
庚

「
思
蕎
銘
」

つ

北
照
の
詩
人
、
疾
信
(
五
ご
一
一
!
1
五
八
一
〉
の
集
に
、
我
々
は
現

在
十
二
首
の
銘
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

文
体
の
一
つ
と
し
て
当
時
の
選
集
「
文
選
」
の
三
十
九
の
分
類
に

も
含
ま
れ
る
銘
は
、
劉
艇
が
十
日
く
寅
帝
に
そ
の
起
源
を
求
め
る
こ
と

か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
ム
ハ
朝
期
ま
で
か
な
り
の
歴
史
を
も
っ
て
い

る
。
そ
の
継
承
知
間
の
長
さ
故
、
文
体
の
存
在
の
必
然
性
が
渇
れ
て

き
た
と
き
、
す
な
わ
ち
元
来
の
用
途
が
現
実
に
意
味
を
持
た
な
く
な

っ
た
と
き
、
文
体
の
性
質
上
、
傍
流
の
感
が
否
め
な
い
銘
も
、
他
の

諸
形
態
と
同
様
に
徐
々
に
姿
を
変
え
、
独
自
性
を
失
っ
て
い
っ
た
。

そ
し
て
六
朝
期
こ
そ
そ
う
し
た
傾
向
が
最
も
顕
現
し
た
時
代
で
あ

り
、
中
で
も
疾
信
の
存
在
は
銘
の
変
革
に
大
い
に
関
与
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

ま
た
、
従
来
の
疾
信
研
究
で
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
き
た
「
郷
関

の
思
」
ハ
「
関
東
巴
本
伝
〉
と
い
う
語
も
、
銘
の
一
品
目
「
忠
蕎
銘
」
の

検
討
が
、
そ
の
康
信
的
意
味
を
明
確
に
す
る
上
で
有
効
で
あ
る
こ
と

は
、
的
抗
議
の
「
是
篇
皆
共
郷
関
之
思
い
と
い
う
注
を
侯
た
な
い
で
あ

し、

て

中

野

ヰ菩

ろ
う
。こ

れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
従
来
の
庚
信
研
究
で
は
見
落
と
さ
れ
が
ち

で
あ
っ
た
銘
、
そ
の
中
で
も
「
思
欝
銘
」
が
、
庚
信
の
文
学
史
的
位

置
、
そ
し
て
詩
人
康
信
を
考
え
る
上
で
、
欠
か
せ
な
い
資
料
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

本
考
察
で
は
、
庚
信
の
銘
の
中
で
も
「
忠
喜
銘
」
を
中
心
と
し
て
、

そ
の
有
す
る
意
義
を
考
え
る
と
と
も
に
、
一
決
信
独
自
の
精
神
構
造
が

形
成
さ
れ
た
所
以
、
及
び
「
郷
関
の
忠
」
の
性
質
と
で
も
一
一
一
一
向
う
べ
き

も
の
を
、
よ
り
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
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文
体
の
一
で
あ
る
銘
に
つ
い
て
は
、
炭
信
よ
り
一
世
代
前
に
生
き

。i
q

f

た
劉
認
(
四
六
五
i

五
二

O
)
が
、
そ
の
著
「
文
心
離
龍
」
銘
簸
篇

で
述
べ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
概
論
的
部
分
、
す
な
わ
ち
銘
の
本
来

的
特
徴
に
言
及
し
て
い
る
部
分
を
次
に
引
こ
う
。

テ

ハ

ヲ

ズ

グ

タ

シ

ヲ

カ

ニ

シ

ヲ

プ

・
:
銘
者
名
也
。
叡
v
器

必

名

葉

。

正
v
名

審
v
用
、
貴
ニ
乎

婦
関
篠
↓
ハ
中
略
)
夫
簸
譲
二
於
官
一
銘
題
ニ
於
器
「
名
用
離



ナ

ル

ト

ハ

ニ

ゾ

ハ

も

っ

ぱ

ら

グ

ヲ

ユ

v
具

、

市

戒

質

問

。

綴

全

禦

v
遇
、
故
文
費
一
一
碗
切
↓

ヌ

ヲ

ユ

ハ

プ

ヲ

銘
栄
二
褒
讃
ペ
故
樫
資
ニ
弘
潤
一
・
:

こ
こ
で
述
べ
る
よ
う
に
、
銘
本
来
の
意
味
は
、

m
荷
物
に
名
づ
け
る

と
い
う
こ
と
だ
が
、
単
に
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
簸
と
の
共
通
の
目

的
、
自
身
を
鍛
戒
す
る
辞
を
刻
み
つ
け
る
、
と
い
う
こ
と
に
も
あ
っ

た
。
そ
し
て
銘
と
銭
と
の
差
異
は
、
そ
の
方
法
「
議
於
官
」
「
題
於

器
」
以
外
の
、
続
が
鍛
戒
と
い
う
方
向
に
の
み
機
能
す
る
の
に
対
し
、

銘
は
褒
讃
、
つ
ま
り
他
者
の
功
績
を
称
え
る
方
向
に
機
能
す
る
と
い

ハ
役
一
)

う
、
山
内
容
加
に
こ
そ
注
意
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
銘
の

褒
讃
と
い
う
機
能
が
後
に
銘
の
あ
り
方
を
変
え
る
一
つ
の
要
因
に
な

る
、
と
忠
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

劉
郷
の
生
き
た
時
か
ら
ほ
ぼ
三
百
年
の
後
、
中
唐
期
に
、
李
婦
の
、

依
頼
さ
れ
た
開
元
寺
の
鏡
銘
を
断
わ
る
書
が
今
に
残
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
、
当
時
の
銘
の
あ
り
様
が
批
判
さ
れ
て
い
て
、
ま
た
銘
の

〈
注
一
一
)

変
化
の
軌
跡
を
窺
う
こ
と
も
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
。

(
組
問
の
銘
は
唯
だ
記
す
器
が
兵
な
る
だ
け
で
、
意
と
一
一
一
一
口
と
は
皆
同

じ
で
あ
っ
た
)
近
代
の
文
士
は
別
ち
然
ら
ず
。
銘
を
為
り
碑
を
為

る
と
き
、
大
鋸
其
の
形
容
を
詠
む
。
古
人
の
為
る
所
に
異
な
る
有

り
。
其
れ
鍛
銘
を
作
ら
ば
則
ち
必
ず
其
の
形
容
と
、
其
の
声
音
と
、

き
ざ

其
の
財
用
の
多
少
、
銘
銘
の
勤
労
を
詠
む
の
み
。
功
徳
を
勤
み
誠

を
垂
れ
溶
か
}
勧
む
る
こ
と
を
為
す
に
非
ざ
る
也
。
:
・

こ
の
言
葉
は
、
劉
認
の
一
一
一
一
日
う
本
来
の
目
的
が
薄
れ
、
素
材
を
対
象

と
し
て
そ
の
外
観
を
詠
む
だ
け
の
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
、
銘
の
変

容
を
我
々
に
示
し
て
く
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
李
掬
の
生
き
た
中

唐
期
に
初
め
て
現
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
、
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
鑑
戒
と
い
う
機
能
が
素
材
〈
器
物
)
と
対
象
(
作
者
自
身
)
の

分
離
を
要
求
す
る
の
に
対
し
、
前
に
述
べ
た
褒
讃
と
い
う
機
能
が
、

対
象
を
器
物
に
と
る
こ
と
で
、
素
材
と
対
象
と
の
一
致
を
可
能
に
し

た
か
ら
で
あ
る
。
素
材
と
対
象
と
が
一
致
す
る
と
き
、
銘
は
李
期
の

品
一
一
日
う
よ
う
な
単
な
る
詠
物
の
文
に
、
そ
の
姿
を
変
え
て
い
っ
た
。

文
章
が
そ
の
機
能
を
失
い
、
自
己
目
的
性
を
前
面
に
押
し
出
し
始

め
た
と
き
、
作
品
の
眼
目
は
修
辞
に
移
行
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
銘
に

つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の
本
来
持
っ
て
い
た
機
能
よ
り
、
「
刻
み
つ
け

る
」
と
い
う
方
法
の
み
が
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
形
態

は
四
一
一
一
一
向
に
よ
る
詠
物
詩
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
に
、
限
り
な
く
近
づ

い
て
い
く
。
そ
し
て
そ
れ
が
極
端
な
形
で
現
わ
れ
た
の
は
、
や
は
り

他
と
同
様
、
修
辞
美
を
最
高
善
と
す
る
思
潮
が
主
流
の
、
ふ
ハ
初
期
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
。

