述

べ
る
如
く
、
こ
の
架
府
の
一
ア

1
マ

を

「

規

誠

を

表

わ

す
も
の
と
し
て
い
る
。

ま
た
後
に
壊
、
げ
た
「
路
選
酒
」
は
、

勘不玉金
君得千千
乗牧む;霊
燭拾
飲蹄
此寅
鯵腸

ー
'-ノ

て
客
に
嘗
め
ん
こ
と
を
勧

む

坐
す

高
談
大
掃
洪
鍾
撞
く

牧
拾
し
て
黄
腸
に
蹄
す
る
を
得
ず

君
に
勤
む
掲
を
葉
り
て
此
の
鰯
を
飲
め

君
見
ず
や

東
家
の
牙
審
問
未
だ
手
を
股
せ
ず

夜
半
妻
床
よ
り
起
き
ず

日
に
十
千
場
に
飲
ま
ざ
る
を
悔
ゆ

( 30 ) 

に
依
れ
ば
「
飲



沼
放
歌
の
齢
」
「
鴻
を
過
ご
す
こ
と
へ
の
戒
め
」
或
は

の
瀦
宴
を
紋
述
し
た
も
の
い
で
あ
り
、
更
に
李
自
に
至
っ
て
「
人
間

の
一
生
は
一
瞬
の
関
に
流
れ
去
る
も
の
で
あ
り
、
寓
費
名
諜
も
死
の

前
で
は
凡
て
虚
し
い
が
故
に
、
そ
の
つ
か
の
ま
の
生
を
酒
ぴ
た
り
で

過
ご
す
こ
と
こ
そ
員
の
歎
架
で
あ
る
し
と
い
う
歌
い
振
り
が
始
ま

り
、
後
の
李
賀
ま
た
高
段
も
そ
れ
に
倣
う
。
そ
れ
に
潤
し
て
楊
維
棋

は
、
こ
の
詩
の
後
に
「
此
詩
刺
富
荷
俄
者
。
蓋
亦
山
有
稿
、
子
有

酒
食
、
何
不
日
鼓
恋
。
宛
其
死
也
、
宮
人
入
窓
之
一
意
也
。
L

と
い
う
記

載
が
あ
る
如
く
、
あ
ま
り
過
去
の
作
品
に
着
自
し
そ
れ
に
拘
わ
る
こ

と
は
な
い
c

以
上
の
よ
う
に
楊
維
棋
の
柴
府
に
針
す
る
姿
勢
は
、
高

啓
の
寸
過
去
の
作
品
か
ら
の
停
統
を
受
け
機
、
ぎ
つ
つ
、
そ
の
よ
り
良

い
も
の
を
事
擬
す
る
い
と
い
っ
た
態
度
と
逆
の
方
向
を
示
し
、
ア
過
去

の
作
品
か
ら
の
規
制
に
さ
ほ
ど
拘
泥
せ
ず
、
自
己
の
一
一
芯
を
自
由
に
歌

い
出
す
い
と
い
う
態
度
が
見
出
さ
れ
る
。
ま
た
こ
こ
で
注
は
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
一

i

尚
一
川
夜
暗
い
で
ぺ
少
見
規
誠
之
義
一
五
」
と
述

べ
、
ぺ
路
選
潜
」
で
は
「
此
詩
刺
富
市
俄
者
。
レ
と
記
載
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
彼
の
柴
府
に
は
風
刺
或
は
道
徳
へ
の
い

せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
楊
緋
棋
に
見
出
さ
れ
る
以
上
の
よ

で
あ
る
。
…
仰
と
し
て

〉
ノ。

君
不
見

1:1 

化
作
猛
虎
形
機
脱

衣
裳
側
帯
換
毛
定

怒
牙
出
吻
自
関
電

祇
憾
化
心
不
化
身

君
見
ず
や

こ
と
七
日

化
し
て
猛
虎
と
作
り
形
、
臨
舵

衣
装
備
帯
毛
尾
に
換
は
り

被
席
を
棄
置
し
て
茅
茨
に
眠
る

怒
牙
吻
よ
り
出
で
目

昨
日
般
前
に
相
ひ
咲
話
す
る
に

に
一
定
は
ん
や
今
朝
化
し
て
虎
と
偽
る
を

あ
あ
世
上
氾
廿
に
た
り
虎
に
化
す
る
の
人

心
を
化
し
て
身
を
化
せ
ざ
る
べ

し

( 31 ) 

