
本土
ω甫

の

「
登
ム
品
」

詩
に
つ
い
て

1

1

1

渋
倒

新
た
に
停
む
渇
酒
の
杯
i

i

亡

く

な

る

と

、

の

う
ち
で
比
較
的
平
安
な
日
々
を
過
し
た
窃
の
地
を
あ
と
に
し
て
、
社

前

ハ

七

二
l

七
七

O
)
市
山
か
凡
拘
束
に
下
る
旅
に
出
た
。
大
暦
一
五

に
は
濃
川
の
四
川
省
奉
節
県
)
に
一
生
っ
て
い

仇

兆

難

広

ハ

巻

之

二

十

)

に

よ

る

の
と
き
、
そ
の
蔀
州
で
の

現R
実在

(7) 

猿
鳴
哀
し

r

均
飛
び
廻
る

し
て
下
り

し

る

多
病

に
容
と
作
り

川
出
り
ム
ー
こ

v
v
/
ザ

つ

a
e
y
u
-
-

谷

口

真
由
実

涼
倒
新
停
滞
一
瀦
杯

明
の
胡
応
鱗
は

で、

涼
倒

新
た
に
停
む
潟
酒
の
杯

の

中

近

休

中

、

人

七

也
心

ハ
中
略
〉

( 54 ) 

九九



江
川
川
て
お
河
吋

i
i
 

i

i

 

、1
4
1

、V
4
-

に
飲
酒
を
や
め
た
こ

鮮
は
、

の

倒

疎

い

は
、
こ
の
時
、
社
市
が
肺
病
の
た
め

て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る

Q

こ
の

九

八

の

解

釈

。

)

の
う
ち
に
こ
の
ご
ろ
は
か
ら
だ
の
ぐ
あ
ひ
か
ら
の
杯

こ
と
さ
へ
や
め
て
し
ま
っ
た
。
・
涼
倒
:
・
零
落

一

一

七

④
私
は
ち
か
ご
の
た
め
渇
澗
の
杯
を
く
む
こ
と
を
や
め
て

し
ま
っ
た
が
、
い
よ
い
よ
な
げ
や
り
な
気
持
ち
に
な
ら
ざ
る
を
得

な
い
。
(
…
一
一
一
?
流
倒
。
:
何
事
も
な
げ
や
り
に
な
る
。
)
(
黒
川
洋
一

ー
、
一
戸
十
と
円
三
一
し
戸

ザオ
w

r

e

ホ伎一

pf品
一

斗

ノ

「

⑥
(
し
か
も
)
こ
の

め
で
点
り
つ

( 55 ) 

い
さ
ら
ば
え
た
私
に
と
っ
て
、
な
慰

の
杯
さ
え
、
約
の
た
め
に
手
に
と
る
こ
と
を

や
め
た
の
で
あ
る
。
(
一
一
位
・
泣
い
倒
:
・
老
い
ぼ
れ
る
こ
と
。
落
ち
ぶ

れ
る
こ
と
。
転
じ
て
投
げ
や
り
に
な
っ
て
、
ど
う
で
も
物
に
か
ま

わ

ぬ

さ

ま

に

も

用

い

る

こ

と

一

集
英
社
)