炭
信
の
十
二
首
の
銘
の
う
ち
、
梁
の
筒
文
帝
と
問
題
の
作
二
首
を

含
む
連
作
の
山
銘
六
首
は
、
侃
璃
に
よ
れ
ば
す
べ
て
が
梁
宮
中
の
小

山
を
詠
じ
た
も
の
だ
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
銘
と
は
題
さ
れ
て

も
、
数
人
の
詩
人
が
集
ま
り
、
テ
ー
マ
を
決
め
て
、
共
通
の
索
材
で
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こ
と
自
体
、
驚
異
的
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
様
式
の
発
展
と
い
う
一
部
か
ら
す
れ
ば
、
古

詩
が
近
体
詩
へ
と
洗
練
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
、
銘
に
お
け
る
統
一

と
完
成
を
表
わ
す
も
の
な
の
だ
ろ
う
が
、
ま
た
銘
が
六
朝
期
に
、
既

に
人
間
の
生
と
の
結
び
つ
き
を
断
っ
た
、
修
辞
技
巧
と
着
想
の
奇
抜

さ
と
を
中
核
と
す
る
「
作
品
」
に
変
化
し
て
い
た
こ
と
を
も
示
す
だ

の

ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
表
現
は
、
「
釆
を
鈍
き
、
文
を
檎
ベ
、

物
を
体
し
て
志
を
写
す
也
」
(
「
文
心
離
龍
」
詮
斌
篇
〉
と
さ
れ
る
賦

の
担
当
す
べ
き
も
の
に
近
づ
い
て
い
る
と
も
言
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
銘
の
変
化
は
、
数
字
の
上
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
厳

可
均
「
全
上
古
一
一
一
代
秦
漢
一
一
一
国
六
抑
制
文
ー
を
検
索
す
る
と
、
銘
は
五
百

十
余
首
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
二
百
三
十
首
前
後
は
、
三

国
六
朝
期
の
も
の
で
あ
り
、
散
伐
と
期
間
の
多
寡
を
考
慮
す
る
と
、

上
古
三
代
と
漢
を
合
わ
せ
た
二
百
八
十
首
前
後
に
比
べ
て
か
な
り
少

な
く
な
っ
て
い
る
、
と
言
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
銘
と
い
う
形
式

自
体
表
徴
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
内
容
を
「
文

苑
英
華
」
の
分
類
①
紀
徳
②
塔
廟
③
山
川
④
楼
観
⑤
器
用
⑥
雑
銘
に

従
っ
て
み
て
み
れ
ば
、
銘
の
発
生
当
初
は
①
が
大
多
数
を
占
め
て
い

た
の
が
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
②
以
下
が
優
勢
と
な
っ
て
ゆ
く
の
が

わ
か
る
。
例
え
ば
、
梁
末
か
ら
唐
代
の
文
を
纂
め
た
「
文
苑
英
華
j

一

で
は
、
収
録
す
る
七
十
九
替
の
銘
の
う
ち
、
①
に
分
類
さ
れ
て
い
る
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の
は
わ
ず
か
三
首
の
み
で
あ
る
。
数
的
変
化
だ
け
で
な
く
、
質
的
変

化
も
確
実
に
進
行
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
劉
拠
も

v

y

'

f

h

γ

ケ

シ

タ

し

ず

ム

ナ

リ

然
失
一
宮
之
選
議
開
側
、
康
器
之
制
久
治
。
所
コ
以
簸

グ

ヲ

ル

ル

コ

ト

ナ

ル

九

コ

ト

ユ

銘

寡
v
用
、
牢
v
施
ニ
後
代
刊
(
銘
銭
)

と
述
べ
て
、
そ
の
数
的
変
化
を
質
的
変
化
で
解
釈
し
て
い
る
。

次
に
銘
の
題
に
つ
い
て
み
よ
う
。
銘
の
題
は
本
来
内
容
が
何
で
あ

れ
、
銘
文
を
刻
み
つ
け
る
器
物
の
名
、
例
え
ば
金
入
、
鼎
等
、
を
取

っ
て
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、
内
容
が
事
物
の
描
写
を
主
に
す
る

も
の
へ
と
傾
い
て
ゆ
く
に
従
い
、
題
も
描
写
対
象
の
名
を
と
る
傾
向

が
強
ま
る
。
中
に
は
、
山
銘
の
よ
う
に
、
刻
み
つ
け
る
素
材
又
は
碑

ハ
法
五
)

を
立
て
る
場
所
と
、
描
写
す
る
対
象
と
が
一
致
す
る
場
合
も
あ
る
が

こ
れ
は
景
物
描
写
を
第
一
義
と
す
る
作
品
に
多
く
み
ら
れ
る
。

政
信
の
銘
、
十
二
首
中
十
一
首
ま
で
が
対
象
描
写
に
意
を
尽
し
た

作
品
で
、
そ
の
題
名
も
仏
禽
銘
、
谷
銘
、
山
銘
、
万
銘
等
、
描
写
対

象
を
具
体
的
に
指
し
示
し
て
い
る
。
「
文
苑
英
華
」
で
は
②
!
⑤
に

収
録
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
「
行
部
山
銘
」
と
同
様
、
修
辞
が

勝
り
、
六
朝
期
の
銘
の
一
傾
向
を
代
表
す
る
一
端
に
置
か
れ
る
べ
き

内
容
を
、
そ
れ
ぞ
れ
も
つ
。

し
か
し
残
り
の
一
「
思
欝
銘
」
は
、
こ
れ
ま
で
み
た
、
ど
の
銘
と

も
傾
向
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
。
後
に
触
れ
る
で
あ
ろ
う
内
容
は
、

で
χ
苑
英
翠
」
が
⑥
雑
銘
に
分
類
す
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
如

く
、
異
質
な
も
の
で
あ
る
し
、
題
名
自
体
他
に
類
を
み
な
い
。

例
え
ば
、
厳
可
均
の
前
掲
書
に
お
い
て
も
、
こ
れ
以
前
に
同
様
の

抽
象
的
標
題
が
み
あ
た
ら
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
以
後
も
惰
の
釈
僧

珠
「
信
心
銘
」
が
自
に
つ
く
程
度
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
と
て
も
、

鑑
戒
性
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
題
と
い
え
よ

。

〉

勺

/

そ
も
そ
も
「
思
葎
」
と
い
う
一
ア

1
マ
は
、
疾
信
以
前
に
は
、
銘
の

文
体
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
c

「
思
蕎
銘
」
は
、

そ
の
「
山
陽
車
馬
望
別
郊
門
」
「
山
陽
相
送
権
余
故
人
」
と
い

う
表
現
か
ら
、
「
文
選
」
巻
十
六
友
傷
に
載
せ
る
晋
の
向
子
期
「
思

ハ
法
六
〉

奮
斌
」
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
又
、
「
忠
奮
」
に

類
す
る
も
の
と
し
て
「
感
奮
賦
」
(
曹
癒
)
、
「
懐
奮
賦
」
ハ
潜
岳
)
、

「
蹄
蕎
賦
」
(
張
協
)
、
な
ど
の
題
を
も
っ
作
品
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

ハ
校
七
)

き
る
が
、
こ
れ
ら
が
す
べ
て
賦
の
形
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
、
従
来

「
思
欝
」
と
い
う
テ
i
マ
は
「
賦
」
の
文
体
を
も
っ
て
表
わ
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
決
し
て
銘
で
は
扱
わ
れ
る
こ
と
の
な
い

テ
1
マ
で
も
あ
っ
た
。

で
は
何
故
庚
…
一
倍
は
、
斌
で
な
く
銘
と
い
う
形
式
で
表
現
し
た
の
だ

ろ
う
か
。
そ
の
理
由
の
一
つ
に
、
こ
れ
ま
で
み
た
、
賦
が
元
米
も
つ

外
物
描
写
の
機
能
を
賦
も
担
当
す
る
よ
う
に
な
る
に
従
い
、
斌
の
本

来
の
機
能
、
「
鍛
戒
い
「
祝
日
以
」
を
喪
失
し
て
、
賦
と
銘
の
義
兵
が
総
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少
し
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
だ
が
こ

