
菅
原
道
民
に
お
け
る

不
出
門

詩
の
解
稗
を
め
ぐ
っ
て

菅
原
道
真
(
八
四
五
l

九
O
三
)
の
太
宰
府
誠
居
中
に
お
け
る

「
不
出
門
」
の
詩
は
、
次
に
掲
げ
る
よ
う
に
謹
憤
塾
居
の
民
情
を
吐

露
し
た
代
表
的
な
作
品
と
し
て
、
人
口
に
檎
叉
さ
れ
て
い
る
。
会
内

ば
、
日
本
古
典

aX早
大
系
本
/

『
菅
家
後
集
』
に
よ
る
。
¥

一

従

三

議

落

在

二

柴

刑

一

万

死

続

税

関

跨

情

都

府

棲

縫

着

ニ

瓦

色

一

観

音

寺

只

捺

二

鐘

撃

一

中
陵
好
逐
一
一
孤
郡
山
首
去
一
外
物
相
コ
逢
満
月
週
一

此
地
雌
一
一
一
身
無
ニ
検
繋
一
何
倍
府
寸
歩
出
v
門

行

こ
の
詩
の
頚
一
聯
「
中
懐
好
逐
一
一
孤
雲
去
一
外
物
相
コ
逢
満
月
連
一
j

一

は
、
と
り
わ
け
下
旬
を
中
心
と
し
て
従
来
諾
設
が
行
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
そ
の
概
略
を
整
理
し
、
か
っ
私
見

(

1

)

 

を
試
み
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
い
ま
本
稿
で
は
、
そ
の
上
匂
「
中
穣

の

戸主主
同

野

「了

示豊

好
逐
-
一
孤
雲
去
こ
に
つ
い
て
、
特
に
「
好
ー
一
の
字
義
に
注
意
し
な
が

ら
、
改
め
て
こ
の
句
の
一
意
味
を
再
考
し
て
み
た
い
。

は
じ
め
に
、
「
中
懐
好
逐
一
一
孤
雲
去
一
」
の
句
に
つ
い
て
従
来
ど
の

よ
う
な
訓
み
と
解
穣
が
な
さ
れ
て
き
た
か
、
見
な
お
し
て
お
き
た

ま
ず
翠
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
日
本
古
典
文
事
大
系
主
宮

家
文
革
・
菅
家
後
集
』
(
岩
波
書
広
刊
)
に
示
さ
れ
た
川
口
久
雄
簿

ち

う

く

わ

い

こ

と

む

な

こ

う

ん

士
の
設
で
あ
ろ
う
。
同
博
士
は
こ
の
匂
を
、
「
中
懐
は
好
し
孤
雲

に
逐
ひ
て
去
る
」
と
訓
み
、
「
精
神
の
内
部
は
ち
ぎ
れ
雲
と
と
も
に

み
ん
な
去
っ
て
し
ま
っ
て
、
空
虚
で
あ
る
。
ま
ま
よ
そ
れ
で
い
い
」

と
解
調
停
す
る
。

こ
れ
に
針
し
て
、
猪
口
篤
志
博
士
は
、
新
種
漢
文
大
系
『
呂
本
漢
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詩
(
上
)
」
一
(
明
治
書
続
刊
)
に
お
い
て
、
こ
の
匂
を
、
市
村
氏
ぃ
炉
し

孤
雲
を
逐
う
て
去
る
に
」
と
訓
み
、
「
胸
中
は
常
に
空
飛
ぶ
孤
雲
を

逐
う
て
去
る
が
如
く
、
浮
世
の
事
は
一
切
忘
却
し
」
と
解
懇
し
、
語

制
伴
の
項
で
次
の
よ
う
な
註
穫
を
加
え
て
い
る
。

中
懐
1
胸
中
に
懐
抱
す
る
も
の

好
1
い
ざ
。
ま
ま
よ
。
「
ど
う
な
ろ
う
と
も
、

と
い
う
程
の
意
。

そ
れ
で
よ
し
」

逐
孤
雲
去
1
ち
ぎ
れ
雲
の
あ
て
も
な
く
流
れ
て
ゆ
く
の
を
追
い

か
け
て
ゆ
く
。
「
一
身
が
も
は
や
孤
雲
の
如
く
寄
る
べ
も
な

い
が
、
ま
ま
よ
ど
う
な
ろ
う
と
も
」
と
、
あ
き
ら
め
の
心
境
。

焦
繰
感
な
く
心
の
落
ち
着
い
て
い
る
状
態
。
陶
淵
明
の
一

j

詠二

貧
土

L
詩
の
「
万
族
各
有
v
託
。
孤
雲
独
無
v
依
」
に
も
と

づ
い
た
か
、
李
自
の
「
独
坐
一
一
敬
立
J

山
一
」
の
詩
に
も
、
「
衆

鳥
高
飛
尽
。
孤
雲
独
去
問
」
の
句
が
あ
る
。
陶
淵
明
の
帰
去

来
辞
に
も
と
づ
く
社
市
の
「
西
間
」
の
詩
の
「
百
鳥
各
相
命
。

孤
一
抑
止
式
加
熱
ニ
自
心
一
」
の
句
も
、
一
意
境
相
似
た
も
の
で
あ
る
。
論

訟
の
宮
貴
浮
雲
の
た
と
え
(
述
而
篇
)
も
発
想
の
根
底
に
あ

る
か
も
知
れ
な
い
。

猪
口
博
士
は
前
掲
著
書
の
除
設
の
項
で
、
「
不
出
門
」
に
お
け
る

如
、
聯
、
「
中
懐
・
:
外
物
・
:
」
の
解
終
に
つ
い
て
、
川
口
設
に
い
さ
さ

(
3
)
 

か
の
疑
義
を
さ
し
は
さ
む
も
の
の
、
こ
の
聯
の
上
旬
、
「
中
罷
好
逐

孤
雲
去
」
に
関
し
て
は
、
訓
一
諸
説
・
解
震
と
も
に
大
筋
に
お
い
て
川
口

設
と
遠
い
は
な
い
。
特
に
、
「
中
一
懐
は
好
し
孤
雲
を
逐
ひ
て
去
る
」

(
4
)
 

と
い
う
訓
み
方
は
、
現
存
最
高
の
善
本
と
い
わ
れ
る
辱
経
路
文
庫
蔵

官
何
本
『
菅
家
後
集
」
一
や
、
彰
考
舘
蔵
官
何
本
、
ま
た
諾
版
本
な
ど
い
ず

れ
も
同
様
に
訓
む
。

と
こ
ろ
が
、
小
島
憲
之
博
士
は
、
『
王
朝
漢
詩
選
』
(
岩
波
文
庫
)