従
来
の
解
釈
は

え
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
理
解
に



の
で
あ
る
。

こし

て

ぺ

い

た

例

は

、

社

市

以

前

に

当
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
言
葉
を
持
に
用
い
た
の
は
杜
甫

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
「
波
倒
」
が
い
か
に
杜

葉
で
あ
る
か
、
が
わ
か
る
。
し
か

の
用
例
の
意
味
を
確
認
し
て
お
き

子一、

ο

J
I

ド、
L
Y

へ
て
交
り
を
絶
つ

の

例
し
か
見
え
ず
、

の

例
で
あ
る
。

の
と
こ
ろ
こ

足
下
若
腕
之
不
題
、
不

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

足
下
蔭
知
器
涼
倒
鱗
疎
、
不
切

日
惟
亦
皆
…
小
如
今
日
之
一
賢
能
意
。

ー
あ
な
た
は
背
か
ら
私
が
吋
流
倒
離
政
均
つ
ま
り
、
挙
措
が
の
ろ

く
て
し
ま
り
の
な
い
大
ま
か
な
性
格
で
、
し
か
も
現
実
の
事
情
に
疎

い
こ
と
を
御
存
知
の
は
ず
で
す
い
と
、
税
山
姥
は
自
分
が
役
人
に
ふ
さ

わ
し
く
な
い
こ
と
を
説
い
て
、
官
僚
に
就
け
よ
う
と
す
る
山
区
源
に

し
て
い
る
。
刀
人
選
集
花
h

に
日
〈
文
選
)
紗
h

に
臼
く
、

綾
の
貌
な
り
と
い
(
紗
日
涼
倒
長
緩
先
。
)
と
あ
る
よ
う

の

ゆ

っ

く

り

し

で

あ

る

ο

だ
が
、
こ
こ
で
は
更
に

、
l
s
v
 

の
現
実
と
自
己
り
の
間
の
へ
だ
た
り
を
意
識
し
つ

つ
、
自
己
の
生
き
方
を
自
負
に
満
ち
て
突
き
つ
け
て
お
り
、
反
一
語
的

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
叶
市
び
て
い
る
c

次
に
、
円
抱
朴
子
』
百
翠
(
外
篇
、
巻
之
二
十
八
)
に
は
、
一
ー
或
方

捺
倒
疏
綾
部
致
弛
壊
者
会
」
の
例
が
見
え
、
こ
の
「
減
倒
」
も
、
病

康
の
「
興
山
豆
源
絶
交
書
」
の
例
と
同
様
に
、
政
治
の
実
務
に
機
輸

に
対
処
で
き
な
い
、
挙
動
の
遅
い
性
格
を
い
う
。
こ
こ
で
並
列
さ
れ

て
い
る
「
疏
緩
」
は
吋
北
野
番
』
王
防
伝
に
「
我
性
賞
疏
緩
、
不
堪

時
務
」
と
見
え
、
や
は
り
政
治
の
突
務
に
う
と
い
性
格
を
い
う
諾
で

あ
る
が
、
そ
の
こ
と
も
の
意
味
す
る
所
を
暗
示
す
る
だ
ろ

。

〉勺ノ

( 56 ) 

ま
た

あ
る
。

十
四
)
に
は
、
次
の
よ
う
な
例
が

機
性
簡
倣
、
以
才
地
'H粉
、
所
関
門
周
旋
、
皆

略
〉
比

以
後
、

彼
の
よ
う
な
人
物
は

も
、
や
は

の
お
お
ら
か
で
奥
ゆ
か
し
い

と
批
判
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
。

に
欠
け
た
、
挙
措
の
の
ろ
い

の



体さ
11;IJ 以ま
の J二で、

のあ
る

こ
の
よ
う
に

一
例
か
ら
次
の
よ
う
に
品
目
問
え
よ
う
。

の

か

ら

は

、

み
点
、

~
1
1
佼町山
v

y
w
M

円
i
s
p
h
ルール

打
ぶ
J

、、子
J

ホ
心
-

R
べ
く

4
7球
以
内
.

で
あ
る
。
し

)
も
向
様
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

苦
受
性
涼
倒
、
不
能
世
務
、
民
間
的
溺
慮
、
別
端
然
自
得
、
接
封

客
、
則
茶
然
思
寝
ο

rH分
の
本
性
に
つ
い
て
、
守
僚
体
制
側
の
視
点
で
は
、
実
務
に
疎

く
、
が
の
ろ
い
か
も
し
れ
な
い
、
が
、
本
来
の
人
間
的
な
視
点
で

の
権
威
や
名
利
を
越
え
た
真
に
充
実
し
た
生
き
方
で
あ
る

に
述
べ
て
、
そ
こ
に
強
い
自
負
を
こ
め
て
い
る
の
で
あ

る
Q

ま
た
は

根
源
に
お
い
て
、
官
探
体
制
の
側
値
観
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

人
間
本
来
の

で
あ
る
。

派

倒

い

だ

の

は

社

前

で

あ

る

が

、

で

に

挙

げ

ι

の
「
涼
倒
」
を
ど
う
受
け
献
ぎ
、

ど
う
変
化
さ
せ
た
の
か
を
次
に
検
討
す
る
。
社
前
の
用
例
は
四
つ
あ

る
が
、
そ
の
四
例
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
戯
れ
に
関
郷
の
秦
少
府
に
贈
る
短
歌
(
戯
贈
関
郷
秦
少
府
短

歌
、
吋
杜
詩
詳
設
h

巻
之
ム
ハ
〉
②
秦
州
に
て
勅
目
を
見
れ
ば
、
一

硝
械
は
司
議
郎
を
授
け
ら
れ
、
堅
四
隠
は
段
察
に
除
せ
ら
る
。
二

故

一

有

り

、

兼

ね

、

。〉

( 57 ) 