れ
は
、
作
品
が
銘
の
形
を
と
っ
た
当
然
性
の
説
明
に
は
な
っ
て
も
、

必
然
の
説
明
、
す
な
わ
ち
な
ぜ
賦
の
形
を
と
ら
な
か
っ
た
の
か
、
の

説
明
に
は
な
る
ま
い
。
そ
こ
で
そ
れ
以
外
の
要
因
を
尋
ね
る
に
は
、

賦
と
銘
が
本
来
志
向
す
る
表
現
上
の
差
異
、
ま
た
方
法
上
の
差
異
、

等
に
若
討
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、

作
品
自
体
が
苧
む
内
在
的
要
閣
に
つ
い
て
、
次
に
明
ら
か
に
す
べ
く

試
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

一一

「
思
慈
銘
」
は
、
韻
を
踏
ま
な
い
の
部
分
、
郎
官
五
十
字
前

後
、
韻
を
踏
む
「
銘
」
の
部
分
、
百
七
十
六
字
か
ら
な
る
、
比
較
的

長
文
の
作
品
で
あ
る
。に

は
、
こ
の
作
品
の
成
立
年
代
と
制
作
動
機
を
物

語
る
次
の
一
文
が
お
か
れ
る
。

歳
在
二
括
提
「
児
一
層
一
監
徳
ペ
梁
故
競
寧
侯
議
、
氷
卒
。

鳴
呼
哀
哉
。

「
摂
挺
」
と
は
、
太
歳
、
が
寅
に
あ
る
こ
と
で
、
周
の
年
号
で
明
帝

二
年
、
同
情
五
五
八
年
に
あ
た
る
。
下
文
の
「
監
徳
」
は
正
月
の
こ

と
、
一
本
で
は
に
作
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
五
月
の
こ
と
で

あ
る
。

の

こ
の
年
は
、
五
四
八
年
に
勃
発
し
た
侯
景
の
乱
か
ら
十
年
目
、
北

府
と
陳
が
建
関
し
た
五
五
七
年
か
ら
わ
ず
か
一
年
の
後
で
あ
る
。
こ

の
、
梁
が
滅
び
て
間
も
無
い
年
、
混
乱
治
ま
ら
ぬ
時
期
に
友
人
蒲
永

を
失
っ
た
悲
し
み
は
、
「
鳴
呼
京
裁
」
か
ら
汲
み
と
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
こ
こ
に
は
、
後
に
多
産
す
る
墓
誌
銘
に
み
ら
れ
る
形
式
的
な
そ

れ
と
は
異
な
り
、
友
人
の
死
に
対
す
る
悲
し
み
と
、
生
ま
れ
育
っ
た

故
協
の
官
名
に
「
故
い
を
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
亡
間
の
悲
し
み
と
が

重
ね
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
次
の
部
分
に
よ

り
具
体
的
に
現
わ
れ
る
。

p

グ

ル

ユ

ヲ

ニ

ニ

ク

ノ

手
一
於
東
設
告
?
際
、
四
段
長
往
。
山
陽
車
馬
望
コ
別

ノ

ニ

ム

ヲ

郊
門
寸
穎
山
川
賓
客
迄
悲
一
一
松
路
叩
務
叔
夜
之
山
庭

ホ

F

〆

λ

ヲ

向
多
明
日
楊
柳
「
王
子
飲
之
蕊
怒
、
惟
鈴
ニ
竹
林
。
王

一

リ

ト

ノ

チ

レ

孫

葬

地

、

方

第

二

長

楽

之

官

一

烈

土

埋

魂

、

邸

是

ナ

ヲ

テ

シ

九

九

レ

パ

ヲ

路

軍

之

墓

。

昔

嘗

歎

宴

風

月

留

述

、

追

ス

憶

生

ヲ

タ

リ

ニ

ピ

ル

ル

ユ

ヲ

ニ

見

不
ぺ
宛
然
二
心
自
↓
及
一
ι

乎
乎
…
ニ
麹
秦
川
「
開
閉
河
抑
制
放
サ

リ

テ

ハ

ニ

一

一

日

フ

ル

ヲ

メ

ド

そ

降
二
乎
悲
谷
之
景
↓
質
有
一
一
変
v
生

之

情

一

美

酒

酌

駕

ホ

ヒ

ヲ

日

テ

ユ

ニ

フ

ヲ

猫
思
『
{
建
業
之
水
ペ

Jmw
琴

在
v
操
、
務
忠
一
一
華
亭
之
鶴
山

ネ

?

"

ハ

ノ

ヲ

γ
イ

重
ペ
篤
ニ
此
別
鳴
呼
亥
哉
。

「
至
於
東
首
告
辞
:
己
と
競
永
の
死
、
そ
し
て
残
さ
れ
た
自
身
の

悲
哀
に
つ
い
て
諮
り
始
め
た
康
信
は
次
に
「
背
嘗
敷
宴
:
・
」
と
楽
し

か
り
し
過
去
の
思
い
出
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
友
人
の
死
に
対
す
る

悲
哀
を
深
め
る
が
如
く
み
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
悲
哀
は
い
つ
の
ま
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に
か
「
及
乎

Jm趨
秦
川
:
己
と
に
対
す
る
も
の
に
変
わ
り
、
友

人
の
死
に
対
す
る
悲
し
み
と
関
を
失
っ
た
悲
し
み
と
が
混
然
と
し
て

分
か
ち
難
く
な
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
次
の
「
重
為
此
別
」
と

は
、
故
国
梁
と
瀧
永
の
二
者
に
つ
、
げ
る
別
れ
の
辞
で
あ
り
、
「
鳴
呼

京
哉
」
は
二
者
に
対
す
る
暢
出
入
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
思
蕎
銘
」
と
は
、

友
人
の
死
と
亡
閣
と
を
一
ア
!
?
と
す
る
哀
歌
な
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
言
う
瀬
、
水
と
は
、
父
が
、
衛
文
ぃ
常
識
織
の
第
十
子
部
揚
玉
佼

で
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
王
族
の
末
流
の
一
人
で
あ

〈
投
入
)

る
。
だ
が
そ
の
事
跡
は
、
ほ
と
ん
ど
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
庚
信

と
の
交
際
も
、
北
朝
は
一
一
お
う
ま
で
も
な
く
、
梁
朝
に
お
い
て
さ
え
、

ナ

リ

シ

ト

キ

シ

テ

リ

ス

シ

ヲ

ニ

こ
の
銘
が
「
熔
昔
臨
賞
、
提
携
一
前
歌
。
託
ニ
情
務
院
↓
風

ヒ

タ

リ

雲
初
得
」
と
記
す
こ
と
か
ら
察
し
得
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
前

に
み
た
如
く
、
梁
の
滅
亡
と
灘
、
氷
の
死
と
は
、
そ
の
時
期
の
近
さ
故

か
、
政
信
の
意
識
の
中
で
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
て
、
或
い
は
江
陵
が

陥
務
し
、
長
安
に
連
行
さ
れ
る
道
税
で
、
論
、
氷
は
死
の
原
因
で
あ
る

(
法
九
〉

ら
し
い
疾
病
を
被
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
も
さ
せ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
銘
の
性
質
上
銘
の
制
作
時
期
は
議
永
の

死
か
ら
、
さ
ほ
ど
離
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
蒲
永
の
卒
年

を
示
す
冒
頭
部
は
同
時
に
銘
の
制
作
時
と
も
な
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ

ば
、
こ
の
作
品
は
炭
信
北
選
後
の
最
も
早
い
時
期
に
制
作
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
冒
頭
で
、
謡
、
氷
と
梁
朝
に
対
す
る
悲
哀
を
提
示
し
た

炭
信
は
、
次
に
悲
哀
が
自
己
の
み
に
諜
せ
ら
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と

を
自
身
に
証
現
し
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
、
す
な
わ
ち
全
体
的
な

視
野
を
獲
得
す
る
こ
と
で
、
個
の
悲
哀
に
沈
潜
し
て
い
く
自
分
を

解
放
し
よ
う
と
す
る
か
の
如
く
、
悲
友
の
普
遍
性
を
論
誌
し
始
め

る。

タ

ル

ニ

a
兄

ノ

ニ

ル

人

之

戚

也

統

非

ニ

金

石

所

v
移

シ

ミ

，

ソ

ア

ラ

ン

ヤ

土

之

悲

也

寧

有

ニ

春

秋

之

兵

一

人
間
の
悲
哀
は
、
外
力
に
よ
っ
て
移
動
さ
せ
ら
れ
る
「
金
石
」
と

は
違
っ
て
、
自
己
の
意
志
で
は
如
何
と
も
し
難
く
、
「
春
に
女
は
患
い

秋
に
士
は
悲
し
む
」
(
准
南
子
)
と
い
う
士
大
夫
の
悲
哀
は
、
季
節

と
は
無
関
係
な
の
で
は
な
い
か
、
と
は
、
古
典
的
認
識
に
疑
問
を
提

し
た
仮
定
に
あ
た
る
部
分
で
あ
る
。

以
下
に
み
ら
れ
る
、
論
証
の
た
め
の
豊
富
な
先
例
は
、
一
つ
一
つ

疾
信
等
の
体
験
に
一
袋
打
ち
さ
れ
て
い
る
が
た
め
、
単
な
る
事
類
列
挙

の
弊
を
免
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
炭
信
と
古
人
の
感
情
は
交
錯
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