に
お
い
て
、
「
中
震
:
・
」
の
句
に
つ
い
て
、
「
刊
本
『
中
懐
好
逐
雲

去
』
(
中
懐
好
シ
孤
雲
ヲ
逐
テ
去
ル
)
と
訓
み
、
理
解
し
や
す
い
が
、

(
5〉
ち

ゅ

う

く

わ

、

次
の
対
匂
を
考
慮
し
て
、
訓
読
を
改
め
て
み
た
」
と
し
て
、
「
中
懐

お

こ

う

ん

さ

好
く
逐
ひ
孤
雲
去
っ
」
と
訓
み
、
「
心
の
中
は
ひ
と
ひ
ら
の
ち
ぎ

れ
雲
が
去
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
そ
れ
を
追
っ
て
何
の
わ
だ
か
ま
り

も
残
ら
ぬ
ほ
ど
の
よ
い
状
態
で
あ
り
、
:
・
」
と
解
程
す
る
。
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小
島
博
士
が
、
「
次
の
対
句
を
考
慮
し
て
云
云
」
と
い
わ
れ
る
の

は
、
「
中
懐
:
・
外
物
:
・
」
の
下
旬
「
外
物
相
逢
満
月
迎
」
を
、
「
外
物

相
逢
ひ
満
月
迎
ふ
」
と
訓
ん
だ
の
に
合
わ
せ
て
、
従
来
簿
統
的
に

「
中
懐
は
好
し
孤
雲
を
逐
ひ
て
去
る
」
と
訓
ま
れ
て
い
た
訓
み
方
を
、

右
の
よ
う
に
改
め
て
み
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

こ
の
句
の
意
味
を
右
の
よ
う
に
解
揮
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
川
口

・
猪
口
説
と
一
同
じ
立
場
を
と
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
道
一
興
の

心
境
を
卒
静
空
虚
な
達
観
の
境
地
に
あ
る
と
す
る
黙
で
は
共
通
し
て

い
る
。
し
か
し
、
「
不
出
門
」
は
左
涯
蛍
初
の
作
品
で
あ
り
、
そ
れ



か
ら
ほ
ど
な
く
作
ら
れ
た
「
秋
夜
九
月
十
五
日
」
と
題
す
る
七
律
、

北

京

萎

顔

色

白

霜

頭

況

復

千

絵

虫

外

投

昔

被

一

一

柴

花

縫

組

縛

一

ふ
f

任
均
一
一
反
論
草
来
四
一

月

光

似

v
一
銃
無
v
明
v
非

風

気

如

v
万

不

v
破
v
愁

問
問

v
見

随
v
開

皆

惨

傑

此

秋

溺

作

ニ

我

身

秋

一

を
は
じ
め
と
し
て
、
後
集
全
編
が
悶
悶
た
る
孤
濁
憂
愁
の
情
に
お
お

わ
れ
、
絶
筆
と
な
っ
た
七
紹
「
春
一
官
ど
で
は
、

盈
v
城

溢

v
郭

幾

梅

花

強

是

風

光

早

歳

華

統

足

鮎

将

疑

v
繋
v
内

山

黙

著

忠

v
蹄
v
家

と
う
た
い
、
蘇
武
と
誠
一
丹
と
の
故
事
を
ふ
ま
え
て
望
郷
の
念
も
だ
し

が
た
き
を
訴
え
る
。
こ
の
よ
う
な
終
始
的
悶
た
る
道
員
の
心
情
を
考

え
る
と
、
左
選
蛍
初
の
「
不
出
門
」
の
詩
に
お
い
て
の
み
、
卒
静
空

虚
な
心
境
で
あ
っ
た
と
解
樟
す
る
の
は
、
い
さ
さ
か
矛
盾
し
て
い
て

道
府
県
の
心
情
を
正
し
く
理
解
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
忠
わ
れ

る。
ひ
る
が
え
っ
て
考
え
る
に
、
そ
も
そ
も
「
不
出
門
」
と
い
う
詩
題

は
白
居
易
の
文
学
に
み
ら
れ
る
特
徴
的
な
詩
題
で
あ
っ
た
。
そ
の

上
、
そ
の
領
，
聯
「
都
府
接
縫
若
ニ
瓦
色
一
観
音
寺
只
脳
部
ニ
鑓
建
一
一
、
が
、

白
居
易
の
「
遺
愛
寺
銭
敬
v

枕
様
、
香
嬢
峯
一
害
援
v
簾
君
!
一
(
香
法
山
傘

下
、
新
ト
ニ
山
居
一
州
堂
初
成
、
偶
題
ニ
東
壁
一
重
題
)
に
よ
っ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
っ
た
し
、
道
員
の
「
中
穣
・
外

物
・
:
」
と
い
う
針
比
的
表
現
も
、
は
白
居
易
の
詩
に
み
ら
れ
る
特

質
を
模
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
著

に
お
い
て
詳
細
に
論
じ
た
の
で
改
め
て
繰
返
さ
な
い
。
し
か
し
今
こ

こ
で
は
、
本
稿
論
述
の
都
合
上
、

LH
詩
語
と
し
て
の
「
中
一
懐
」
の
一
意

味
を
要
知
的
か
つ
結
論
的
に
整
理
す
る
た
め
に
、
「
中
一
懐
好
逐
一
一
孤
雲

去
一
外
物
相
コ
逢
満
月
迎
一
」
に
お
け
る
道
一
員
の
心
境
を
、
私
が
か
つ

て
ど
の
よ
う
に
ま
と
め
て
お
い
た
か
次
に
引
用
し
て
お
き
た
い
。

そ
も
そ
も
こ
の
聯
は
難
解
で
、
解
稗
上
の
問
題
駐
を
含
む
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
「
中
懐
」
と
「
外
物
」
と
い
う

針
比
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
語
の
一
意
味
が
明
確
に
さ
れ
な
か
っ
た

た
め
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
語
を
詩
の
中
で
釘
比
的
に
使
用
す
る
例

は
、
白
居
日
却
の
作
品
に
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
少

な
く
と
も
盛
法
・
中
唐
の
代
表
的
詩
人
と
の
比
較
に
お
い
て
は
そ

う
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
白
居
易
に
お
け
る
「
中
穣
」
の
語
の
用
例
を
調
べ
て

み
る
と
、
「
外
物
!
一
の
語
と
針
比
的
に
用
い
ら
れ
る
と
き
、
股
俗

関
遁
の
心
一
境
を
一
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
心
境
は
、

白
居
易
が
常
に
理
想
と
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま

た
「
外
物
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
司
】
荘
子
」
一
に
出
血
ハ
の
あ
る
語
で
、