懐遼
①二回選
の十十官
詩〉韻兼
は(述

日司紫

j百
凡

(
七
五
八
三
社
甫
四
十
七
歳
の
作
。

い

夜

さ

れ

て

い

た

、

(
河
南
省
峡
県
の

の

の
秦
氏

の

の

ろ

い

の

か

し

、

反

樹

、

強

康

が

…

品

川

に

と

述

べ

る

よ

う

に

、

ま

そ

う

で

あ

る

よ

う

に

、

た

の
中
に
抱
い
た
、
お
お
ら
か
で
奥
深
い
性
格
を
も
去
す

Q

い
は
、
否
定
的
評
備
と
肯
定
的
評
価
と
が
重
ね

の
で
あ
る
。

太
自
に
当
た
る



客

l司
dむ

る

る
ん
批
…
し

に
馳
せ
参
じ
た
功
に
よ
っ

た
こ
と
を
い
う
。

し
さ

の
あ
な
た
の
歓
迎
、
ぶ
り
は
、
こ
れ
以
上
の
楽

い
ほ
ど
で
し
た
。
あ
な
た
は
才
能
が
授
か
な
の

」
い
う
激
務
に
あ
る
今
も
〉
背
の
ま
ま
に
、
こ
の
よ
う
に

し
て
山
に
疎
い
様
子
で
、
し
か
し
根
源
で
は
ゆ
っ
た
り
と

生
を
営
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
い
と
結
ん
で
い
る
。

合
む
プ
句
は
、
森
氏
に
向
っ
て
発
せ
ら
れ
た
と
間

投
影
し
た
も
の
で
は
な
い
か
。
左
拾
遺
と
し

た

た

め

に

、

の

に

触

れ

た

の

は

こ

た

ア
い
、

〉

U
u
'

ホ
ず

γ

」、

円

H
H
H
b
y

l五i

て

、

ぬ

ふ

り

を

し

い
こ
と
で
あ
っ
た
。
強
い
自
負
と
人
間
へ
の

い
と
す
る
。
そ
の
、
い
わ
ば

と
す
る
生
き
ざ
ま
が
、
こ
の

②
は
、
乾
元
二

は
到
底
で
き
な

え
に
絶
望
す
ま

の
は
ざ
ま
で
生
き
抜
こ
う

で
あ
ろ
う
。

七

の

「ノ

-rro

〆し

J
4
E
U
R

た
ど
り
つ
い
て
い
た
が
、

弱
3
1
i
 

に
は
旧
友
の
名
が
あ
っ

次
は
、

。〉

大
雅
何
家
潤

斯
人
向
典
型

大
雅
何
ぞ
家
潤

斯
の
人

( 58 ) 

は
淀
倒

材
カ

一
聯
で
、
社
前
は

た
が
、
私
の

て
、
あ
な

た
方
と
私
は
以
前
親
交
が
あ
り
ま
し

の
の
ろ
い
で
あ
る
の
に
対
し

そ
な
わ
っ
て
い

ま
し

目
吋
は
円
、
ノ

放
日

/
U

《り、

ろ
そ
こ
に



九ココ
子
し
、
〆
レ

)
J
i
j
i
?
)
2
2
1
》

)

広
尉
漫
財
ザ
丸
、
広
打

J
日
止
に

い
る
が
、
次
は
そ
の

白
川
守
山
ニ
ー
な
品
氏
川
川
引

似山山
A
J
R
Lド
部
六
、
叶
A
U

j
〔

白
山
口
手

l

vur
，勺1
ジ

く
しか
てら
?nU第
り i思
難十
し八

旬。

4
y
辛
口
走
字
、
計

d

I
八
J
m
t
ぃ行
u
y
v
肯

ν
ρ
U

しれ性こ
まて格の
つ い を V'-- 円

た る表涼報工
こ。す倒い fJ
とそ o 1- k ::.. 