ユ

キ

テ

己

傾
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セ

ラ

レ

ニ

斡

主

孫

之

質

v

越

メ

ラ

ル

ニ

楚

公

子

之

留

v
秦

難
門
間
が
琴
を
携
え
、
に
会
見
し
て
践
者
必
滅
の
理
を
説

き
な
が
ら
琴
を
聴
か
せ
る
と
孟
嘗
君
が
私
は
亡
国
の
人
と
な
っ
た
よ

う
だ
と
言
っ
た
と
い
う
、
艇
部
の
「
新
論
」
に
拠
る
最
初
の
故
事

は
、
悲
京
が
亡
悶
と
不
可
分
の
点
に
於
い
て
庚
信
と
重
な
り
、
秦
始

山
援
を
撃
ち
損
じ
殺
さ
れ
た
刑
判
の
友
人
、
高
漸
離
が
筑
を
撃
ち
つ

つ
、
中
に
秘
し
た
銘
で
復
讐
心
を
図
っ
た
よ
う
に
、
校
信
も
友
人
を

失
っ
た
悲
し
み
に
ひ
そ
や
か
な
復
讐
心
を
抱
い
て
い
た
の
か
も
し
れ

な
い
Q

ま
た
競
永
を
失
っ
た
侠
信
の
悲
し
み
は
、
項
羽
が
虞
美
人
に

別
れ
、
李
陵
が
蘇
武
に
別
れ
た
時
の
悲
し
み
に
も
劣
ら
ぬ
も
の
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
し
、
斡
の
王
孫
、
楚
の
公
子
が
間
拘
留
に
捕
わ
れ
の
身
と

な
っ
た
よ
う
に
、
炭
信
も
北
朝
に
抑
留
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

こ
こ
に
列
挙
さ
れ
た
故
事
は
、
使
信
等
の
経
験
を
相
対
化
し
、
例

外
的
事
象
か
ら
普
遍
的
事
象
へ
と
高
め
る
役
割
り
も
果
し
て
い
る
。

己
れ
の
悲
哀
が
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
、
そ
の
悲

京
の
中
に
炭
信
は
落
ち
、
近
く
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

ク

ル

ユ

γ
イ
か
な

無
v
m
似
二
窮
秋
日
於
ν
時

悲

会

そ
し
て
最
後
に
、
「
悲
哉
秋
之
倍
肺
気
也
レ
(
楚
辞
〉
と
い
わ
れ
る
秋

に
限
ら
ず
、
悲
哀
は
そ
の
時
々
の
も
の
で
あ
り
、
現
在
も
そ
れ
は
あ

る
、
と
悲
哀
の
非
限
定
牲
が
結
論
づ
け
ら
れ
て
、
論
証
は
終
わ
る
。

こ
こ
に
開
陳
さ
れ
た
亡
国
1
鴎
旅
、
別
離
日
孤
独
の
悲
友
こ
そ
、

こ
の
作
品
の
テ
i
マ
な
の
だ
が
、
先
例
と
な
る
故
事
の
悲
哀
感
情
に

自
身
に
と
っ
て
の
意
味
を
見
出
し
、
悲
哀
を
無
条
件
に
肯
定
し
よ
う

と
す
る
庚
信
は
、
こ
の
後
も
自
己
の
悲
京
感
情
こ
そ
重
視
す
れ
、
具

体
的
事
実
を
詳
し
く
描
写
す
る
方
向
に
は
向
か
わ
な
い
。
そ
こ
に
こ

の
作
品
が
銘
の
形
を
と
っ
た
一
つ
の
要
問
が
見
つ
か
り
そ
う
で
あ

る
。
そ
こ
で
次
に
、
「
思
欝
銘
」
の
前
例
と
な
っ
た
「
思
欝
賦
」
と

の
比
較
を
通
し
て
、
そ
の
点
を
考
え
て
み
た
い
。

一一一

「
思
欝
賦
」
は
百
字
余
り
の
「
序
」
と
百
五
十
字
余
り
の
「
賦
」

ハ
校
十
)

と
か
ら
な
る
緩
い
作
品
で
、
詳
し
い
検
討
は
既
に
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
一
!
思
葎
銘
」
の
表
現
と
の
相
違
に
し
ぼ
り
、
比

較
し
て
み
た
い
。

先
ず
第
一
に
、
「
思
蕎
紙
」
が
よ
り
具
体
的
で
あ
る
の
に
対
し
、

「
思
蕎
銘
」
は
よ
り
観
念
的
な
傾
向
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、

制
作
の
契
機
と
状
況
に
つ
い
て
、
庚
信
は
具
体
的
に
何
も
一
一
一
一
口
わ
な
い

が
向
秀
は
締
部
に
わ
た
っ
て
具
体
的
、
客
観
的
に
描
こ
う
と
す
る
。

O
忠
蓄
銘
「
梁
故
観
寧
侯
議
永
卒
」

キ

テ

ニ

ニ

カ

ソ

ト

ノ

ヲ

O
思
蕎
斌
「
余
逝
持
一
一
酉
選
刊
経
ニ
其
奮
麗
吋
子
ド
時
日
薄
ニ

虞
淵
↓
霧
氷
凄
然
。
都
人
有
一
一
吹
v
笛
者
↓
護
v

川
ジ
-
ア
ニ

撃
参
売
。
議
コ
忠
義
昔
遊
宴
之
好
一
感
ν
一日阿部
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V テ
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ミl億

一一瞬

野河ヲ

之之以テ

論:汎ベ

跡ヲ僚ひなヲ

今今今今

援"線、;盆ュ

窮余ガU-l 旋へ

巷駕7揚反ヮ
テ

之乎之}帯

域奮北二

巌ヲ偶ュ居ヲ祖ク

グ

ニ

ヲ

又

テ

ク

胸
部
d

一

鳴

笛

之

様

慨

一

今

妙

絶

市

復

メ

テ

ヲ

レ

ニ

カ

ン

ト

ユ

ワ

テ

ヲ

兄

ヲ

停
v
駕

言

其

路

v
滋

今

滋

援

v
翰

市

潟

v
心

こ
の
よ
う
な
表
現
の
違
い
が
、
制
作
時
期
の
差
、
す
な
わ
ち
疾
信

の
銘
は
瀦
永
の
死
ハ
故
閣
の
滅
亡
)
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ぬ
時
点
に

作
ら
れ
、
向
秀
が
「
旧
居
」
を
過
っ
た
の
は
本
人
の
刑
死
か
ら
離
れ

た
時
点
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
図
っ
て
い
る
の
も
確
か
だ
ろ
う

が
、
も
っ
と
根
本
的
安
閑
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
差
異
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
友
人
の
詳
儲
に
つ
い
て
も
み
ら
れ
る
。

炭
…
仰
向
の
友
人
瀦
永
は
、
常
に
政
信
と
の
関
わ
り
の
中
で
し
か
と
ら

え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
向
秀
の
友
人
税
康
・
目
安
と
向
秀
の
関
わ
り

は
「
追
忠
義
背
遊
安
之
好
い
と
あ
ま
り
に
街
潔
で
観
念
的
な
も
の
で

し
か
な
い
。
だ
が
向
秀
は
彼
等
を
客
観
的
に
評
価
す
る
駁
を
も
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
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院
ω
y

ふ

ノ

リ

シ

ト

キ

リ

ス

シ

ヲ

経

資

提

…

川

獄

。

託

二

情

稿

氏

一

ヒ

夕

日

ル

ロ

ト

キ

モ

/

一

一

お

だ

や

カ

ニ

シ

テ

ツ

た

ア

初
得
。
有
v
瀦

如
v
鴻

移

混

旦

克

」

セ

リ

ピ

町

一

O
思

出

賦

「

余

興

二

穏

康

呂

安

一

止

接

近

。

人

誌

レ

ド

モ

ハ

ク

シ

テ

有
ニ
不
掘
削
之
才
サ
然
穏
志
遼
市
疏
。
呂
心

グ

デ

テ

ナ

リ

ヲ

ヲ

ル

セ

ハ

夕

、

頭

部

放

。

其

後

各

以

v
事

見
v
法
。
稀
薄
綜
ニ

ヲ

テ

得

m

一

ナ

日

技
嬰
ゴ
ナ
ニ
総
竹
一
特
妙
。
!
一
(
序
)