白
居
易
に
と
っ
て
世
俗
的
な
名
利
築
達
な
ど
を
一
意
味
す
る
も
の
と

し
て
否
定
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
静
謡
な
閑
遁
の

(119 ) 



心
境
を
理
想
と
し
て
追
求
す
る
あ
ま
り
、
と
も
す
れ
ば
世
俗
的
な

も
の
に
累
わ
さ
れ
や
す
い
自
分
自
身
す
ら
、
白
氏
に
は
「
外
物
」

と
認
識
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
白
居
易
の
「
透
倭
」
と
題
す
る
詩
の

中
に
「
此
身
是
外
物
」
(
此
の
身
は
走
れ
外
物
)
と
歌
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
明
確
に
う
か
が
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

か
く
し
て
f

日
詩
語
と
し
て
の
「
中
懐
」
「
外
物
」
の
針
比
的
表

現
の
影
響
下
に
お
い
て
、
道
長
の
「
不
出
門
」
の
頚
聯
、
「
中
一
様

好
一
巡
孤
雲
去
、
外
物
相
逢
満
月
迎
」
(
中
懐
は
好
し
孤
雲
の
去
る

を
逐
ひ
、
外
物
は
減
月
の
迩
へ
に
柏
逢
は
ん
)
を
見
る
と
き
、
従

来
行
わ
れ
て
き
た
解
稗
に
は
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な

わ
ち
、
大
儒
菅
原
道
良
の
悟
り
に
近
い
澄
ん
だ
圏
瀬
な
心
境
を
絞

し
た
も
の
と
し
て
こ
の
一
聯
を
解
穣
す
る
従
来
の
設
は
、
白
詩
語

の
用
法
に
照
ら
し
て
納
得
し
難
い
も
の
が
あ
る
。
前
述
し
た
通

り
、
道
民
は
こ
れ
ら
の
自
詩
語
を
十
分
に
承
知
し
て
い
た
は
ず
で

あ
る
。
し
か
ら
ば
、
道
震
の
「
不
出
門
」
に
お
け
る
頚
聯
は
、
間
十

に
白
居
易
の
詩
的
関
比
一
泊
と
し
て
の
「
中
懐
」
「
外
物
」
を
表
面

的
に
撤
取
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
ら
の
語
に
託
せ
ら
れ
た
白

居
易
の
心
情
が
、
道
真
の
詩
的
心
情
の
深
層
部
分
に
深
く
か
か
わ

っ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
道
真
の
「
不
出
門
」

の
詩
の
中
で
も
と
り
わ
け
難
解
と
さ
れ
て
い
た
頚
聯
「
中
穣
好
逐

孤
雲
去
、
外
物
相
逢
満
月
迎
」
(
中
一
擦
は
好
し
孤
雲
の
去
る
を
逐

ひ
、
外
物
は
満
月
の
迎
へ
に
相
逢
は
ん
)
の
一
意
味
は
、
お
よ
そ
衣

の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
「
(
太
宰
府
に
左
遷
さ

れ
間
関
た
る
塾
居
の
生
活
を
徐
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
て
い
る
私
の
現

在
の
心
境
は
、
〉
白
居
易
が
理
想
と
し
て
い
た
自
足
の
境
地
と
は

程
遠
く
、
何
物
に
も
わ
ず
ら
わ
さ
れ
な
い
悠
々
自
適
の
白
氏
の
ご

と
き
患
い
は
、
一
片
の
雲
を
這
う
よ
う
に
し
て
私
の
胸
中
か
ら
去

っ
て
し
ま
っ
た
。
か
く
し
て
心
な
ら
ず
も
世
俗
の
波
に
翻
弄
さ
れ

て
憂
き
呂
に
遭
う
私
は
、
月
光
に
無
寅
を
晴
ら
し
て
ほ
し
い
と
望

み
つ
つ
、
何
時
か
そ
の
海
月
に
迎
え
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
、
都
に

腐
る
自
に
め
ぐ
り
逢
い
た
い
も
の
で
あ
る
よ
と
い
う
の
で
あ
ろ

う
。
つ
ま
り
こ
の
聯
は
白
詩
語
を
巧
み
に
用
い
な
が
ら
も
、
白
居

易
と
は
程
遠
い
む
し
ろ
逆
な
心
境
を
歌
う
の
で
あ
る
。
(
〈
注
1
〉

に
掲
げ
た
拙
著
、
一
七
五

i
一
七
六
ペ
ー
ジ
)

自
詩
一
誌
を
纏
使
し
な
が
ら
も
、
む
し
ろ
白
氏
と
は
相
異
な
る
心
情

表
現
を
一
意
関
幽
し
て
い
た
と
い
う
黙
は
、
こ
の
例
以
外
に
も
拙
著
に
お

い
て
し
ば
し
ば
詳
論
し
た
よ
う
に
、
道
真
の
文
翠
の
特
質
の
一
端
を

示
す
事
柄
で
あ
り
、
道
奨
文
撃
の
本
質
を
解
明
す
る
上
で
は
重
要
な

手
が
か
り
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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さ
て
、
「
不
出
門
」
の
頚
聯
の
訓
み
と
一
意
味
を
、
前
節
で
試
み
た



ご
と
く
一
際
ま
と
め
て
は
み
た
も
の
の
、
い
ま
ひ
と
つ
落
ち
着
か
な

い
の
は
、
「
好
」
の
字
の
解
樫
で
あ
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
私

も
明
確
な
解
緯
が
得
ら
れ
な
い
ま
ま
に
、
先
阜
の
諸
説
の
ご
と
く
、

一
舷
は
「
ま
ま
よ
、
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
よ
い
」
と
解
標
す
る
設
に
従

っ
て
き
た
(
前
掲
、
拙
著
二
ハ
一
ペ
ー
ジ
)
。
そ
れ
は
、
一
種
の
諦

税
の
心
境
を
「
好
」
の
一
字
に
示
し
た
も
の
と
の
考
え
方
で
あ
る
。

私
は
こ
の
聯
全
慨
が
示
す
心
境
を
、
こ
れ
ま
で
の
通
設
の
ご
と
く
、

苦
し
い
思
い
は
空
の
彼
方
に
去
り
現
在
は
空
虚
関
減
な
卒
静
な
心
境

だ
と
は
解
稗
せ
ず
、
自
氏
の
ご
と
き
自
足
閑
過
の
患
い
は
雲
と
と
も

に
消
え
現
在
は
苦
し
い
境
涯
に
あ
る
と
解
稗
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
解
稼
は
、
基
本
的
に
は
通
説
と
は
逆
の
立
場
に
は
立
つ
も
の
の
、

