
五
言
詩
に
お
け
る
文
学
的
萌
芽

!
建
安
詩
人
た
ち
の
個
人
的
野
情
詩
を
手
掛
か
り
に
!

(i) 

建
安
詩
人
た
ち
の
五
一
一
一
一
口
詩
が
、
オ
ケ
イ
ジ
ョ
ナ
ル
・
ポ
エ
ム
と
い

う
側
面
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
設
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
彼

ら
の
文
学
活
動
は
、
主
と
し
て
宴
と
い
う
社
交
的
な
場
で
行
わ
れ
た

の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
場
の
生
み
出
す
作
品
が
、
具
体
的
か
っ
外
図

的
な
動
機
に
よ
る
、
あ
る
特
定
の
受
け
手
を
想
定
し
た
詩
に
大
き
く

傾
く
の
は
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
宴
席
に
お
け
る
文
芸
活
動
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は

(
2
)
 

mm
に
漢
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
詩
歌
が
生
ま
れ
る
場

と
い
う
視
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
建
安
の
五
一
一
一
一
口
詩
は
、
間
間
違
い
な
く

漢
代
詩
歌
か
ら
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
も
一
言
え
る
。
た
だ
、
嘗
て
は

作
者
自
ら
が
署
名
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
五
言
の
詩
歌
に
、
建
安
諮
問

人
た
ち
は
挙
っ
て
自
ら
の
名
を
書
き
記
し
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、

態
安
詩
は
従
前
の
宴
席
文
芸
を
脱
皮
し
た
の
だ
と
一
一
一
一
口
う
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。
知
識
人
た
ち
の
間
で
五
一
一
目
的
諮
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
公
認

さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
こ
の
文
学
的
新
動
向
は
、
先
学
の
指
摘
す

移P

子

i
 

l
 

f
a
g
/
 

Jl頃

る
と
お
り
、
知
識
人
階
級
の
掌
援
を
自
論
む
貌
の
武
帯
、
曹
操
の
患

(3) 

惑
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
と
晃
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
そ
し
て
、
欝

操
の
幕
下
に
集
っ
た
文
人
た
ち
は
、
自
ら
に
与
え
ら
れ
た
機
会
を
存

分
に
生
か
す
べ
く
、
持
て
る
才
能
を
最
大
限
に
発
揮
し
て
そ
の
二
四

性
の
輝
き
を
作
品
に
刻
み
込
み
、
互
い
に
切
接
部
磨
し
な
が
ら
、
自

分
自
身
の
社
会
的
停
在
意
義
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

自
ら
の
名
を
記
し
た
作
品
の
中
に
、
具
体
的
な
情
、
況
を
描
き
込
ん

だ
り
、
特
定
の
人
物
と
の
関
係
性
を
示
し
た
り
す
る
こ
と
。
前
代
の

詩
に
誌
な
か
っ
た
、
建
安
詩
を
特
徴
付
け
る
こ
の
閤
有
性
は
、
少
な

か
ら
ず
上
述
の
よ
う
な
外
発
的
要
因
に
よ
る
も
の
だ
と
見
る
こ
と
が

で
き
る
の
そ
れ
で
は
、
建
安
文
壌
が
潟
期
的
で
あ
る
所
以
は
こ
の
種

牲
の
み
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
彼
ら
の
残
し
た

の
中
に
は
、
こ
の
よ
う
な
調
角
か
ら
は
見
え
て
こ
な
い
一
側

あ
る
。
そ
れ
か
け
が
え
の
芯
い
鏑
人
の
内
側
よ
り

(14) 

発
し

べ
き
も



こ
の
指
摘
は
、
あ
る
い
は
ひ
ど
く
線
路
な
物
言
い
の
よ
う
に
感
じ

ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
後
の
世
の
抗
籍
や
附
例
制
問
を
知
る
私
た
ち

か
ら
す
れ
ば
、
五
一
一
一
一
口
諮
型
に
自
己
の
感
懐
を
盛
る
と
い
う
こ
と
自
体

は
、
…
品
ゃ
ん
憾
あ
り
ふ
れ
た
文
学
的
常
為
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
の
だ
が
、