向
秀
が
、
抱
者
と
し
て
友
人
の
死
を
悲
し
む
の
に
対
し
て
、
庚
一
一
倍

は
自
己
の
幸
福
だ
っ
た
時
を
彩
る
人
物
と
し
て
、
議
永
の
死
を
嘆
く

が
如
く
で
あ
る
?
さ
ら
に
、
常
に
友
人
に
対
し
鮪
潔
で
抽
象
的
な
表

現
し
か
と
ら
な
い
疾
信
と
、
行
動
に
即
し
て
詳
細
か
っ
具
体
的
に
述

べ
る
向
秀
の
差
は
、
友
人
の
死
の
際
の
描
写
に
も
露
わ
に
な
る
。

n
y

グ

ル

ニ

ヲ

ニ

タ

O
忠
蕎
銘
「
辛
子
一
於
東
首
告
v
際

西

陵

長

往

」

ニ

グ

ニ

シ

ヲ

メ

テ

ヲ

ス

ヲ

O
思
葎
賦
「
防
御
v
嘗
γ

就
v
命
綴
コ
親
日
影
一
索
v
琴

而

弾

v
之」

こ
の
よ
う
に
、
と
も
に
友
人
の
死
を
テ
i
マ
と
す
る
政
信
と
、
向

秀
の
作
は
、
前
者
が
溝
、
氷
そ
の
人
に
つ
い
て
客
観
的
に
叙
述
す
る
こ

と
は
少
な
く
、
多
く
は
庚
信
自
身
と
関
係
し
た
主
観
的
立
場
か
ら
述

べ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
逆
に
、
向
秀
自
身
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て

は
抽
象
的
に
簡
潔
に
記
し
、
友
人
そ
し
て
友
人
の
死
も
合
め
全
体
に

客
観
的
立
場
か
ら
述
べ
て
い
る
、
と
一
…
…
一
向
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

で
は
次
に
、
両
者
に
み
ら
れ
る
、
・
自
身
の
夜
接
的
悲
哀
表
現
に
つ

い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

向
秀
自
身
の
夜
接
的
悲
泉
市
不
況
と
思
わ
れ
る
の
は
、

キ

メ

ル

ツ

ヲ

ム

ヲ

歎
日
…
黍
離
之
殿
山
v
周
今
悲
一
一
姿
秀
子
段
境
吋
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ヒ

ヲ

テ

ヒ

ヲ

シ

テ

テ

ス

惟
二
古
背
一
以
懐
ν
今

今

心

俳

締

以

路

の
み
で
あ
り
、
そ
の
割
合
は
全
体
の
十
分
の
一
税
度
に
す
、
ぎ
な
い
ば

か
り
で
な
く
、
そ
の
表
現
も
「
旧
友
を
思
う
悲
奈
の
感
情
も
誇
張
し

(
出
十
一
)

ょ
う
と
は
し
な
い
。
淡
々
と
し
て
い
て
、
客
観
的
叙
述
に
近
い
い
と

一
吉
わ
れ
る
冷
静
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
炭
信
の
作
品
の
一
部
、
例

え
ば
前
に
み
た
、
様
々
な
故
事
を
駆
使
し
て
緩
み
か
け
る
が
如
く
悲

友
感
情
を
前
面
に
押
し
出
し
て
く
る
表
現
と
比
べ
れ
ば
、
そ
の
制
作

姿
勢
の
違
い
は
明
ら
か
に
感
じ
と
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
を
要
す
る
に
、
「
忠
欝
賦
」
が
友
人
の
死
及
び
現
在
の
自

己
の
状
況
を
冷
静
、
客
観
的
態
度
で
具
体
的
に
描
写
す
る
、
叙
事
的

要
素
の
強
い
作
仰
山
で
あ
る
の
に
対
し
、
一
i

思
奮
銘
」
は
蒲
永
や
自
己

の
具
体
的
現
実
を
捨
象
し
て
、
自
身
の
悲
哀
感
情
の
表
自
に
表
現
の

中
心
が
あ
る
、
持
情
的
要
素
の
強
い
作
品
と
言
え
よ
う
。

或
い
は
こ
の
表
現
の
差
は
、
文
体
が
本
来
も
つ
傾
向
の
違
い
に
由

来
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
賦
」
は
建
安
以
来
形
式
的
に
は
短
少
化
さ
れ
、
内
容
的
に
は
符

情
性
が
多
分
に
導
入
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
本
来
的
な
形
は
や
は

り
、
漢
代
の
静
賦
が
追
求
し
た
、
佳
麗
な
修
辞
技
巧
に
よ
る
事
物
の

鋪
陳
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
「
銘
」
は
、
事
物
の
描
写

よ
り
偲
人
の
内
問
を
刻
み
つ
け
る
こ
と
に
そ
の
本
来
的
な
姿
が
あ
っ

た
こ
と
は
、
既
に
み
た
通
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
銘
」
と
は
、
そ
の

興
味
を
外
面
的
事
象
に
向
け
、
そ
れ
を
整
然
と
重
層
的
に
表
現
す
る

こ
と
を
基
本
と
す
る
の
に
対
し
、
「
銘
」
は
人
間
の
内
面
的
事
象
を

表
現
対
象
と
す
る
た
め
、
表
現
は
「
賦
」
の
よ
う
な
具
体
性
を
も
ち

得
ず
、
そ
の
た
め
過
度
に
観
念
的
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
考

え
る
と
、
自
己
の
姿
ま
で
客
観
視
し
、
多
少
の
回
顧
を
ま
じ
え
る
が

周
腐
の
状
況
を
具
体
的
に
描
写
し
て
、
基
本
的
に
作
品
を
流
れ
る
時

間
は
現
実
と
同
じ
く
整
然
と
ゆ
る
が
な
い
「
思
葎
賦
」
は
や
は
り

「
賦
ー
一
に
、
あ
く
ま
で
も
z
日
己
の
悲
哀
感
情
と
い
う
一
点
を
離
れ
ず
、

そ
れ
を
尺
度
に
現
実
の
事
象
を
表
現
す
る
た
め
、
全
て
が
観
念
的
に

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
「
忠
蕎
銘
」
は
や
は
り
「
銘
」
が
ふ
さ
わ
し
い

と
一
一
諮
問
え
な
い
か
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
も
、
炭
信
が
「
銘
」
の
形
を
と

ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
要
因
の
一
つ
と
な
ろ
う
。

だ
が
、
こ
れ
ま
で
に
み
た
賦
と
銘
の
形
式
的
接
近
、
銘
が
本
来
も

つ
写
情
的
側
面
以
外
に
、
さ
ら
に
切
実
な
理
由
が
炭
信
に
あ
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
を
、
「
周
査
一
日
」
の
所
謂
「
郷
関
の
思
」
が
多

数
の
北
方
流
寓
文
人
中
、
庚
信
に
特
に
み
ら
れ
た
と
い
う
、
従
来
あ

ま
り
問
題
と
さ
れ
な
か
っ
た
特
殊
性
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
康

信
の
持
情
の
立
場
を
、
表
白
す
る
悲
哀
の
性
質
と
と
も
に
明
ら
か
に

し
て
い
き
た
い
。
そ
れ
に
は
、
庚
信
と
外
在
的
状
況
が
最
も
類
似
し

て
い
た
文
人
を
比
較
の
対
象
と
す
る
の
が
適
当
だ
ろ
う
。
そ
の
比
較

対
象
を
王
褒
〈
五
一
回
!
五
七
七
)
に
と
り
、
「
郷
関
の
思
」
の
評
一
諮
に
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内
包
さ
れ
る
意
味
と
「
閉
山
葎
銘
い
と
の
関
係
を
次
に
述
べ
て
み
た
い
。

四

侯
景
の
乱
後
の
混
乱
に
、
北
地
に
送
ら
れ
て
、
今
に
残
る
北
照

詩
を
ほ
ぼ
炭
信
と
二
人
で
占
め
る
王
褒
は
、
当
時
か
ら
炭
信
と
そ

(
派
十
ご
〉

の
声
認
を
等
し
く
し
て
い
た
。
だ
が
庚
信
に
つ
い
て
史
伝
が
「
信

そ

ナ

リ

i

ニ

A

7

雌
ニ
位
望
通
額
一
常
作
二
郷
間
関
之
忠
こ
と
伝
え
る
の
に
対

タ

ピ

ニ

ヒ

ヲ

ル

ノ

タ

ル

ヲ

し
、
主
褒
に
対
し
て
は
「
褒
等
亦
設
荷
-
一
忠
昭
一
忘
一
一
其
議
抜
一

一
世
ど
と
正
反
対
の
見
方
を
し
て
い
る
。
同
じ
く
梁
と
い
う
故
国
を
失

な
い
、
敵
関
に
寄
寓
し
て
い
る
立
場
で
、
一
方
が
そ
の
地
に
安
定
を

見
出
し
、
一
方
が
表
面
上
は
と
も
か
く
も
、
史
痘
の
指
摘
す
る
故
国

へ
の
思
い
を
終
生
抱
き
つ
づ
け
て
い
た
、
と
い
う
の
は
何
に
由
来
す

る
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
資
質
の
違
い
も
あ
ろ
う
。
だ
が
、
私
は