「
好
」
の
字
の
解
緯
に
つ
い
て
は
、
「
ま
ま
よ
、
そ
れ
な
ら
ば
そ
れ
で

よ
い
」
と
解
樫
し
、
一
種
の
諦
視
の
心
一
境
を
も
含
む
も
の
と
す
る
黙

で
諸
説
に
一
泣
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
い
か
な

る
一
意
味
の
諮
問
倒
に
せ
よ
、
そ
う
簡
単
に
そ
の
境
地
に
達
し
得
た
も
の

で
あ
っ
た
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
は
、
や
は
り
残
る
。
そ
こ
で
冒
頭
に

も
述
べ
た
ご
と
く
、
「
好
」
の
に
却
し
て
更
に
考
え
を
め
ぐ
ら

せ
て
み
た
い
。

「
好
」
の
字
義
を
、
「
ま
ま
よ
、
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
よ
い
」
と
解
樟

。

。

す
る
根
撲
は
、
「
中
一
院
好
逐
孤
雲
去
」
に
お
け
る
「
好
」
と
「
去
i

一

い
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
好
去
」
は
、
張
相
の

の

。〉

『
詩
詞
山
間
語
辞
縫
翻
伴
』
に
よ
れ
ば
、
「
患
者
安
慰
行
者
之
僻
」
(
居
る

者
、
行
く
者
を
安
慰
す
る
の
智
な
り
)
と
設
拐
し
て
、

好

去

張

公

子

、

通

v
家

別

恨

添

。

(
杜
南
、
迭
=
長
十
二
参
事
赴
ニ
窃
州
一
)

春

謹

潔

飛

留

不

v
得
、
問
問
v
風
好
去
落
ニ
誰
家
↓

(
劉
再
錫
、
柳
校
詞
)

南

浦

婆

萎

別

、

西

風

溺

揚

秋

。

一

着

一

腸

断

、

好

去

莫

v
同
v
頭。

(
白
居
易
、
南
浦
別
)

好

去

鴛

駕

侶

、

沖

v
天

使

不

v
一選。

(
白
居
易
、
待
漏
入
問
書
事
)

な
ど
の
詩
句
を
掲
げ
る
。
こ
れ
ら
の
「
好
去
」
は
、
い
ず
れ
も
「
さ

よ
う
な
ら
。
ご
無
事
で
。
ご
き
げ
ん
よ
う
」
な
ど
の
一
意
味
で
、
「
別

れ
て
行
く
の
も
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
(
引
き
と
め
よ
う
も
な
い
の
だ
か

ら
)
い
た
し
か
た
な
い
、
ま
ま
よ
」
の
一
意
も
含
む
も
の
で
あ
る
。

『
菅
家
文
革
』
や
『
菅
家
後
集
』
に
も
、
「
好
去
」
の
例
は
散
見
さ

れ
る
。
い
ま
、
文
草
中
に
お
け
る
詩
句
の
一
一
仰
を
、
川
口
注
と
と
も

に
衣
に
掲
げ
て
み
よ
う
。
訓
み
は
大
系
本
〈
三
五
四
ペ
ー
ジ
)
に
従

〉つノ。

流
年
好
去
従
(
呂
老

{
呂
漏
野
時
自
、
遇
春
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t主
主f

〈
川
口
注
〉

水
の
よ
う
に
流
れ
る
歳
月
よ
。
御
機
嫌
ょ
う
!

く
な
ら
時
間
よ
過
ぎ
行
け
、
我
ら
は
と
も
に
官
界
の
ま
に
ま
に

任
に
従
っ
て
老
い
て
行
け
ば
よ
ろ
し
い
。
「
好
去
」
も
、
去
り

ゆ
く
も
の
を
安
慰
す
る
俗
語
。

官
秩
満
ち
て
、
帰
京
す
る
時
は
、
自
然
め
ぐ
り
く
る
春
に
遇
う

こ
と
も
あ
ろ
う
。
(
い
つ
ま
で
も
寒
い
え
/
ば
か
り
で
は
な
い
は

ず
、
君
よ
安
ん
ぜ
よ
。
〉

ま
ま
よ
、
行

こ
の
詩
句
は
、
作
者
が
四
十
五
歳
、
讃
岐
守
と
し
て
任
地
に
あ
っ

て
の
七
絶
、
「
訓
-
一
藤
六
司
馬
幽
関
之
作
「
次
二
本
議
一
」
の
縛
・
結
句

で
あ
る
。
道
館
内
に
と
っ
て
讃
岐
へ
の
赴
任
は
事
質
上
の
左
選
で
あ
っ

た
か
ら
、
讃
岐
嫁
藤
原
茶
が
「
幽
閑
之
作
」
を
寄
せ
て
来
た
の
に
針

し
て
、
同
病
相
憐
む
思
い
を
も
っ
て
酬
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ

だ
け
に
こ
の
詩
句
は
、
そ
の
十
二
年
後
に
流
誌
の
地
太
宰
府
で
う
た

っ
た
「
不
出
門
」
の
顕
聯
、
「
中
懐
好
逐
二
孤
一
一
一
去
去
一
外
物
相
コ
逢
鮪

月
泡
一
」
と
、
そ
の
心
情
表
現
の
上
で
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
上
句
は
、
讃
岐
で
は
時
は
流
れ
老
い
ゆ
く
の

み
と
う
た
っ
た
の
に
削
列
し
て
、
太
宰
府
で
は
心
中
関
遊
の
緩
い
は
白

一
室
と
共
に
流
れ
去
っ
て
苦
境
に
あ
る
と
い
う
。
ま
た
下
旬
に
つ
い
て

も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
讃
岐
で
は
任
期
が
満
ち
て
蹄
京
し
春
患
に
め
ぐ

り
逢
う
の
が
早
か
ら
ん
こ
と
を
祈
る
の
に
お
し
て
、
太
宰
府
で
は
満

月
の
明
る
さ
に
よ
っ
て
我
が
身
の
無
寅
を
晴
ら
し
早
く
京
に
迎
え
ら

れ
た
い
と
熱
望
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
文
革
中
に
見
ら
れ
る
「
好
去
」
の
他
の
詩
句
例
に

照
ら
し
て
み
る
と
、
「
中
懐
好
逐
孤
雲
去
」
の
匂
は
、
「
中
一
懐
よ
(
卒

穣
関
遁
を
求
め
る
思
い
よ
)
、
好
し
去
れ
、
さ
ら
ば
止
む
を
得
ぬ
・
:
」

と
理
解
す
る
の
も
、
わ
か
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
一
意
味
で