-
宋
の
謝
恵

の

み

な

内

務

に

虎

の

こ

と

は

歌

わ
ず
、
虎
を
詠
じ
る
よ
う
に
な
る
の
は
韓
愈
か
ら
で
あ
り
、
李
賀
は

比
し
て
風
刺

T

を
作
っ
て
い
る
が
、
劉
基
は
牛

ら
歌
、
一
こ
し
て
、
世
上
一
般
の
人
々
の

い
、
己
も
ま
た
そ
う
な
る
か
も
知

る。

も

哀
が
虎
に
化
し

お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
た

れ
ぬ
と
い
う
恐
れ
を
こ
め

次
に
も
う
一
仰
と
し
て

の

を
翠
げ
て
お
こ
う
。



長
相
思

在
況
湘

九
疑
之
山
欝
蒼
蒼

落
日
虎
鴨
風
飛
揚

欲
往
従
之
水
無
航

仲
尼
有
徳
商
不
用

松
柏
操
折
続
生
讃

長
相
思

断
人
腸

長
相
思

況
判
仰
に
在
り

九
疑
の
山
欝
と
し
て
蒼
蒼

青
天
蕩
蕩
と
し
て
林
木
一
階
し

落
日
虎
噺
き
風
飛
揚
し

往
き
て
こ
れ
に
従
は
ん
と
欲
す
れ
ど
水
に

ふ
ね航

無
し

但
だ
見
る
荊
腕
山
の
如
く
長
き
を

長
相
思

人
腸
を
断
つ

(
誠
意
伯
文
集
巻
之
十
〉

は
本
来
「
男
を
思
う
女
心
」
を
歌
う
も
の
で
あ

る
が
、
劉
基
の
作
品
は
舜
・
屈
原
・
孔
子
・
孟
子
の
如
き
「
世
を
救

わ
ん
と
す
る
翠
賢
を
慕
う
心
」
を
歌
う
。
こ
の
よ
う
に
劉
基
に
あ
っ

て
も
、
楊
維
棋
の
自
ざ
し
た
方
向
、
「
過
去
の
作
品
か
ら
の
規
制
に
さ

ほ
ど
拘
泥
せ
ず
、
自
己
の
一
意
を
自
由
に
歌
い
出
す
い
ま
た
「
風
刺
或

は
道
徳
へ
の
著
し
い
志
向
」
と
い
う
態
度
が
窺
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
っ
過
去
の
作
品
か
ら
の
博
統
を
受
け
線
、
ぎ
つ
つ
、
そ
の

こ
の

よ
り
良
い
も
の
を
墓
擬
す
る
」
と
い
っ
た
高
啓
の
態
度
は
孤
立
し
た

も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
蘇
州
北
郭
の
十
友
の
一
人
と
し
て
高

啓
と
共
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
る
徐
寅
の
作
品
に
は
、
高
幹
と
同
様
な

柴
府
に
糾
問
す
る
姿
勢
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

彼
の
作
品
の
中
か
ら
「
上
留
田
」
を
壊
、
げ
そ
の
一
例
と
し
よ
う
。

上
留
田

羽
翼
備
不
能
飛

上
留
回

上
留
国

銭
其
兄
者
知
不
知

上
留
白

父
母
既
浸
鞠
者
誰

上
寝
間

羽
翼
偏
な
れ
ば
飛
ぶ
能
は
ず

上
留
田

車
輪
車
な
れ
ば
安
ん
ぞ
馳
す
可
け
ん

弟
有
り
弟
有
り
裳
く
旦
つ
凱
ゆ

( 32 ) 