H

税
制
旅
に
あ
た
っ
て
の
態
度
の
相
違
に
こ
れ
は

政一…伯と

拠
る
と
考
え
る
。

の

二
人
に
と
っ
て
の
す
な
わ
ち
梁
の
崩
壊
は
、
廃
史
的
に
侯

景
の
乱
と
密
接
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
が
、
一
方
の
際
信
に
と
っ
て
あ

ま
り
に
そ
れ
は
大
き
な
窓
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
例
え

ば

、

で

況
復
魚
飛
ヱ
武
庫
一
預
有
二
葉
甲
之
徴
↓

鳥
伏
こ
程
内
い
水
寸
先
見
こ
横
流
之
兆
↓

紀

間

決

亡

、

辰

楚

滅

ο

と
、
競
の
東
関
の
変
、
菅
の
劉
淵
の
乱
の
故
事
に
か
り
で
侯
景
の

乱
を
一
一
一
一
向
い
、
呉
・
楚
に
か
り
で
梁
の
滅
亡
を
一
一
一
一
口
う
の
を
始
め
と
し

て
、
代
表
作
「
友
江
南
賦
」
が
「
闘
す
以
戊
辰
之
年
、
建
亥
之
丹
、
大

盗
移
薗
金
陵
互
解
」
の
よ
う
に
侯
景
の
乱
の
叙
述
を
も
っ
て
始
ま

り
、
「
小
園
賦
」
「
傷
心
賦
」
等
の
故
国
を
思
う
作
品
の
多
く
に
は
、

(校十一〕一)

侯
景
の
乱
の
記
述
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
庚
信
の
意
識
に
深
く
侯
景

の
乱
が
突
き
刺
さ
っ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ

は
庚
信
の
歴
史
的
客
観
性
に
負
う
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
個
人
的
な

事
情
に
根
ざ
す
も
の
だ
、
と
思
う
。

梁
の
首
都
建
康
が
侯
景
の
軍
に
襲
わ
れ
た
時
、
当
時
建
威
令
で
あ

っ
た
庚
信
が
、
鉄
面
を
著
け
た
賊
を
み
て
遁
走
し
た
逸
話
は
有
名
で

あ
る
が
、
そ
れ
も
当
時
の
景
族
の
退
嬰
的
な
気
風
か
ら
推
し
て
仕
方

(
注
十
四
)

の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か

L
彼
が
梁
朝
の
危
機
に
積
極
的

な
貢
献
を
し
な
か
っ
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ

か
こ
の
と
き
梁
朝
の
崩
壊
を
早
め
る
よ
う
行
動
し
た
と
も
言
え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
乱
の
際
、
安
成
内
史
と
し
て
地
方
に
下
っ
て
い

た
壬
褒
は
、
庚
信
と
は
対
際
的
に
、
自
己
の
管
轄
す
る
郡
を
賊
軍
か

〈
校
十
五
)

ら
竪
く
守
り
、
世
の
賞
讃
を
受
け
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
の
勇
敢
さ

は
、
後
の
江
稜
で
の
西
貌
と
の
戦
い
で
も
み
ら
れ
る
所
で
あ
る
。

自
己
の
任
務
を
忠
実
に
果
し
、
乱
に
際
し
て
も
出
来
る
限
り
の
こ

と
を
し
た
王
褒
と
比
べ
て
、
自
己
の
責
任
を
放
棄
し
て
遁
走
し
た
侠
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信
が
、
北
地
で
故
関
梁
の
滅
亡
を
思
う
ん
慨
に
、
侯
景
の
乱
と
そ
れ
に

と
も
な
う
自
己
の
ふ
が
い
な
さ
を
感
じ
て
、

rH交
の
念
を
深
め
て
い

っ
た
だ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

こ
の
こ
と
に
加
え
、
梁
の
滅
亡
が
決
定
的
に
な
る
江
陵
陥
落
の

折
、
使
者
と
し
て
間
貌
に
至
っ
て
虜
と
な
っ
て
い
た
侠
信
は
、
故
国

を
救
う
術
も
な
く
無
為
の
日
々
を
送
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
元
帝

の
も
と
で
の
支
褒
は
、
帝
と
行
動
を
と
も
に
し
て
最
後
の
最
後
ま
で

戦
い
抜
き
、
全
力
を
尽
し
て

a己
の
責
任
を
全
う
し
て
い
た
の
で
あ

(
注
十
六
〉

る
。
二
度
の
梁
拐
の
危
機
に
面
し
て
、
為
す
べ
き
こ
と
は
す
べ
て
完

遂
し
た
王
褒
。
失
竪
し
た
名
誉
を
回
復
す
べ
き
再
度
の
機
会
に
も
、

敵
関
の
虜
と
し
て
何
も
の
を
も
為
し
得
な
か
っ
た
政
信
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
た
と
え
現
実
の
梁
が
滅
ん
で
も
康
信
の
意
識
は
、
あ
り
し
日

の
姿
に
関
執
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち

校
給
に
と
っ
て
、
梁
朝
の
滅
亡
は
ま
だ
完
結
し
て
は
い
な
か
っ
た
と

忠
わ
れ
る
。
つ
ま
り
そ
の
青
年
期
ま
で
が
、
ム
ハ
朝
文
化
の
集
大
成
と

も
一
一
一
一
口
う
べ
き
梁
朝
文
化
抜
き
に
は
あ
り
得
な
い
康
信
だ
か
ら
、
侯
景

の
乱
以
降
、
梁
抑
制
の
探
史
か
ら
い
わ
ば
は
じ
き
飛
ば
さ
れ
て
、
今
、

自
己
を
悶
復
せ
ん
が
た
め
、
意
識
が
過
去
へ
向
か
う
の
を
否
定
す
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

だ
が
、
対
象
と
な
る
梁
は
既
に
減
び
、
過
去
に
一
反
る
こ
と
が
人
間

の
な
し
得
る
こ
と
で
な
い
こ
と
は
、
庚
信
自
身
も
よ
く
知
っ
て
い

(
法
十
七
〉

た
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
空
間
的
に
陥
っ
た
陳
へ
帰
っ
て
も
、
自
己

そ

メ

デ

の
あ
る
べ
き
姿
は
と
り
戻
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
佐
橋
が
「
雛
ニ
極

ス

ト

ヲ

ユ

す

ん

ζ

思
コ
念
郷
関
ブ
質
無
二
蹄
v
保
之
志
一
突
い
と
指
摘
す
る
如
く
で

(
花
十
八
)

あ
る
。
そ
し
て
「
郷
関
の
忠
」
が
時
間
的
に
踊
っ
た
過
去
を
追
い
求

め
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
後
の
五
七
五
年
、
王
克
、
段
不
宇
一
同
等
の
南
方

帰
還
に
間
行
出
来
な
か
っ
た
時
の
よ
う
な
、
南
方
帰
還
の
望
み
が
新

た
れ
た
と
き
に
生
じ
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
自
明
で

島
1

豆
フ
シ
ム
エ

あ
る
。
「
擬
一
政
懐
詩
い
で
「
一
朝
人
事
輩
、
身
名
不
v
足
v
親い

(
其
五
)
と
述
べ
る
よ
う
に
、
梁
の
消
滅
に
よ
り
炭
信
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
一
部
が
ぽ
っ
か
り
と
欠
落
し
た
時
か
ら
、
「
郷
関
の
閉
山
」

は
既
に
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
注
十
九
)

王
褒
に
み
ら
れ
ず
庚
一
信
に
は
強
烈
に
現
わ
れ
た
「
郷
関
の
忠
」
、

こ
れ
は
過
去
の
濯
を
引
く
、
現
実
の
自
己
を
承
認
で
き
な
い
意
識
の

産
物
で
あ
る
ο
換
一
一
一
目
す
れ
ば
、
再
び
一
皮
れ
な
い
過
去
の
鏡
に
映
る
現

在
の
自
己
が
、
鏡
の
中
の
あ
る
べ
き
自
己
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し