れしはし、 2
tミマミ Jえふ

だ
と
い
う
理
由
で
、
私
が
い
く
ら

で
も
、
私
を
支
持
す
る
者
な
ど
い
な
い

J

で
は
実
務
に
疎
く
、
要
領
の
思
い
自
ら
の

に
は
、
無
限
の
自
負
と
悲
憤
が
込
め
ら

の
現
実
が
斑
想
か
ら
へ
だ
た
っ
て

う
と
す
る
社
甫
を
せ
せ
ら
笑
う

へ
の
悲
憤
で
あ
っ
た
。

よ
う
に

と
り
わ
け
①
の
例
は
、

の
用
例
を
用
い
な
、
が
ら
、
新
し
く
創

い
え
よ
う
。
先
行
用
例
で
は
、
士

ずし、
n
」

Q

J

}

守、、

吋

L

L

J

j

J

J

、刀

を
、
人
の
人
物
の
控
格
に
つ
い
て
、
官
僚
体
制

の
視
点
と
人
間
の
視
点
と
の
同
一
出
か
ら
抽
出
す
る
言
葉
と
し
て
、

中
に
初
め
て
笠
場
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
自
明
を

λ

つ
、
官
僚
体
制
に
妥
協
す
る
こ
と
な
く
対
峠
し
て
、
日
ら
の

て
い
る
G

み
つる

0) 

予-

L岬

間
「
湾
側
」
に
つ
い
て
の
従
来
の
解
釈
は
、

し
た
通
。
、
先
行
用
例
に
見
出
せ
な
か
っ
'
た
。
従
っ
て
、
の

倒
」
に
詑
来
の
よ
う
な
解
釈
が
成
立
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
G

で
は
、
何
故
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

突
は
「
僚
儲
」
の
誌
は
、
む
し
ろ
社
市
以
後
に
、
「
落
ち
ぶ
れ
た
さ

ま
」
「
表
老
の
さ
ま
」
を
表
す
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
経
緯
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
社
南
を
境
い
目
と
し
て
、

の
意
味
す
る
内
容
は
変
化
し
て
い
っ
た
、
ら
れ
る
。

( 59 ) 

tt 
市そ
のの

の
た
め
に
、

す

ぐ

他

の

一

つ

の

一

一

一

こ

と

が

い
か
に
も
そ
れ
ら
し
い
が
媛
味
な
解
釈
が
生
じ
た

の

の
で
は
な
い
か
。

第
二
に
、

(
F
c
念
。
或
い
は

E
o
念
。
)
、
が
、

オ
ノ
マ



ト
ペ
ア
の
一
つ
、

そ
の
た
め
に
白

か
っ
た
こ
と
が

な
人
物
i
官
僚
社
会
の
現
実
に
諜

く
、
自
由
に
生
き
る
人
物
!
は
、
官
僚
社
会
は
も
と
よ
り
世
絡
に
合

わ
せ
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
合
わ
せ
る
こ
と
を
潔
し
と

し
な
い
の
で
、
結
果
的
に
i
社
前
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
i
官
僚

社
会
や
世
俗
か
ら
は
み
出
し
、
不
遇
の
人
生
を
送
る
こ
と
が
多
か
っ

た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

Q

そ
の
た
め
、
本
来
偲
人
の
性
格
を

表
す
言
葉
で
あ
っ
た
も
の
が
、
〈
(
涼
倒
」
な
人
物
v
l
G
落
ち
ぶ
れ

て
い
る
い
人
物
〉
と
意
識
れ
る
に
笠
り
、
意
味
が
移
行
し
た
の
で

は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
中
唐
・
晩
時
へ
と
、
背
後
の
社

会
情
況
に
変
化
が
あ
っ
て
た
る
人
物
が
ま
す
ま
す
は
じ
き

出

さ

れ

、

っ

た

の

か

も

し

れ

な

い

。

の

( 60 ) 