は
、
こ
の
句
が
古
寓
本
や
版
本
を
は
じ
め
、
俸
統
的
に
「
中
懐
は
好

し
孤
雲
を
逐
ひ
て
去
る
」
と
訓
み
な
ら
わ
さ
れ
て
来
た
の
も
、
一
理

あ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
中
懐
」
「
好
去
」
が
主
述
関
係
、

「
逐
孤
雲
」
が
「
去
」
の
修
飾
語
と
い
う
理
解
に
基
づ
く
訓
み
方
で

あ
る
。
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し
か
し
問
題
は
、
果
た
し
て
こ
の
句
を
、
「
中
懐
」
が
「
好
去
で

あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
或
は
「
中
犠
よ
」
、
(
お
前
は
〉
「
好
去
な

れ
」
と
い
う
よ
う
に
、
主
述
関
係
と
し
て
と
ら
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う

か
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
匂
の
リ
ズ
ム
は
、
「
中
棲
・
好
逐
・
孤
一
室
去
」

(
中
懐
は
、
好
く
逐
ふ
、
孤
雲
の
去
る
を
)
と
理
解
す
る
の
が
素
直

な
訓
み
方
で
は
な
い
か
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
訓
め

ば
、
こ
の
勾
と
斡
を
な
す
下
旬
「
外
物
相
逢
満
月
迎
」
(
外
物
〈
我

(
6
)
 

が
身
〉
は
、
相
逢
は
ん
、
満
月
の
迎
へ
に
)
の
リ
ズ
ム
と
も
う
ま
く

合
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
前
述
の
小
島
博
士
の
訓
み
に
は



賛
涯
を
表
し
た
い
。

四

さ
て
、
上
述
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
「
好
」
の
字
を
「
ま
ま

よ
、
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
よ
い
」
と
解
樫
す
る
の
は
、
い
さ
さ
か
ぎ
ご

ち
な
く
な
っ
て
く
る
。
や
は
り
「
好
」
の
字
は
、
「
逐
」
の
修
伸
一
誌

と
し
て
解
純
す
る
の
が
穏
蛍
で
あ
ろ
う
。
(
(
孤
雲
の
去
り
ゆ
く
の

を
〉
逐
う
」
の
は
、
ど
の
よ
う
に
「
逐
う
」
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ

は
「
好
」
の
紋
態
で
逐
う
の
だ
と
い
う
文
脈
で
と
ら
え
た
い
。
つ
ま

り
、
こ
の
勾
を
端
的
に
構
造
的
に
と
ら
え
れ
ば
、
「
中
懐
は
、
孤
雲

の
去
る
の
を
、
好
く
一
巡
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
「
好
」
と
は
一
般
何
か
。
川
口
開
士
が
こ
の
字
を
「
こ

と
む
な
し
」
と
訓
む
の
は
、
恐
ら
く
『
類
家
名
義
抄
』
の
十
日
訓
に
よ

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
叡
智
院
本
『
類
緊
名
義
抄
』
(
風
間
書
房
影
印

刊
本
)
に
よ
れ
ば
、
「
ヨ
シ
一
「
カ
ホ
ヨ
シ
」
な
ど
九
種
の
訓
を
掲
げ

る
中
に
、
「
コ
ト
ム
ナ
シ
」
の
訓
を
翠
げ
、
そ
れ
に
朱
で
斜
線
を
掛

け
た
形
の
合
黙
が
付
し
て
あ
る
。
中
国
域
夫
博
士
の
解
説
に
よ
れ

ば
、
こ
の
合
引
は
『
類
緊
名
義
抄
』
成
立
嘗
時
の
も
の
で
、
師
設
が

あ
り
確
か
な
操
り
所
に
基
づ
く
と
い
う
訓
に
つ
い
て
、
特
に
施
し
た

符
披
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

「
コ
ト
ム
(
ン
)
ナ
シ
」
は
、

「
事
も
無
し
」

の
蒋
で
、
字
書
的
な

走
味
は
「
何
事
も
な
い
。
無
事
で
あ
る
」
の
諮
で
あ
る
。
こ
の
古
訓

に
つ
い
て
は
、
後
に
詳
述
す
る
が
、
こ
れ
は
菅
家
相
承
の
訓
で
あ
ろ

う
と
推
定
さ
れ
る
。
し
か
し
今
日
、
『
士
官
家
文
革
』
や
『
菅
家
後
集
』

に
つ
い
て
、
明
ら
か
に
菅
家
駄
を
と
ど
め
て
い
る
と
見
ら
れ
る
も
の

が
な
い
よ
う
な
の
で
、
い
ま
し
ば
ら
く
他
の
文
献
に
よ
っ
て
考
察
を

進
め
た
い
。

鎌
倉
時
代
の
付
訓
古
詩
本
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る

『
凶
和
漢
朗
詠
集
』
の
諸
潟
本
の
中
、
菅
家
鈷
を
侍
え
て
い
る
の
は
、

傘
経
関
文
庫
磁
嘉
一
頼
回
年
こ
二
三
八
)
寓
巻
子
本
〈
以
下
、

{
券
経
関
文
庫
本
と
略
稿
〉

蜂
須
賀
家
蓄
蔵
専
修
大
同
学
政
菅
家
相
停
本
(
上
帖
は
建
長
三
年

《
一
二
五
一
》
潟
。
下
帖
は
正
元
元
年
《
一
二
五
九
》
寓
)

〈
以
下
、
専
修
大
本
と
略
務
〉

京
都
府
立
総
合
資
料
館
瀬
巻
子
本
〈
以
下
、
京
都
府
立
本
と
略

穏〉

大
東
急
記
念
文
庫
磁
嘉
潜
元
年
(
一
三
二
六
)
詩
巻
子
本

(
7
)
 

な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。
い
ま
こ
れ
ら
の
中
、
影
印
本
(
専
修
大
本
)