た
所
に
生
ず
る
悲
亥
と
言
っ
て
よ
い
。
過
去
と
現
在
の
交
錯
す
る
所

を
、
「
思
奮
」
と
い
う
題
は
最
も
よ
く
表
わ
し
得
て
い
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
二
思
議
銘
?
一
は
議
永
の
死
の
記
述
に
始
ま
り
、
梁
朝
に

対
す
る
思
い
を
も
重
ね
て
い
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
。
し
か
し
、
「
思

奮
銘
」
の
メ
イ
ン
テ

i
マ
が
亡
き
友
人
麓
永
に
あ
る
こ
と
は
一
一
一
一
向
う
ま

で
も
な
い
。
何
如
そ
れ
で
は
こ
の
作
品
は
「
梁
故
畿
寧
侯
薦
、
氷
銘
」
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で
あ
り
得
な
か
っ
た
の
か
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
菊
、
氷
が
梁
朝
の
人

だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
庚
信
の
集
に
は
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
墓
誌
銘

が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
全
て
北
周
の
高
官
及
び
夫
人
の
為

の
作
品
で
あ
る
。
誠
永
は
架
朝
の
人
で
あ
る
が
故
に
墓
誌
銘
に
は
出

来
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
王
褒
を
始
め
、
友
人
の
死
に
は
傷
む
詩
し

か
残
せ
な
か
っ
た
炭
信
で
あ
る
。
プ
ラ
イ
ベ
イ
ト
な
「
銘
」
と
す
る

の
が
精
一
杯
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

だ
が
そ
れ
は
公
的
作
品
で
な
い
が
故
に
、
い
つ
か
作
品
と
し
て
も

そ
し
て
自
身
の
心
か
ら
も
消
滅
し
て
し
ま
う
こ
と
を
庚
信
は
恐
れ

た
。
炭
信
に
こ
の
作
品
を
銘
の
形
で
表
現
さ
せ
た
最
後
の
理
由
は
、

銘
の
も
つ
永
遠
性
に
こ
そ
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ム

ム

そ

ニ

ハ

J

ア

ヨ

リ

所
v
望
一
一
銭
況
ニ
徳
水
一
接
出
二
風
雲
一

ス

ル

そ

ニ

ハ

セ

シ

コ

ト

ヲ

Mm
波
ニ
援
城
二
築
存
ニ
牛
斗
一

全
体
が
悲
哀
に
染
っ
た
こ
の
作
品
で
、
こ
こ
に
わ
ず
か
に
み
ら
れ

る
庚
傍
の
希
望
、
そ
れ
は
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
競
永
、
そ
し
て
梁

朝
が
、
時
間
を
越
え
て
永
遠
に
生
き
つ

ε

つ
け
る
こ
と
を
願
う
も
の
で

あ
る
。
過
去
の
遺
風
が
長
く
存
す
る
こ
と
を
希
求
す
る
康
信
に
と
っ

て
、
銘
の
も
つ
、
金
石
に
刻
み
つ
け
る
と
い
う
方
法
は
、
何
に
も
ま

し
て
変
え
難
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
、
こ
の
作
品
が
銘
と
い
う
形
を

選
び
と
っ
た
最
も
大
き
な
理
由
を
、
私
は
み
た
い
の
で
あ
る
。

修
辞
面
で
は
梁
東
宮
行
雨
「
山
銘
い
等
に
、
内
容
部
で
は
「
思
欝

銘
」
に
特
徴
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
銘
は
六
朝
期
の
炭
信
を
侯
っ

て
、
そ
の
姿
を
大
き
く
変
え
た
。
し
か
し
、
こ
の
後
、
銘
は
、
一
件
び

そ
の
姿
を
本
来
の
形
に
戻
し
て
い
っ
た
如
く
み
え
る
。
庚
信
の
こ
れ

ら
の
作
品
は
、
銘
と
い
う
文
体
の
歴
史
の
中
で
は
、
異
端
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
ろ
う
か
。
が
我
々
は
、
か
つ
て
の
敵
国
に
仕
え
る
現
在
、

内
部
に
抑
え
込
む
こ
と
の
で
き
な
い
激
情
を
、
個
人
的
営
み
で
あ
る

文
章
!
そ
れ
も
払
的
な

i
に
た
た
き
つ
け
る
地
は
な
か
っ
た
康
信

が
、
北
地
で
最
も
早
期
の
作
品
に
「
銘
」
を
選
び
、
南
朝
で
一
度
は

修
辞
商
の
完
墜
を
図
っ
た
そ
れ
を
、
「
郷
関
の
思
」
と
い
う
内
容
に
譲

ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
「
思
議
銘
」
そ
れ
自
体
の
痛
烈
な
悲
亥
を
知

れ
ば
そ
れ
で
足
る
。
そ
の
上
更
に
、
「
思
議
銘
」
こ
そ
は
、
そ
の
後
の

炭
信
の
文
学
の
方
向
を
正
し
く
指
し
示
す
紀
念
碑
的
作
品
で
あ
る
と

(
注
二
十
〉

は
、
も
は
や
一
一
一
一
口
う
必
要
も
な
い
だ
ろ
う
。
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注
一
明
徐
部
骨
「
文
鶴
明
器
」
で
は
「
按
郷
康
成
日
銘
者
名
也

0

・
:
然
要

其
鰻
不
遜
有
一
一
。
一
日
警
戒
、
一
一
日
祝
煩

0

・
:
」
と
述
べ
、
そ
の
差
異
を

よ
り
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。

注
ニ
李
鮪
「
答
開
一
万
寺
僧
書
」
「
唐
文
粋
」
巻
八
十
五

:
・
近
代
文
士
別
不
然
、
震
銘
借
用
碑
、
大
抵
一
散
其
形
容
、
有
異
於
卜
万
人
之
所

第
。
其
作
鍾
銘
、
関
必
一
詠
其
形
、
服
ハ
其
韓
一
官
、
血
(
其
財
用
之
多
少
、
鋭
鋒

之
勤
務
耳
、
非
鶏
勤
功
懇
話
一
誠
於
器
也
。
:
・

注
一
一
一
拙
稿
「
政
信
締
艶
詩
考
j

A
せ

波
中
国
文
化
論
叢
4
m
m

句
3
・P

を
中
心
と
し
て

i
」
筑



枝
問
ち
な
み
に
衛
文
帝
の
問
題
の
銘
の
平
氏
は
そ
ろ
っ
て
い
な
い
。

注
五
「
文
鰻
明
縛
」
巻
四
十
九
碑
文
に
「
:
・
後
漢
以
来
作
者
漸
盛
。
故
有

山
川
之
碑
、
有
城
池
之
碑
、
(
中
略
・
:
有
託
物
之
碑
、
皆
悶
滞
器
漸
関
市

後
錦
之
。
所
調
以
石
代
金
問
乎
不
朽
者
也
Q

故
碑
質
銘
器
、
銘
繁
碑
文
、

其
序
則
体
、
立
六
文
則
銘
、
此
碑
之
髄
也
。
」
と
あ
る
。
探
物
銘
が
減
少
し
、

碑
銘
が
増
加
し
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
。

政
ム
ハ
均
寿
「
思
欝
賦
」
に
「
済
黄
河
以
汎
舟
今
、
経
山
陽
之
護
服
」
と
い

う
一
節
が
あ
り
、
以
後
典
故
と
さ
れ
る
。
政
信
に
は
ま
た
、
「
傷
王
一
一
円
徒

mA」
詩
に
「
惟
有
山
陽
笛
懐
余
思
欝
篇
」
と
い
う
府
側
も
み
ら
れ
る
。

注
七
添
岳
「
懐
替
賦
」
が
「
文
選
」
に
全
文
を
引
か
れ
る
以
外
、

「
均
ぬ
仰
朔
窓
越
鳥
巣
南
樹
」
「
感
欝
斌
」
ハ
「
文
選
」
鵡
白
馬
賦
注
〉

コ
十
川
辞
蹴
接
欺
…
中
一
閃
乃
問
い
「
締
葎
賦
」
(
「
文
選
」
讃
山
海
経
詩
技
)

と
い
ず
れ
も
逸
文
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
知
り
難
い
。

注
入
瀬
永
に
つ
い
て
は
他
の
人
の
伝
か
ら
、
わ
ず
か
に
侯
景
の
乱
以
後
の

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
依
と
世
子
で
あ
る
兄
の
範
は
、
乱
時