拘

束

さ

れ

な

い

き

の

こ
の
こ
と
か
ら
一
つ
の
推
測
が
可
能
で
あ
る
。
初
め
は

務
度
い
系
の
言
葉
は
、

が

あ

っ

と

こ

ろ

が

の
付
の

。F
A
m

弓
ノ
、

A
」

ηノ

A
A
、

Y
グー

I
」

発
音
も
似
て
い
た
。
八
位
紀
後
半
よ

ん
で
い
た
と
す
れ
ば
、
両
者
の
発
背
一

が
あ
る
。
そ
こ
で
、
両
者
の
間
に
混
同
が
起
こ
り
、

の
で
は
な
い
か
ο

は
近
似
し
て
い
る

り
し
た
さ
ま
)
と

切ら
らか
か

て
い
た
こ
と
は

こ
と
さ
ら
に
論
じ
な
け
れ



ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
宋
代
、
す
で
に
一
般
に

が
の
辞
と
解
釈
さ
れ
て
い
た
の

る。

た
の
で
、
逆で

-J昭ャョ、;当、
t
vト
J

A
V

指
向
付
誠
心
誌
に
が
い
い

UHμ

解
釈
さ
れ
る
に
五
つ

以
j二
は
、五

一
世
紀
余
り
の
問
、
地
下
に
て
い
た

他
な
ら
な
い
。
で
は
、
社

の
場
合
は
、
ど
の
よ
う
に

と
で
こ
の

一
旬
で
は
、

と

て、

拙

か

れ

の

か
え
な
が
ら
、
自
然
1
世
界
が
そ

わ
め
く
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
も
木
々

生
け
る
物
迷
の
悲
し
み
を
包
み
込
ん
で
。
だ

、
悲
京
縦
ま
っ
て
単
に
生
命
現
象
を
消
滅
さ
せ

け
の
方
向
へ
突
き
進
み
は
し
な
い
。
第
一
一
一
旬
の
言
わ
ば
存
在

の
悲
し
み
は
第
四
句
に
至
っ
て
、
止
揚
さ
れ
る
。
「
液
液
来
」
は
、

そ
れ
ま
で
の
悲
哀
を
飲
み
こ
ん
で
、
な
お
豊
か
に
う
ね
り
続
け
る
流

れ
を
描
い
て
、
自
然
日
前
世
界
の
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
力
の
再
生
を
表

わ
す
。
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
力
を
お
J

ん
で
神
々
し
く
お
ど
ろ
お
ど
ろ

し
い
世
界
は
、
む
し
ろ
悲
し
み
を
荷
う
が
ゆ
え
に
、
ひ
た
む
き
で
異

様
な
ま
で
に
奔
放
な
生
命
力
を
発
現
す
る
c

、
晩
秋
の
事
象

を

描

き

な

が

ら

、

そ

の

あ

る

根

源

で

。〉

そ
れ
は
ま

の
孤
独
が
拙
か
れ
る
。
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。



お
い
て
は
、
こ
に
あ
る
自
己
が
、
こ
の
世
界
か
ら
ま
、
ぎ
れ
も
な

く
疎
外
さ
れ
て
い
る
と
い
う
生
々
し
い
孤
独
を
詩
人
は
械
で
い

る
。
第
五
匂
は
生
援
を
ふ
り
返
っ
て
、
そ
こ
に
た
だ
よ
い

在
的
な
悲
し
み
を
表
わ
し
、
地
方
第
六
旬

し
つ
つ
あ
る
孤
独
感
官
表
わ
す
。
そ
こ
で

聯
で
あ
る
。
第
一
旬
は
、

抑
飢
え
ら
れ
て
い
る
が
、

独
で
あ
っ
た
。
こ
の

似
て
い
る

Q

は
、
現
に
自
に
映
じ
た
顕
在
的
な
孤

み
方
は
、
第
五
勾
・
の
そ
れ
と

の
よ
う
に
頭
聯
に
は
、
引

れ
て
い
た
が
、
第
七
句

の

収

紋

し

て

、

の

あ
る
。

収
数
さ

でれ
のる
奔 ο一
放そ句
なし

命
ば力
、カ1

発に

、ノ

T
i九

1
1
之、余￥、

σバ羽市分布カ

λ
 

J
 

さ
れ
、

方
、
円
を
転
じ

さ
れ
て
い

W
の
詩
人
の
倒
と
し

に
収
紋
さ
れ
て
い
る
。

な
っ
て
い
る
の
で
あ

が
潤
う
運
命
の
悲
し
み

で
は
、
第
七
句
に
収
数

の
運
命
へ
の
悲
し
み
i

が
乗
り
越
え
ら
れ
て
い

て

は

、

に

お

い

て

、

て
い
た
。
そ
の
よ
う
に
、

る
の
で
あ
る
。

に

つ

い

て

一

章

に

従

来

の

そ
こ
に
は
二
つ
の
は
問
題
が
あ
っ
た
。

の
解
釈
の
問
題
で
あ
り
、
第
二
は
、

に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。
ま
ず
、

公
、
肺
病
を
以
っ
て
飲
む
を
断
つ
」
と

{
こ
の
ご
ろ
は
か
ら
だ
の
ぐ
あ
ひ
か

さ
へ
や
め
て
し
ま
つ

も
う
一
つ
ム

斗
J
h

、

し、

'--

0) 