や
複
寓
本
な
ど
手
許
に
資
料
が
あ
る
前
の
三
本
を
主
と
し
、
そ
の
他

の
古
寓
本
な
ど
も
参
看
し
な
が
ら
、
「
好
」
の
の
菅
家
相
承
の
古

訓
を
調
べ
て
み
た
い
。
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五

『
和
漢
朗
詠
集
』
初
冬
の
一
部
立
の
中
に
、
自
居
易
の
詩
句
「
十
月

江
南
天
気
好
、
云
一
五
」
が
あ
る
。
こ
の
句
中
の
「
好
ー
一
の
字
に
注
意

し
て
諸
本
の
訓
み
を
検
討
し
て
み
る
と
、
傘
経
関
文
庫
本
・
専
修
大

本
と
も
に
、

コ
ト
ン
ナ
シ

十
月
江
南
天
気
好

と
訓
む
。
さ
ら
に
、
京
都
府
立
本
で
は
、

ノ

コ

ト

ム

ナ

シ

十
月
江
南
天
気
好

と
訓
ん
で
い
て
、
「
好
」
の
字
を
菅
家
貼
で
は
、
「
コ
ト
ム
(
ン
)
ナ

シ
」
と
訓
ん
で
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
宮
内
藤
喜
陵

部
磁
傍
魚
家
筆
潟
本
で
は
、

十
月
江
南
天
気
好

と
訓
み
、
「
好
」
の
字
の
左
に
「
「
一
ト
ン
ナ
シ
」
と
傍
訓
す
る
。
某

家
政
日
本
古
典
文
皐
禽
影
印
巻
子
本
で
も
、

十
月
江
南
天
気
好

と
訓
み
、
「
好
」
の
字
の
左
に
「
ナ
リ
」
と
傍
訓
す
る
。
こ
の
寓
本

は
、
築
島
裕
博
士
の
解
一
過
に
擦
れ
ば
、
「
藤
原
南
家
の
勲
一
本
の
古
い

も
の
の
一
つ
と
し
て
、
重
要
な
資
料
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

「
ナ
リ
」
の
傍
訓
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、

(
8〉

で
あ
ろ
う
。

こ
の

と
も
訓
む
の

「
「
一
ト
ン
ナ
ヲ
」

い
ず
れ
に
し
て
も
「
天
気
好
」
の
「
好
」
の
字
の
部
み
方
は
、
鎌

倉
時
代
の
付
訊
完
本
な
ど
で
は
「
コ
ト
ム
(
ン
)
ナ
シ
」
と
い
う
訓

み
方
が
主
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

な
お
、
山
田
孝
雄
博
士
の
岩
波
文
庫
本
『
倭
漢
朗
詠
集
』
で
は
、

ソ

フ

グ

エ

ツ

カ

ウ

ナ

ン

テ

ン

キ

コ

ト

ン

ナ

シ

十

月

江

南

天

気

好

と
訓
む
。

次
に
、
さ
ら
に
別
の
詩
句
中
に
あ
る
「
好
」
の
字
に
限
を
蒋
じ
て

み
た
い
。

期
一
詠
集
「
暮
春
」
の
一
部
立
中
に
、
源
願
の
詩
句
「
劉
自
若
知
今
日

'
好
、
云
云
」
が
あ
る
。
こ
れ
を
傘
経
関
文
庫
本
で
は
、

ザ

ウ

ハ

ク

ジ

ラ

マ

シ

カ

ハ

ノ

コ

ト

γ
ナ
キ
コ
ト
ヲ

例
制
白
若
知
ニ
今
日
好
一

と
訓
む
。
こ
れ
を
専
修
大
本
で
は
、

劉
自
若
知
一
一
今
日
好
一

と
訓
み
(
括
弧
「
内
の
パ
・
ヲ
は
筆
者
が
補
っ
た
も
の
)
、
傘
経
関
文

庫
本
の
、
「
「
一
ト
ン
ナ
キ
コ
ト
ヲ
」
の
「
コ
ト
」
が
あ
る
か
な
い
か

の
遠
い
だ
け
で
あ
る
。
な
お
、
日
本
古
典
文
事
曾
影
印
巻
子
本
は
、

p
ウ

ハ

モ

シ

シ

ラ

マ

シ

狗

ハ

ケ

フ

ノ

コ

ト

ン

ナ

キ

コ

ト

ヲ

劉
白
若
知
-
一
今
日
好
一

と
訓
み
、
「
「
一
ト
ン
ナ
キ
コ
ト
ヲ
」
の
「
キ
」
の
左
下
に
、
同
じ
思
一

審
で
「
ル
」
の
字
を
傍
書
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
コ
ト
ン
ナ
ル
コ

ト
ヲ
」
と
も
訓
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
一
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
慰
命
国

間
敢
闘
め
認
識
狩
谷
被
税
腕
欝
蔵
本
に
は
、
「
コ
ト
ン
ナ
ル
コ
ト
」
と
訓
ん
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で
い
る
。
ま
た
、
静
嘉
堂
文
庫
版
惇
後
宇
多
天
皇
震
翰
本
も
、

リ

ウ

シ

シ

ラ

γ
γ

カ

ハ

ノ

コ

ト

ン

ブ

ル

コ

ト

ツ

劉
自
若
知
一
一
今
日
好
一

と
訓
む
。
さ
ら
に
、
宮
内
燃
書
陵
部
磁
侍
魚
家
筆
寓
本
は
、

ザ

ウ

ハ

タ

モ

シ

シ

ラ

可

、

ゾ

カ

ハ

ノ

コ

ト

ム

ナ

や

コ

ト

ツ

劉
自
若
知
一
一
今
日
好
一

と
訓
ん
で
い
る
。
菅
家
路
を
侍
え
る
京
都
府
立
本
が
、

リ

ウ

シ

シ

ラ

マ

シ

カ

ハ

ノ

ナ

守

コ

ト

ツ

劉
自
若
知
ニ
今
日
好
一

と
訓
む
の
も
、
「
好
」
の
字
を
「
こ
と
ん
ナ
キ
コ
ト
ヲ
」
と
訓
ま
せ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

な
お
、
山
田
孝
雄
博
士
は
、
前
掲
の
岩
波
文
庫
本
『
倭
漢
朗
詠
集
』

で
、
こ
の
句
を
次
の
よ
う
に
訓
ん
で
お
ら
れ
る
。

リ
ウ
ハ
タ
モ
シ
ケ
フ
ノ
コ
ト
ソ
ナ
キ
コ
ト
ヲ
シ
ラ
マ
ツ
カ
パ

劉

J

日

若

知

今

日

好

--'-ノ、

さ
て
、
上
速
の
吉
潟
本
が
、
菅
家
黙
を
中
心
と
し
て
お
し
な
べ
て

上
例
の
「
好
」
の
字
を
、
「
事
も
無
し
」
の
一
意
味
で
訓
じ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
「
天
気
好
!
一
「
今
呂
好
」
の
「
好
」
を
「
こ
と
む