上父上
帝母 留 の
田続出兄
に震
設る
し者
鞠t 知
ふな る
者や
は 女日
誰ら
ぞず
やや

(
北
郭
集
程
一
〉

前
述
し
た
如
く
「
上
留
悶
」
が
兄
の
非
情
を
風
刺
し
た
作
品
と
な

る
の
は
李
白
か
ら
で
あ
り
、
徐
煮
は
そ
れ
に
倣
う
。
ま
た
一
勾
置
き

に
「
上
留
悶
」
と
合
い
の
手
を
入
れ
る
詩
型
は
、
高
勝
と
閉
じ
に
貌

菅
六
朝
の
諸
人
に
倣
う
。



と
こ
ろ
で
高
砂
及
び
徐
粛
の
も
見
料
の
柴
府
に
は
相

違
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
彼
等
ぷ
の
典
型
と
す
る
も
の
斗
事
擬
」

し
た
針
象
が
風
刺
の
歌
で
あ
っ
た
が
故
に
彼
等
の
作
品
も
ま
た
風
刺

の
歌
と
な
っ
た
に
過
、
き
ず
、
楊
維
禎
・
劉
装
、
が
過
去
の
作
品
に
拘
泥

せ
ず
自
ら
風
刺
の
歌
を
作
っ
た
と
い
う
態
度
と
ば
、
根
本
的
に
異
な

っ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上
述
べ
て
き
た
如
く
、
勝
代
以
来
久
し
く
等
閑
視
さ
れ
ほ
と
ん

ど
手
す
さ
び
に
過
ぎ
な
か
っ
た
古
柴
府
は
、
充
代
後
期
に
至
っ
て
再

び
隆
盛
と
な
り
、
そ
し
て
柴
府
に
部
す
る
ニ
楼
の
態
度
が
現
わ
れ
て

い
る
。
・
次
に
古
柴
府
が
元
代
後
期
に
筆
っ
て
何
故
に
盛
ん
に
な
っ
た

の
か
、
ま
た
そ
れ
に
劉
す
る
一
一
様
の
態
度
が
な
ぜ
現
れ
た
か
と
い
う

黙

に

つ

い

て

て

み

た

い

Q

一
一
一
、
古
巣
府
の
復
活
と
詩
人
達
の
ニ
様
の
態
度

一
万
人
の
多
く
が
唐
を
詩
に
お
け
る
大
き
な
典
型
の
一
つ
と
し
て

め
た
の
は
、
そ
の
中
期
以
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
至
元
二
年
三
一
一
一

O
九
)
に
袈
庚
季
間
関
に
よ
っ
て
楊
載
の
詩
集
に
書
か
れ
た
つ
翰
林
楊

仲
弘
詩
集
序
い
に
、
「
詩
自
三
百
篇
以
還
、
至
唐
部
議
律
大
敗
日
。
今
人

作
詩
、
以
蔚
唱
。
L

と
そ
の
あ
り
さ
ま
が
窺
わ
れ
、
ま
た
敵
陽
玄
の

「
羅
舜
奨
詩
序
い
に
「
延
祐
三
一
一
二
回
i

一
一
一
一
二
七
)
以
来
京
師

の
諸
名
公
は
貌
督
癒
を
宗
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
と
述
べ
て
い

る
如
く
、
一
克
代
中
期
以
後
に
な
っ
て
多
く
の
人
々
に
着
目
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
一
克
人
は
「
近
時
間
学
者
、
於
詩
無
作
期
日
、
作
期
五
一
言
、
必

⑫
 

蹄
黄
初
、
歌
行
楽
府
七
一
一
一
一
問
、
新
歪
盛
蔚
。
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
如
く
、

盛
農
を
事
ぶ
べ
き
封
象
と
な
し
、
更
に
は
杜
荷
を
そ
の
頂
黙
と
す
る
。

で
は
杜
甫
は
何
故
そ
の
頭
貼
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
濃

集
の
至
正
一
万
年
ハ
ご
一
一
四
一
)
の
著
述
で
あ
る
「
曹
土
開
漢
泉
漫
築

向
」
に
お
い
て
「
以
第
一
二
百
倍
胸
中
、
夫
子
濁
取
乗
務
好
徳
之
一
輩
、
以

潟
知
選
。
蓋
非
同
学
問
、
期
不
足
以
得
其
性
情
之
正
、
未
可
以
一
一
一
一
口
詩

也
。
英
次
期
如
唐
杜
子
美
之
詩
、
或
謂
之
詩
史
者
、
議
可
以
観
持

政
、
而
論
治
道
也
に
と
述
べ
る
如
く
「
詩
史
」
と
し
て
時
の
政
治
を

観
察
し
世
を
治
め
る
道
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
更
に
は
楊
維