の
解
釈
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の
さ
ま
が
捕
か
れ
て
い
て
、

述
べ
て
い
な
い
。
「
停
杯
い
は

と
飲
む
の
を
と
ど
め
る
い
窓
な
の
か
。

の
用
例
を
拾
っ
て
み
る
ο

て

〉
こ
む
こ

び

T
H
t

そを
(2) (1) れ i新
歌肢をつ
耽窓明こ
二千三催らと
能澗かし-
j保にな

、すの
停oるか
杯。た、

待め
菊
花

心

間
之

ネ空停o
ム ¥J iM"O 

iミ投

把憩
i間半
開 25
月凡

で
動
か
し
て
い
た
潤
を
酌
む
手
を
暫

酒
を
飲
ん
で
い
る
間
に
何
か
に
心
を
動
か

さ
れ
て
、
感
慨
に
ふ
け
っ
た
り
、
来
た
る
べ
き
、
酒
や
友
を
待
ち
受
け

る
し
ぐ
き
で
あ
る
。
こ
の
詩
の
場
合
も
、
「
酒
を
断
つ
」
こ
と
で
は

な
く
、
独
酌
し
て
い
た
社
前
の
心
中
に
何
か
新
た
な
思
い
が
沸
き
あ

が
り
、
「
ふ
と
渇
り
酒
の
杯
を
酌
む
手
を
と
ど
め
た
」
と
解
す
る
の

が
自
然
で
ふ
さ
わ
し
い
。
潟
、
樹
の
杯
を
と
ど
め
さ
せ
た
新
た
な
思
い

と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
思
い
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
思
い
こ
そ

っ
液
倒
」
で
あ
る
。
「
液
倒
」
は
「
な
げ
や
り
に
な
る
」
で
も
、
ま
し

て
「
零
落
不
振
」
の
さ
ま
で
も
な
い
。
い
わ
ば
今
ま
で
惰
性
的
に
動

くし、
とず
どれ
めの

か
し
て
い
た
澗
を
酌
む
予
を
押
し
と
ど
め
る
よ
う
な
、
心
を
ゆ
す
る

ら
先
に

に
収
数
さ
れ
た
己
の
運
命
へ

が

る

と

考

え

ら

れ

る

。

詩

人

は

酒

を

酌

み

つ

つ

、

己

の

し

ん

で

い

た

が

、

「

減

倒

」

と

い

う

思

い
に
よ
っ
て
、
み
は
乗
り
越
え
ら
れ
て
行
く
。
ふ
と
酒
を
酌
む

手
を
と
ど
め
た
の
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。

で
は
、
詩
人
に
己
の
運
命
の
悲
し
み
を
乗
り
越
え
さ
せ
た
「
被

倒
」
は
ど
の
よ
う
な
思
い
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
第
二
章
に
既
に
論
じ

た
よ
う
に
、
「
涼
倒
」
は
、
設
…
層
性
を
帯
び
た
一
一
一
一
口
葉
で
あ
っ
た
。
こ

こ
の
「
湾
側
」
が
悲
し
み
を
突
き
抜
け
さ
せ
た
の
も
、
や
は
り
重
層

的
な
意
味
を
持
つ
た
め
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
意

識
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
「
私
は
世
俗
社
会
の
現
実
に
疎
く
、
そ
の
歩

み
は
埼
の
あ
か
な
い
悠
長
さ
で
あ
る
け
れ
ど
、
し
か
し
逆
に
、
心
の

命
ず
る
ま
ま
に
詩
人
と
し
て
と
も
か
く
も
充
溢
し
た
生
を
生
き
抜
い

て
き
た
の
だ
」
、
と
。
こ
こ
で
は
、
官
僚
体
制
、
或
い
は
既
成
の

統
的
な
価
値
観
と
、
昌
己
の
志
す
生
と
の
へ
だ
た
り
を
意
識
し

の
は
ざ
ま
に
生
ず
る
苦
悩
や
悲
し
み
を
乗
り
越
え
て
、
自
己
の

あ
り
方
を
肯
定
し
て
い
る

Q

そ
し
て
、

と
認
識
し
た
と
き
、

の
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し
み
を
取
り
込
み
、
そ
れ
ゆ
え
に
か
え
っ
て
自
在
な
生
命
力
を
発
現

す
る
と
い
う

l
世
界
の
根
源
の
あ
り
方
と
、
そ
の
悪
魔
的
な
ま
で
の

力
が
、
彼
を
箆
婚
さ
せ
貫
い
て
、
己
の
運
命
へ
の
悲
し
み
を
突
き
抜

け
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
自
然
n
H

位
界
が
悲
し
み
を
抱
き
か
か
え
な

が
ら
、
む
し
ろ
か
え
っ
て
、
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
力
を
発
現
す
る
と