(
ん
)
な
し
」
と
理
解
す
る
以
上
、
こ
れ
ら
の
語
句
は
単
純
に
「
天

気
が
良
い
」
「
今
日
は
良
い
自
だ
」
な
ど
と
い
う
そ
れ
だ
け
の
一
背
広

で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
右
の
「
天
気
好
」
と
い
う
語
句
は
、
『
白
氏
文
集
』

巻
二
十
(
那
波
本
)
に
所
牧
す
る
七
律
、
「
円
十
九
/
1

一
の
詩
の
第
一
句
中

の
表
現
で
あ
っ
た
。
次
に
、
そ
の
全
詩
を
掲
げ
て
み
よ
う
。

十

月

江

南

天

気

好

可

v
憐
冬
景
似
ニ
春
華
一

霜

軽

未

v
殺

萎

萎

革

日

援

初

乾

漠

漠

沙

老

柘

葉

黄

如

一

一

搬

樹

一

寒

楼

枝

白

是

狂

花

此

時

却

前

夜

間

人

酔

五

馬

無

v
出
v
入
ニ
酒
家
一

こ
の
詩
は
、
自
氏
五
十
二
歳
、
杭
州
刺
史
に
除
せ
ら
れ
て
二
年
目

の
初
冬
の
作
品
で
あ
る
。
多
と
は
い
え
温
暖
な
江
南
の
好
景
に
瀦
足

し
、
酒
屋
で
一
杯
と
い
き
た
い
が
刺
史
と
い
う
立
場
上
そ
れ
も
簡
単

に
は
で
き
な
い
と
う
た
う
。
こ
の
日
、
た
し
か
に
陽
ざ
し
の
媛
か
な

小
春
日
和
で
は
あ
っ
た
ろ
う
が
、
こ
の
「
天
気
好
」
と
い
う
表
現
に

は
、
上
田
敏
の
守
フ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
の
名
誇
で
知
ら
れ
る
「
す
べ
て
世
は

事
も
無
し
」
(
『
海
潮
一
音
』
春
の
朝
)
に
近
い
情
調
が
汲
み
と
れ
る
。

白
氏
は
こ
の
翌
年
、
銭
塘
湖
堤
を
修
築
し
て
い
る
。
美
し
い
江
南
で

仕
事
も
順
調
に
進
み
、
何
の
さ
し
さ
わ
り
も
な
い
卒
穣
な
心
境
、
そ

し
て
そ
れ
を
支
え
て
く
れ
て
い
る
の
が
、
今
日
の
こ
の
「
天
の
気
」

な
の
だ
、
有
難
く
も
幸
せ
な
限
り
だ
、
な
ど
と
い
う
一
意
味
あ
い
を
こ

こ
と
む
な

め
て
の
「
天
気
好
し
」
と
い
う
表
現
で
あ
っ
た
。

J

次
に
、
朗
一
詠
集
に
牧
銭
し
な
い
文
集
中
の
白
詩
語
「
好
!
一
の
場
合

も
、
一
一
際
検
討
し
て
お
き
た
い
。

『
白
氏
文
集
』
巻
十
四
(
那
波
本
)
に
、
「
八
月
十
五
夜
、
間
一
一
握
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大
員
外
翰
林
猫
車
、
お
v
酒
翫
v
月
。
因
懐
一
一
禁
中
清
景
一
偶
題
一
一
是

詩
一
」
と
題
す
る
次
の
七
絡
が
あ
る
。

秋

月

高

懸

空

碧

外

仙

郎

静

翫

禁

留

開

放

中

唯

有

二

今

管

好

一

海

内

無

v
如
ニ
此
地
問
一

こ
の
第
三
勾
は
、
「
歳
中
唯
だ
今
管
の
好
き
こ
と
有
る
の
み
」
と

訓
み
、
そ
の
「
今
管
好
」
の
部
分
の
一
意
味
を
説
明
的
に
解
緯
す
れ
ば
、

「
今
娩
は
何
の
さ
し
さ
わ
り
も
な
く
卒
穏
無
事
に
名
月
を
賞
す
る
こ

と
が
で
き
る
良
夜
だ
。
禁
中
で
月
を
翫
ぶ
こ
と
が
で
き
る
境
遇
と
い

い
、
折
り
し
も
八
月
十
五
夜
の
名
月
を
仰
ぐ
情
景
と
い
い
、
す
べ
て

良
く
し
た
も
の
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に

訓
む
こ
と
で
、
第
四
句
の
「
海
内
此
の
地
の
関
な
る
に
如
く
は
無

し
」
の
一
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
う
ま
く
合
致
す
る
こ
と
に
な
る
。
「
今

宵
好
」
を
、
「
今
夜
は
お
天
気
に
恵
ま
れ
た
良
い
晩
だ
」
と
単
純
に

解
緯
す
る
だ
け
で
は
、
白
氏
の
良
一
意
に
迫
り
得
な
い
。
一
こ
と
む
(
ん
)

な
し
い
と
訓
む
場
合
の
「
好
」
に
は
、
そ
の
よ
う
な
重
く
深
い
一
窓
味

が
あ
る
の
で
あ
る
。
縮
図
説
漢
文
大
成
の
『
白
楽
天
詩
集
』
で
は
、

こ
の
「
今
符
好
」
の
「
好
」
も
、
前
述
の
「
十
月
江
南
天
気
好
」
の

「
好
」
も
、
と
も
に
「
よ
し
」
と
訓
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
岩
波
5

本
古
典
文
事
大
系
や
一
新
潮
日
本
古
典
集
成
の
『
和
漢
郎
一
散
集
』
に
所

牧
す
る
自
詩
句
「
十
月
一
江
南
天
気
好
」
で
は
、
「
好
」
の
字
を
「
こ

と
む
な
し
」
と
訓
む
も
の
の
、
「
何
と
も
好
も
し
い
!
一
(
岩
波
)
と
か
、

は二ミ
や天
や気
物が
足よ
りく
な(て

。好

も
し

く

」
(
新
潮
)
な
ど
と
解
四
押
す
る
の

七こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
「
好
」
(
こ
と
ん
な
し
)
の
一
意

味
を
も
っ
て
、
道
員
の
「
不
出
門
」
の
詩
に
お
け
る
「
中
穣
好
逐
孤

雲
去
」
の
場
合
を
考
え
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
以

下
、
「
好
」
が
二
事
も
無
し
」
の
一
意
で
用
い
ら
れ
た
場
合
、
述
語
の

み
な
ら
ず
修
飾
語
「
こ
と
ん
な
く
」
と
し
て
も
機
能
し
得
る
こ
と
を

前
提
と
し
て
考
え
る
こ
と
と
す
る
。

少
な
く
と
も
、
こ
の
匂
の
訓
み
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
ご
と
く
、