棋
が
「
世
稀
老
杜
潟
詩
史
、
以
其
所
著
備
見
時
事
。
予
謂
老
杜
非
置

紀
事
史
也
。
春
秋
之
法
也
。
:
;
:
:
中
略
:
:
;
:
雌
然
老
杜
量
有
志

於
春
秋
者
。
詩
亡
、
然
後
春
秋
作
、
翠
人
値
其
時
、
有
不
容
己
者
。

杜
亦
熱
。
」
と
遮
べ
る
如
く
最
も
貴
ぶ
べ
き
経
典
の
一
つ
で
あ
る
詩
経

を
縫
ぐ
も
の
と
し
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
杜
帯
を
同
学
ぶ
た
め
に
は
ど
の

よ
う
な
方
法
が
取
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
張
以
寧
(
二
エ

0

7
一一一一七

O
)
が
「
章
子
杜
者
、
心
木
之
於
二
南
風
雅
、
幹
は
於

漢
貌
柴
府
古
詩
、
市
枝
葉
之
以
菅
宋
湾
梁
衆
作
、
間
後
杜
可
幾
也
。
」

と
記
す
よ
う
に
詩
経
、
漢
貌
の
柴
府
・
吉
詩
、
菅
宋
部
門
梁
の
詩
作
を

向
学
ぶ
こ
と
で
あ
り
、
漠
貌
の
柴
府
は
そ
の
幹
と
し
て
壌
ぶ
べ
き
大
き
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な
一
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
て
い
た
。
こ
の
詩
経
の
正
統
な
繕
承
者
と
し
て

の
社
捕
を
亭
ぶ
場
合
、
模
、
貌
の
蹴
別
府
は
大
き
な
位
置
を
占
め
る
と
い

う
意
識
が
、
充
代
後
期
に
古
繁
府
の
隆
盛
に
な
っ
た
一
因
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
感
蔚
の
頂
黙
と
し
て
の
詩
人
は
杜
甫
の
み
で
あ
っ
た
の

か
。
そ
の
集
に
古
楽
府
を
多
く
牧
め
、
ま
た
楊
維
禎
の
親
し
い
友
人

で
も
あ
っ
た
貝
噴
は
「
詩
感
於
緒
向
失
。
盛
唐
之
詩
、
縛
李
太
自
社

少
俊
市
止
。
:
・
:
:
:
中
略
:
;
;
:
子
佐
野
積
二
柴
田
玩
。
其
九
期
約
乎

お

情
、
商
反
之
正
、
表
一
裂
騒
風
、
市
薄
乎
雅
顔
。
」
と
李
杜
を
並
稽
し
、

い
づ
れ
も
詩
粧
を
織
ぐ
も
の
と
し
て
い
る
。
ま
た
張
以
寧
も
「
詩
子

唐
続
五
在
家
、
調
李
杜
氏
翠
然
潟
之
冠
。
近
代
諸
名
人
、
類
宗
杜
氏

冊
問
中
溝
、
事
卒
者
何
其
甚
鮮
也
。
嘗
織
論
杜
鯨
問
中
、
荷
精
義
入
…
柄
、

故
賦
多
於
北
開
門
1
以
漣
二
雅
。
李
鯨
才
、
市
入
妙
悟
天
出
、
故
比
輿

多
賦
、
以
機
関
風
。
い
と
李
杜
を
等
債
値
の
も
の
と
し
て
認
め
、
李

白
は
詩
絞
閤
閣
内
を
機
承
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
更
に
自
ハ
墳
は