い
う
こ
の
逆
説
に
詩
人
は
共
鳴
し
、
自
分
の
中
に
そ
の
あ
り
方
を
取

り
込
ん
で
、
悲
し
み
を
力
と
し
て
生
き
よ
う
と
い
う
新
し
い
思
い
に

自
己
を
押
し
出
し
て
い
っ
た
。
ふ
と
渇
り
酒
を
酌
む
手
を
と
ど
め
た

の
は
、
山
刊
に
沸
き
起
っ
た
こ
の
新
た
な
思
い
が
、
波
の
よ
う
に
う
ち

寄
せ
続
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
ω

盛
州
で
は
、
日
中
で
さ
え
日
光
が
わ
ず
か
し
か
崩
か
な
い
よ
う
な

切
り
立
つ
峡
谷
が
、
社
団
の
婆
愁
を
募
ら
せ
て
い
た
。
詩
題
の
「
血
児

高
i
…
は
、
ま
さ
に
自
然
1
世
界
に
自
ら
を
対
的
さ
せ
る
こ
と
を
時
示

し
て
い
る

Q

社
前
は
自
然
1
世
界
を
新
し
く
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
自
己
の
生
の
あ
り
方
を
間
い
砲
し
、
今
に
も
給
裂
に
閉
ざ
さ
れ
そ

う
に
な
る
自
分
を
再
生
し
よ
う
と
し
て
、
こ
の
詩
を
創
作
し
た
の
で

ゅ
の
つ

土

、

っ

た

お
い
て
は
、
既
成
の
価
値
観
の
拘
束
を
取
り
払
い
、
突
き
抜
け
て
、

内
な
る
内
然
の
命
令
に
従
っ
て
生
き
よ
う
と
す
る
生
き
ざ
ま
を
引

そ

し

て

、

こ

そ

、

自

然

の

根

源

の

あ

り

方

と

そ

の

力

こ
の

を
自
己
の
内
に
見
い
だ
し
、
自
己
の
生
の
意
味
を
再
生
・
展
開
す
る

契
機
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

法ωこ
の
作
品
の
制
作
年
及
び
制
作
地
に
つ
い
て
は
、
説
が
分
か
れ
て
い
る

が
、
次
の
二
説
に
整
理
で
き
る
。

①
こ
の
詩
を
「
九
日
五
首
」
の
第
五
設
と
は
せ
ず
、
成
都
、
或
い
は
綿

刈
・
漢
舟
・
梓
州
あ
た
り
で
の
作
と
す
る
。
そ
れ
は
上
元
元
年
ハ
七
六

O
〉
間
十
九
歳
か
ら
、
水
泰
元
年
ハ
七
六
五
)
五
十
四
歳
の
五
月
ま
で
の
間

に
当
た
る
ο

呉
若
本
同
社
工
部
詩
集
』
以
下
、
一
五
の
張
性
の
司
社
律
演

義
n

旬
、
同
銭
法
杜
詩
』
が
こ
の
説
を
と
る
。

窃
「
九
司
五
営
」
の
第
五
首
に
「
啓
一
高
」
を
編
し
、
「
猿
輔
哀
」
の
句

な
ど
か
ら
礎
畑
、
大
勝
一
一
年
(
七
六
七
)
五
十
六
践
の
秩
の
作
と
推
測
す

る
。
清
、
朱
鶴
齢
吋
社
工
部
詩
集
旬
以
下
、
立
説
杜
心
解
同
司
社
詩
鋭

銭
」
…
、
吋
杜
詩
詳
誌
同
な
ど
の
他
、
近
年
の
注
釈
は
ほ
ぼ
こ
の
説
に
依
る
。

現
夜
、
②
の
説
が
、
代
表
的
解
釈
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
説
に
従
っ

町
一
心

φ
ゎω説

文
官
「
駄
胡
行
い
(
問
先
秦
漢
激
晋
南
北
朝
詩
』
税
詩
巻
四
〉
に
「
朝
与

佳
人
期
、
日
夕
殊
不
来
日
嘉
肴
不
替
、
旨
潤
停
杯
。
ハ
以
下
略
ど
と
見
え

る
。
仇
兆
離
は
社
時
が
姉
病
の
た
め
に
断
一
泊
し
た
と
い
う
米
鶴
齢
の
説
の

傍
証
と
し
て
こ
の
仰
を
ひ
く
が
、
都
を
ま
だ
酌
ま
ず
、
と
ど
め
た
ま
ま
佳

人
を
持
つ
描
写
で
あ
っ
て
断
酒
の
怠
で
は
な
い
。

川

w議
機
非
R
U
任
前
詩
法
法
L

…
〈
…
九
八
三
年
、
上
海
合
籍
出
版
社
〉
も
ほ
ぼ

関
様
の
解
釈
で
あ
り
、
「
法
倒
!
渡
瀬
・
失
意
」
と
解
し
て
い
る
。
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は
、
以
下
に