、
氷
を
南
川
、
す
な
わ
ち
議
水
流
域
に
遣
わ
し
荘
鉄
を
助
け
さ
せ
た
が
(
「
南

山
叫
ん
」
巻
五
十
二
列
伝
四
十
二
三
荘
鉄
は
逆
に
乱
を
起
こ
し
て
永
を
挟
ん

で
し
ま
う
。
〈
「
梁
議
」
巻
二
十
九
列
伝
二
十
一
一
一
)
そ
こ
を
ど
う
に
か
逃
、
げ

た
永
は
、
濠
章
に
い
た
間
数
を
頼
っ
て
そ
の
も
と
に
身
を
依
せ
、
(
「
保

護
」
巻
十
一
一
一
列
伝
七
)
そ
こ
か
ら
西
上
し
て
江
陵
に
至
る
。
だ
が
江
段
陥

落
の
後
、
主
褒
等
と
西
貌
に
つ
れ
て
こ
ら
れ
る
。
(
王
褒
「
途
観
寧
侯
葬

詩
」
「
鵠
背
開
綴
法
卒
昔
渉
涼
縮
一
」
)
ち
な
み
に
「
周
書
」
巻
四
十
一
王

褒
伝
に
よ
れ
ば
、
王
褒
は
郡
勝
五
佼
の
女
を
喪
っ
て
い
る
の
で
、
蒲
、
氷
と

は
義
理
の
兄
弟
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

注

九

の

「

東

首

」

と

は

、

喪

大

記

」

に

よ

れ

ば
つ
伝
病
、
経
東
首
於
北
橋
下
」
と
病
気
の
こ
と
を
指
し
、
こ
の
記
述
で

は
そ
れ
が
療
関
で
死
ん
だ
ら
し
い
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

九
日
十
中
島
千
秋
「

l

向
秀
の
吋
思
欝
賦
b

に
つ
い
て
」
日
本
中
関
学
会
報
第

十
九
集

注
十
一
前
記
論
文
P
一
一
入
。
こ
の
他
に
も
「
向
秀
の
賦
は
右
の
よ
う
な

み
れ
ん
が
ま
し
い
表
現
も
、
ま
た
死
生
観
を
説
く
こ
と
も
な
く
、
従
っ
て
主

観
的
に
悲
哀
の
感
情
や
人
生
観
を
誇
張
し
た
り
、
主
張
し
た
り
し
な
い
。
」

(同
P
一
二
四
〉
「
行
文
は
、
旅
の
こ
と
亡
友
の
こ
と
な
ど
、
李
諮
問
注
な

し
で
は
理
解
で
き
ぬ
と
い
う
ほ
ど
の
簡
潔
な
表
現
で
、
こ
れ
以
上
省
略
で

き
ぬ
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
行
文
で
あ
る
、
従
っ
て
最
後
の
「
歎
く
」
以
外

に
、
来
場
の
感
情
を
表
現
す
る
誌
は
な
い
。
感
情
は
綴
度
に
抑
え
ら
れ
、

淡
々
と
し
た
客
観
的
事
実
を
述
べ
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
序
文

だ
け
で
な
い
。
斌
の
本
文
も
そ
う
で
あ
る
。
」
〈
同
P
二
一
四
J
一一一五〉

と
問
様
の
こ
と
を
一
一
一
一
口
わ
れ
る
筒
所
は
多
い
。

d
n

ノ

ミ

ル

シ

ク

ノ

シ

ル

プ

コ

ト

注

十

二

「

惟

王

褒

頗

興

ν
信
時
、
自
飴
文
人
、
英
ニ
有
v
蓬
者
ご

〈
「
問
書
」
庚
信
伝
)

注十一一一

ω小
関
賦
倒
枯
樹
賦
ゆ
友
江
南
賦

ω擬
一
詠
壊
詩
仙
川
和
炭
田
川
間
患
畜

銘
の
六
者
に
つ
い
て
、
題
注
に
促
議
は
「
郷
関
の
忠
」
の
み
ら
れ
る
こ
と

を
指
摘
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
ほ
ぼ
全
て
に
侯
景
の
乱
に
関
し
て
の
記
述
が

み
ら
れ
る
。

注
十
四
「
建
康
令
際
信
率
兵
千
儀
人
屯
航
北
、
及
景
至
、
徹
航
。
始
除
一

船
。
見
賊
軍
皆
著
銭
面
、
遺
棄
軍
走
。
」
(
『
梁
事
一
己
巻
五
十
六
侯
景
伝
〉
問

時
の
気
風
に
つ
い
て
は
、
康
信
自
身
が
「
哀
γ

込
用
紙
」
で
「
宰
模
以
干
支
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掛
川
見
殿
、
糖
紳
以
清
談
矯
廟
略
」
と
一
一
一
一
向
い
、
顔
之
推
は
「
梁
郭
全
盛
之
時
、

資
遊
子
弟
、
多
無
壌
街
。
歪
於
諺
一
式
『
上
車
不
器
削
則
著
作
、
韓
中
何
如
刻

秘
書
o
b

無
不
窯
衣
剃
面
、
待
粉
施
朱
、
駕
長
饗
寧
、
践
高
歯
履
、
坐
恭

子
方
恨
伸
、
強
斑
紙
隠
議
、
列
器
玩
於
左
右
、
従
容
出
入
、
留
一
一
若
紳
仙
0

・:」

(
「
顔
一
氏
家
訓
」
勉
翠
第
八
〉
と
一
一
一
一
口
う
よ
う
に
退
嬰
化
し
て
い
た
様
子
が
わ

か
る
。

注
十
五
「
梁
議
」
巻
四
十
一
列
伝
一
一
一
十
五
主
規
附
子
笈
伝
に
「
太
清
中
、

侯
島
民
陥
京
城
、
江
州
刺
史
特
同
協
公
大
心
翠
州
附
減
、
賊
蒋
窓
南
中
、
褒
猶

操
郡
桓
守
。
」
と
一
ず
一
口
い
、
一
「
局
書
」
巻
四
十
一
列
伝
一
一
十
一
一
一
王
褒
伝
に
「
帯

濯
安
成
郡
山
T
4
0

及
侯
景
渡
江
、
建
業
援
鋭
、
褒
輯
寧
所
部
、
見
穏
於
持
。
」

と
あ
る
。

注
十
六
「
被
関
之
後
、
上
下
猫
催
、
元
一
帝
唯
於
褒
深
和
委
信
0

・
:
褒
脅
進

不
能
禁
、
乃
同
氏
矯
護
軍
将
軍
。
王
制
攻
其
外
櫛
、
域
焔
、
褒
従
一
克
一
帝
入
子

城
、
猶
欲
閤
守
。
俄
部
元
一
帝
出
降
、
褒
途
興
衆
供
出
。
い
(
「
田
川
書
」
巻
四

十
一
王
褒
伝
)

注
十
七
「
春
秩
迭
代
、
必
有
去
故
之
悲
」
「
天
道
府
産
物
様
不
反
」
ハ
「
京

江
南
賦
い
〉
等
の
表
現
は
、
政
信
の
時
間
の
一
回
性
へ
の
認
識
を
現
わ
し

て
い
る
。

民
十
八
侃
璃
の
政
信
年
譜
、
太
一
千
二
年
の
項
に
「
擬
連
珠
」
を
引
い
て
一
一
お

o
 

h
勺
/

注
十
九
壬
褒
に
「
郷
関
之
聞
と
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

清
水
凱
夫
「
五
裂
の
伝
記
と
文
学
」
立
命
館
文
学
m
-
H
'
U
ハ
一
九
七

五
〉
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

注
ニ
十
そ
れ
は
単
に
、
「
思
欝
銘
」
に
う
か
が
わ
れ
る
悲
哀
感
情
が
、
そ

の
後
の
作
品
に
貫
か
れ
て
い
く
と
い
う
、
そ
の
一
点
に
お
い
て
の
み
で
な

く
、
「
思
蕎
銘
」
の
表
現
面
、
例
え
ば
、
在
梁
期
の
作
品
に
み
ら
れ
る
自

然
描
写
は
あ
く
ま
で
も
客
観
的
な
外
物
描
写
で
し
か
な
い
の
だ
が
、
「
思

蕎
銘
」
で
「
間
深
夜
静
風
高
月
実
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
心
象
風
景
と

し
て
の
意
味
あ
い
を
持
ち
始
め
、
そ
れ
が
晩
年
の
作
で
あ
ろ
う
「
擬
詠
懐

詩
」
等
の
、
自
然
に
仮
託
し
た
内
面
描
写
を
準
備
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
こ

と
、
そ
う
し
た
こ
と
を
も
含
め
る
。
が
、
「
思
蕎
銘
」
を
含
む
、
炭
信
後

期
の
作
品
の
表
現
問
題
の
考
察
に
つ
い
て
は
、
他
日
に
期
し
た
い
。

(
昭
和
的
年
4
月〉
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