「
共
五
一
一
一
一
日
七
一
一
一
一
間
近
般
、
必
擬
杜
甫
、
其
歌
謡
柴
府
、
必
擬
李
白
。
い

と
い
う
者
の
存
在
を
も
指
摘
す
る
。
楽
府
を
作
る
場
合
に
李
自
に
傾

倒
す
る
と
い
っ
た
態
度
は
前
述
し
た
高
啓
に
も
明
確
に
現
わ
れ
て
お

り
、
ま
た
表
額
的
に
で
は
あ
っ
て
も
元
米
の
薩
都
刺
、
楊
維
棋
が
李

⑮
 

自
に
傾
斜
す
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、
李
自
に
針
す
る
寧

敬
傾
斜
が
彼
の
最
も
得
意
と
し
た
古
操
府
を
、
一
丹
び
元
代
後
期
以
降

に
蘇
ら
せ
た
一
関
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
元
代
後
期
に
お
け
る
古
柴
府
の
隆
盛
は
、
以
上
二
つ
の
原

因
に
依
つ
て
の
み
諜
生
し
た
詳
で
は
な
い
。
古
柴
府
そ
れ
自
践
の
存

在
の
一
意
義
を
人
々
が
認
識
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
楊
維
棋
に
よ

れ
ば
「
余
在
呉
下
時
、
興
、
水
嘉
李
孝
光
論
古
人
一
意
。
余
回
、
づ
:
:
:
:
。

後
之
得
意
者
、
惟
古
柴
府
部
耳
。
』
李
公
以
余
言
魚
是
、
途
紹
興
唱
和

古
柴
府
肘
断
。
好
事
者
俸
於
海
内
、
館
関
諸
老
以
信
用
李
楊
柴
府
出
而
後
、

③
 

始
補
元
詩
之
鉄
、
泰
定
文
風
、
震
一
之
一
顔
。
L

と
記
す
如
く
、
古
柴

府
こ
そ
古
人
の
一
意
を
権
ぐ
も
の
と
す
る
考
え
で
あ
り
、
ま
た
友
人
張

雨
三
二
七
七
i

一
三
六
五
)
が
彼
の
詩
集
に
鱈
っ
た
「
楊
廉
夫
古

柴
府
序
」
で
「
三
百
篇
市
下
、
不
失
比
興
之
旨
、
惟
古
柴
府
矯
近
。
」

と
述
べ
る
如
く
、
詩
経
三
百
篇
の
停
統
を
引
き
織
ぐ
も
の
と
し
て
で

あ
っ
た
。
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で
は
楊
維
棋
は
古
柴
府
及
び
詩
経
を
、
ど
の
よ
う
な
函
で
よ
り
強

一
認
識
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
の
門
人
呉
復
は
師
の
十
日
柴
府
に
付
し

た
序
の
中
で
「
夫
柴
府
出
風
位
之
襲
、
布
問
問
時
病
俗
、
陳
善
問
邪
、

勝
輿
風
雅
並
行
部
不
停
、
別
問
先
生
詩
旨
也
。
」
と
時
の
病
俗
を
憂
え
、

普
を
漣
べ
邪
を
閉
ざ
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
詩
経
に
艶
し
て

楊
縦
横
は
、
前
述
し
た
「
犠
湘
集
序
い
の
中
で
「
コ
一
百
篤
、
以
六
義

見
識
料
。
い
と
述
べ
、
更
に
先
議
し
た
彼
の
「
梧
渓
詩
集
序
」
で
、

詩
粧
を
織
法
す
る
最
高
の
詩
人
と
認
め
た
杜
甫
の
詩
を
春
秋
に
擬
し

て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
彼
は
道
線
及
び
そ
れ
を
寅
現
せ
ん
が
た