崎
議
〉
に
は
「
涼
倒
」
は
見
当
ら
な
か
っ
た
。

問
一
持
経
ケ
吋
強
畔
ケ
全
漢
詩
・
金
一
…
…
出
詩
・
守
〈
逃
h

・
3
Iム
口
新
詠
h
-

W
杭
・
抗
籍
・
陶
削
山
m
-
謝
議
迎
・
謝
跳
・
都
担
王
・
一
五
浩
然
・
王
日
齢
・

主
総
・
李
白
・
ω
サ
容
(
銭
起
・
立
応
物
・
接
結
・
榔
宗
一
山
・
苧
賀
・
卒
商

隠
・
山
川
隆
筒
・
魚
玄
機
・
広
川
川
休
〉

川W
吋
漢
詩
h

静
広
徳
伝
ハ
務
七
十
一
〉
に
つ
以
徳
為
人
組
雅
存
関
籍
」
と
あ

り
、
顔
一
川
十
は
の
杭
に
「
服
度
日
、
党
博
有
余
也
い
と
あ
る
。

川
w拙
論
「
社
前
の
内
戯
題
詩
h

に
つ
い
て
i
日
倍
の
意
識
を
探
る
!
」
(
吋
お

茶
の
水
女
子
大
学
中
国
文
学
会
報
恥
第
正
号
、
一
九
八
十
ハ
・
閥
、
お
茶
の

水
女
子
大
学
中
間
文
学
会
〉
の
中
で
、
「
戯
」
の
窓
識
が
こ
の
詩
の
結
句

に
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
際
、
そ
の
乎
が
り
と
し
て
こ
の
「
涼
倒
」
の
重
間

性
に
つ
い
て
述
べ
た
。

開
問
中
謙
二
日
間
従
容
h

考
」
(
吋
漢
文
教
宇
一
b

第
八
十
一
号
、
一
九
六
七
・

五
、
大
修
館
設
的
〉
に
擬
態
認
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

的
問
一
良
町
線
昔
前
北
朝
史
札
氾
い
(
一
九
八
五
、
中
年
初
局
)
四
十

-m

十
一
一
氏
に
「
帯
皮
い
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る

Q

例
中
国
文
化
議
議
内
世
間
税
制
h

ハ
一
九
六
七
年
、
大
修
館
常
一
日
時
)
の
一
千
山
久
雄

「
中
古
漢
詩
の
背
韻
い
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
ハ
二
ハ
一
ニ
瓦
J
二
ハ

ー、4

守
主
J

J
/
Y
K
Y
L
 中

古
音
の
体
系
が
と
く
に
8
世
紀
後
半
に
お
い
て
大
き
な
変
化
を
示

す
の
は
、
安
史
の
乱
に
よ
る
社
会
混
乱
の
結
果
、
伝
統
的
規
範
の
力
が

う
す
れ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ハ
中
略
)
羅
や
m

l
 

培

士

、

こ
れ
ら
の
資
料
に
は
、
(
中
時
〉
入
戸
韻
箆
べ
が
弱
ま
っ
て
f

で
年
さ

れ
る
傾
向
、
な
ど
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
も
発
音
傾
向
と
し

て
は
、
中
央
地
方
で
も
生
じ
て
い
た
も
の
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

(
中
略
〉
庶
代
以
後
の
北
方
の
音
韻
史
は
、
前
…
組
の
消
失
の
よ
う
に
南

方
方
言
で
も
起
こ
っ
た
若
干
の
変
化
を
の
ぞ
き
、
こ
れ
ら
官
話
万
一
言
的

音
韻
特
徴
へ
の
傾
斜
が
次
第
に
つ
よ
ま
っ
て
行
く
過
税
と
し
て
捉
え
ら

れ
る
Q

北
宋
の
は
じ
め
、
部
継
の
著
吋
苫
商

総
凶
」
か
一
ら
知
「
ら
り
れ
る
当
時
の
汗
消
地
方
方
一
の
の
背
叫
綴
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