こ
と
ん
な

「
中
穣
は
好
く
孤
雲
の
去
る
を
逐
ふ
」
と
訓
み
た
い
。
問
題
は
そ
の

解
剖
伴
で
あ
る
。
こ
の
匂
の
リ
ズ
ム
を
、
下
旬
の
「
外
物
相
逢
満
月
迎
」

(
外
物
は
、
相
逢
は
ん
、
満
月
の
迎
へ
に
)
に
合
わ
せ
て
、
「
中
壌
は
、

こ
と
ん
な

好
く
逐
ふ
、
孤
雲
の
去
る
を
」
と
考
え
た
い
こ
と
は
す
で
に
述
べ

た
。
そ
の
「
出
i

懐
l

一
の
誌
も
、
寅
は
白
詩
語
に
基
づ
く
も
の
で
、
自

氏
の
ご
と
き
関
遮
自
足
の
心
中
の
穣
い
を
一
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
道
震
は
こ
の
句
で
、
そ
う
し
た
、
白
氏
な
ら
ば
穣
く
で
あ
ろ
う

開
通
の
思
い
は
、
道
民
の
傷
心
を
山
富
き
さ
り
に
し
て
孤
雲
と
共
に
去

っ
て
ゆ
く
、
丸
一
品
轄
し
た
道
具
の
運
命
的
な
悲
哀
と
は
、
「
中
懐
」
は

無
縁
な
の
だ
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
、
何
事
も
な
か
っ
た
よ
う
に
遠
ざ

さ
て
、
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か
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
道
良
は
、
白
氏
が
左
遷
の
憂
き

目
に
遭
い
な
が
ら
も
自
適
し
た
心
境
に
は
到
り
得
な
い
で
い
る
。
た

と
え
急
時
直
下
の
流
一
耐
の
地
に
あ
っ
て
も
、
自
氏
の
よ
う
に
関
遜
に

心
を
遊
ば
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
救
わ
れ
る
の
に
、
道
府
民
に
は
そ
れ

が
で
き
な
い
。
憂
愁
を
放
っ
て
く
れ
る
は
ず
の
自
適
へ
の
思
い
が
、

非
情
に
も
何
事
も
な
か
っ
た
よ
う
に
、
無
心
に
孤
雲
と
と
も
に
去
っ

て
ゆ
く
。
そ
の
よ
う
に
う
た
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
道
真
は
、
流
請

の
地
に
あ
っ
て
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
現
買
の
自
己
を
見
す

え
、
問
問
昭
一
の
世
界
の
中
に
我
が
身
を
置
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
白

氏
の
達
観
の
ほ
川
ん
は
観
念
的
に
は
理
解
で
き
て
も
、
い
ざ
自
分
が
そ
の

逆
境
に
的
対
さ
れ
て
み
る
と
、
そ
う
し
た
達
悟
の
思
い
は
、
自
分
を

一
顧
だ
に
せ
ず
離
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
た
。
道
民
は
、
そ
う
い
う
ん
は

己
を
こ
こ
で
見
つ
め
て
い
る
。
川
口
久
雄
博
士
は
、
道
一
員
の
「
詩
情

怨
」
「
紋
一
必
一
百
韻
」
な
ど
の
長
編
の
作
品
を
、
述
懐
自
昭
一
の
文
事

(
ぬ
)

と
し
て
道
一
氏
の
詩
の
位
界
に
お
け
る
特
徴
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
た
。

こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
こ
の
「
不
出

門
」
の
詩
も
、
律
詩
と
い
う
短
詩
型
な
が
ら
、
彼
の
自
照
の
文
字
の

代
表
的
な
作
品
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か

と
忠
わ
れ
る
。
道
良
の
「
不
出
門
」
の
詩
に
お
け
る
、
「
'
好
」
の
一

の
一
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
深
く
大
き
い
も
の
が
あ
る
。

注
(

1

)

拙
著

21安
一
初
期
に
お
け
る
日
本
漢
詩
の
比
較
文
事
的
研
究
』
(
昭

和
六
十
三
年
十
月
一
日
、
大
修
館
番
目
刊
)
一
四
六
J

一
四
七
ペ
ー
ジ
。

(

2

)

川
口
久
説
校
法
『
官
家
文
革
・
菅
家
後
集
。
』
(
日
本
古
典
文
皐
大
系
。

昭
和
四
十
一
年
十
月
五
日
、
岩
波
書
広
刊
)
四
人
て
へ
!
ジ
。

(
3
)

猪
口
篤
志
著
『
日
本
漢
詩
(
上
)
』
(
一
新
襟
漢
文
大
系
。
昭
和
田
十
七

年
八
月
二
十
五
日
刊
)
七
四
ペ
ー
ジ
。

(

4

)

川
口
久
雄
校
法
『
菅
家
文
革
・
菅
家
後
集
』
解
説
、
六
四
ペ
ー
ジ
。

(
5
)

小
島
態
之
編
『
王
抑
制
漢
詩
選
』
(
岩
波
文
庫
。
昭
和
六
十
二
年
七
月

十
六
日
、
岩
波
書
出
刊
)
一
二
四
七
ペ
ー
ジ
。

(
6
〉
「
外
物
」
を
「
我
を
め
ぐ
る
外
側
の
世
界
;
三
川
口
町
説
)
と
解
轄
す
る

考
え
方
も
あ
る
が
、
自
詩
の
「
中
懐
・
外
物
」
の
針
比
的
用
例
に
お
け
る

意
味
に
照
ら
し
て
、
「
我
が
身
」
と
解
標
す
る
の
が
安
設
で
あ
る
。
詳
し

く
は
、
注
1
の
拙
著
、
一
五
一

J

一
五
四
ペ
ー
ジ
参
照
。

(
7
〉
円
日
本
古
典
文
皐
大
辞
典
』
第
六
桂
三
九
八
五
年
二
月
二
十
日
、

岩
波
書
活
刊
)
一
一
和
、
袋
朗
一
詠
集
」
一
の
項
、
三
四
五
ペ
ー
ジ
。

(
8
)

柿
村
重
松
著
『
和
漢
朗
詠
集
考
詮
」
一
(
〈
大
正
十
五
年
刊
〉
昭
和
四
十

八
年
十
二
月
p

十
五
日
、
翠
林
舎
再
刊
)
に
お
い
て
は
、
「
十
月
江
南
天
気

好

1

一
と
訓
む
。
三

O
七
ペ
ー
ジ
。

(

9

)

拙
稿
「
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