め
の
風
刺
の
文
昭
と
し
て
古
柴
府
、

と
考
え
ら
れ
る
。

の

の
意
義
を
見
出
し
て
い
た

し
た
態
度
は
、
観
基
に
お
い
て

も
明
確
で
あ
り
、
某
人
が
彼
に
針
し
て
「
詩
貴
自
遇
、
部
好
筋
論

刺
、
無
乃
不
可
乎
。
い
と
問
う
た
答
に
「
詩
何
倍
m
稲
作
邪
。
民
審
問
、

詩
一
一
一
岳
山
。
ト
子
夏
目
、
詩
者
、
十
一
ゆ
之
所
之
也
。
上
以
風
化
下
、
下
以

@
 

風
刺
上
、
主
文
部
論
棟
、
一
一
一
一
向
之
者
無
罪
、
開
之
者
足
以
戒
に
と
辿

べ
る
も
の
を
そ
の
一
例
と
す
る
。

次
に
ω
叫
が
府
に
削
到
す
る
楊
維
禎
た
ち
の
も
う
一
つ
の
態
度
、
す
な
わ

ち
つ
過
去
の
作
品
か
ら
の
規
制
に
さ
ほ
ど
拘
泥
せ
ず
、
自
己
の
一
意
を

自
由
に
歌
い
出
す
。
」
と
い
っ
た
姿
は
ど
こ
か
ら
生
じ
て
き
た
の
だ

ろ
う
か
。
楊
縦
棋
は
「
或
問
、
詩
可
響
乎
。
日
、
詩
不
可
以
撃
潟
也
。

詩
本
情
性
、
有
性
此
有
情
。
有
情
此
有
詩
。
:
:
:
:
中
略
:
:
:
:
・
詩

③
 

之
所
出
者
、
不
可
以
無
事
也
己
と
述
べ
、
詩
の
外
形
的
な
技
術
を
亭

ん
だ
と
こ
ろ
で
、
詩
が
作
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
自
己

の
情
性
の
陶
冶
が
先
決
問
題
で
あ
る
と
し
、
更
に
ぺ
後
之
人
執
筆
陣

吟
、
模
朱
披
白
、
以
魚
詩
、
向
魚
有
詩
也
裁
。
故
纂
擬
愈
~
側
、
而
去

@
 

古
愈
透
。
い
と
記
し
、
詩
を
生
み
出
す
結
紳
の
作
用
を
章
一
ん
じ
、
外
形

上
の
法
則
を
軽
く
見
る
以
上
は
、
先
人
の
表
現
を
模
擬
し
た
と
こ
ろ

で
、
却
て
逆
数
果
で
あ
る
と
す
る
。
以
上
の
よ
う
に
彼
等
の
築
府
に

お
け
る
自
由
な
歌
い
ぶ
り
は
、
「
味
付
一
は
続
性
に
本
づ
く
い
と
い
う
思
考

か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

最
後
に
高
啓
の
「
過
去
の
作
品
か
ら
の
俸
統
を
受
け
織
ぎ
つ
つ
、

そ
の
よ
り
良
い
も
の
を
慕
探
す
る
」
態
度
で
あ
る
が
、
無
論
そ
れ
は

冒
頭
に
上
げ
た
「
濁
議
集
序
」
の
、
「
必
兼
師
衆
長
、
随
事
事
擬
」
し

て
こ
そ
員
の
詩
が
完
成
す
る
と
い
う
考
え
に
本
づ
く
も
の
で
あ
る
。

た
く
み

だ
が
彼
の
根
底
に
あ
る
も
の
は
「
詩
は
工
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
己

と
い
う
一
意
識
で
あ
り
、
そ
の
「
育
郎
子
歌
」
に
き
っ
ぱ
り
と
表
現
し

て
い
る
如
き
あ
ら
ゆ
る
世
間
の
常
識
規
範
を
顧
み
や
す
、
た
だ
ひ
ら
す⑫

 

ら
に
「
工
な
る
詩
」
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
姿
で
あ
る
。
彼
が
「
缶

鳴
集
序
」
に
「
古
人
之
詩
、
不
審
一
意
市
錦
之
也
。
園
風
之
作
、
渡
於

性
情
之
不
能
己
、
量
以
潟
務
哉
。
後
世
始
有
名
家
者
、
一
事
於
此
而

不
他
。
疲
弾
心
…
柳
、
蒐
郡
物
象
、
以
求
工
於
一
一
一
口
語
之
問
、
有
所
得
意
、

別
歌
吟
路
舞
、
蹴
中
世
之
可
柴
者
、
不
足
以
易
之
。
深
瞬
間
篤
好
、
難
以

之
取
踊
、
身
権
問
一
巡
、
市
不
忍
駿
。
謂
之
惑
非
敗
。
余
不
幸
而
少
有

是
好
に
と
述
べ
る
の
は
そ
の
一
例
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
詩
粧
を
象

た
く
み

徴
と
す
る
俸
統
的
思
想
を
無
税
し
、
「
工
」
を
一
一
一
一
口
語
の
間
に
求
め
る
懇

術
至
上
主
義
的
な
態
度
が
窺
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
彼
が
杜
甫
を

最
高
の
詩
人
と
し
て
認
め
る
理
由
は
、
詩
粧
の
正
統
な
継
承
者
と
し

て
で
は
な
く
、
詩
の
あ
ら
ゆ
る
「
工
い
を
保
持
し
た
詩
人
と
し
て
栴

賛
す
る
の
で
あ
り
、
ま
た
李

p

臼
も
古
柴
府
に
お
け
る
に
達
し

得
た
詩
人
と
し
て
傾
倒
す
る
の
で
あ
る
。

( 35 ) 



以
上
の
如
く
一
万
末
に
お
け
る
吉
柴
府
は
杜
・
李
が
詩
艇
を
織
承
す

る
と
認
識
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
自
鶴
が
詩
艇
を
機
一
本
し
た
も
の
と
の
一
意

識
に
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
お
け
る
楊
維
棋
等
の
風
刺
及
び

過
去
に
拘
束
さ
れ
な
い
態
度
は
、
詩
鰻
風
刺
の
侍
統
及
び
「
詩
本
於

情
性
」
と
い
う
思
考
か
ら
後
生
し
、
高
啓
の
模
擬
或
は
「
工
」
を
求

め
る
姿
勢
は
、
詩
艇
か
ら
決
別
し
た
勢
術
至
上
主
義
か
ら
議
し
た
も

の
な
の
で
あ
る
。

〈
京
華
一
商
業
高
校
講
師
)

設

③
郭
紹
提
若
「
中
間
文
事
批
一
社
史
」
ニ
八
七
i
二
八
八
頁
。

⑧
臨
北
詩
話
各
八
「
李
育
連
詩
、
従
米
有
能
的
ナ
之
者
、
推
育
郎
興
之
梢
上

下
、
不
惟
形
似
、
而
艮
榊
似
。
青
蓮
柴
府
及
五
台
、
多
主
紋
事
、
不
著
議

論
、
護
用
古
人
窓
在
骨
一
悶
外
之
法
、
比
古
詩
正
鵠
也
。
育
郎
柴
府
及
擬
古
十

一一首
:
:
j
i
-
-
中
略
:
:
:
:
:
:
此
正
問
党
準
青
蓮
蕗
。
:
:
:
:
:
:
」

⑥
こ
の
中
に
は
題
名
が
少
々
異
っ
て
も
、
主
題
が
類
似
す
る
も
の
、
例
え

ば
李
自
は
「
子
夜
呉
歌
」
、
高
啓
は
「
閉
夜
間
時
歌
」
と
す
る
も
の
な
ど

も
含
め
た
。

⑨
雌
別
府
詩
集
程
一
一
一
十
八
「
古
今
嫌
鋒
問
、
王
需
産
技
鋒
有
上
留
期
行
、
今

不
歌
。
桜
豹
古
今
注
目
、
上
向
問
問
、
地
名
也
。
人
有
一
父
母
死
、
不
字
其
孤

弟
者
。
隣
人
潟
其
弟
作
悲
歌
、
以
風
其
兄
。
」

⑤
高
啓
が
一
勾
置
き
に
「
上
向
間
関
L

と
合
い
の
手
を
入
れ
る

帯
、
普
段
機
、
宋
謝
媛
湿
の
詩
作
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
。

⑥
李
大
自
集
で
は
つ
古
有
所
思
レ
、
柴
府
詩
集
巻
十
七
で
咋

に
作
る
。

説
文

⑦
こ
の
こ
と
は
蛍
時
の
柴
践
と
深
い
探
り
を
持
つ
の
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で

は
背
て
鰯
れ
な
い
。

⑧
楊
維
槙
「
鍛
崖
古
柴
府
」
問
問
(
現
「
清
江
良
先
生
詩
集
」
戴
良
「
九
援
山

房
柴
」
劉
基
一
一
ー
誠
一
託
拍
文
集
」
徐
賞
「
北
郭
集
」
僧
週
一
怖
「
逃
薩
子
詩
集
」

⑨
柴
府
詩
集
程
四
十
八
「
庶
書
紫
志
日
、
烏
夜
補
者
、
宋
臨
川
川
王
義
援
所

作
也
。
一
苅
嘉
十
七
年
、
役
割
U

城
主
義
康
於
諜
章
。
義
盛
時
信
用
江
州
、
査
鎖

相
見
雨
明
穴
。
文
一
帝
開
而
怪
之
、
徴
還
宅
。
大
器
。
佼
妾
夜
開
烏
夜
時
韓
、

相
粛
閤
去
、
明
日
鮭
有
赦
。
其
年
改
筋
商
売
州
刺
史
。
間
此
作
歌
。
」

⑩
柴
府
詩
集
巻
十
六
「
古
語
日
、
将
準
酒
、
乗
太
白
、
大
略
以
飲
酒
放
歌

u

混
一
宮
問
。
山
本
何
承
天
勝
進
酒
篇
日
、
勝
進
酒
、
慶
三
朝
、
備
繁
躍
、
薦
嘉
肴
、

別
昔
日
朝
禽
準
酒
、
立
以
濡
首
荒
志
潟
戒
。
若
探
昭
明
太
子
一
声
、
洛
陽
軽
薄

手
、
但
絞
遊
柴
飲
酒
而
日
。
L

-O
土
中
十
粛
文
集
各
八
「
我
一
五
延
一
筋
以
来
、
禰
文
日
盛
、
京
師
諸
名
公
、
成
宗

刑
判
官
庶
、
一
去
金
宋
季
世
之
弊
、
而
趨
於
雑
正
、
詩
五
一
襲
、
近
於
古
。
」

⑬
)
欧
陽
玄
、
支
驚
文
集
程
入
、
市
向
可
詩
序
。
ま
た
文
中
に
「
査
一
五
問
、

山
林
遺
者
一
広
云
」
と
あ
る
か
ら
こ
の
文
章
は
一
生
元
元
年
ハ
一
一
一
一
一
一
一
五
〉
以

後
に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑬
道
関
車
十
日
銀
程
一
一
一
十
一
}
一
。

ゆ
東
縫
子
文
集
巻
七
、
柄
換
詩
集
序
、
五
正
十
九
年
(
一
一
一
一
一
九
九
〉
の
作

で
み
の
る
。

場
翠
日
付
柴
各
一
一
一
、
馬
易
之
金
議
集
序
。

⑮
清
江
口
付
(
先
生
文
集
各
一
、
乾
坤
清
一
説
序
。

⑮
翠
界
集
者
三
、
釣
魚
軒
詩
集
序
。

ゆ
清
江
日
〈
先
生
文
集
径
一
一
十
八
、
現
議
集
序
。

命
中
関
文
化
議
書
、
文
明
史
二
四
回
瓦
の
小
架
英
一
氏
の
所
説
に
よ
る
。

骨
東
維
子
文
集
巷
十
一
、
浦
湖
集
序
。
な
お
文
中
に
泰
定
と
あ
る
が
そ
わ
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元
年
は
一
一
日
一
ニ
四
年
で
あ
る
。

⑫
誠
意
伯
文
集
各
五
、
王
原
品

⑫
楊
純
子
文
集
住
七
、
創
胡
即
日

窃
揚
純
子
文
集
巷
七
、
民
復
日

以
上
誌
⑫
噂
に
係
わ
る
鵠
所
山

五
十
頁
の
前
野
直
彬
氏
の
所
説
に
よ
る
。

@
舟
部
柴
谷
一
一

「
問
問
七
子
の
先
韓
」

( 37 ) 
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