こ
う
し
た
未
来
が
文
字
通
り

f

未
だ
到
来
し
て
い
な
か
っ
た
建
安
当
時
、

詩
人
た
ち
に
と
っ
て
架
し
て
そ
れ
が
自
明
の
こ
と
だ
っ
た
と
言
え
る

か
ど
う
か
。
ま
た
地
方
、
建
安
詩
に
先
ん
ず
る
漢
代
五
一
一
一
一
口
詩
群
に
日

を
転
ず
れ
ば
、
十
は
詩
は
基
本
的
に
持
情
詩
と
呼
び
得
る
も
の
で
あ
る

し
、
後
漢
末
の
作
者
名
の
明
ら
か
な
作
品
の
中
に
も
、
あ
る
種
の
極

限
状
態
の
中
で
錨
人
的
感
慨
を
一
詠
ず
る
も
の
が
な
い
で
は
な
い
。
そ

う
し
た
漢
代
五
一
一
一
一
口
詩
と
、
建
安
の
好
情
的
一
詠
懐
詩
と
は
ど
の
よ
う
な

関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
技
自
し
た
い
の
は
、
後
漢
末
の
務
者
腎
操
の
下
に
集
っ
た

文
人
た
ち
の
、
オ
ケ
イ
ジ
ョ
ナ
ル
・
ポ
エ
ム
と
は
見
な
し
難
い
五
一
一
一
一
口

詩
で
あ
る
。
公
認
詩
な
ど
に
登
場
し
た
の
と
同
じ
場
所
、
同
じ
風
物

を
詠
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
詩
の
よ
う
に
特

定
の
人
物
に
向
け
て
若
し
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
言
葉
。
詩
人
個
人

が
、
社
会
的
制
約
を
受
け
る
状
況
下
に
身
を
置
き
な
が
ら
、
自
ら
の

内
側
を
顧
み
て
、
そ
の
衷
心
よ
り
表
出
し
た
と
感
受
せ
ず
に
は
い
ら

れ
な
い
患
い
の
か
た
ち
。
そ
う
し
た
表
現
が
、
幾
つ
か
の
建
安
詩
の

中
に
は
た
し
か
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た

作
品
に
光
を
巧
て
て
、
そ
の
中
に
、

切
り
開
く
こ
と
に
な
っ
の
新
間
部
を
見
出
し
た
い
。

し
て

句
文
選
h

で
は
建
安
期
の
作
品
に
始
ま
る
ジ
ャ
ン
ル
、
公
議
詩
(
巻

十
)
は
、
た
と
え
ば
劉
檎
(
?
!
二
一
七
)
の
そ
れ
に
つ
氷
日
行

遊
戯
、
犠
楽
描
未
央
(
永
日
行
く
ゆ
く
遊
戯
す
る
も
、
構
楽
猶

つ

ほ
未
だ
央
き
ず
ご
と
い
う
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
遊
宴
の
歓
楽
を

詠
ず
る
も
の
だ
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
宴
の
主
催
者
に
対
す
る
祝

(
5〉

辞
と
い
う
意
味
を
強
く
持
つ
だ
ろ
う
。
こ
の
鶴
棋
の
詩
と
関
じ
く
、

曹
杢
(
一
八
七
i

二
一
一
六
)
の
催
す
寒
席
で
作
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ

る
曹
構
(
一
九
ご

i
二
三
二
)
の
「
公
訴
詩
」
(
向
巻
二
十
)
は
、

五
宮
中
部
将
・
永
一
相
副
で
あ
る
兄
不
一
の
美
徳
を
次
の
よ
う
に
称
揚
し

て
い
る
。公

子
敬
愛
客

終
宴
不
知
疲

清
夜
遊
商
圏

飛
議
棺
追
随

明
月
澄
靖
景

削
内
需
正
参
差

秋
欝
被
長
坂

(15) 

公
子
は
客
一
を
敬
愛
し
、

宴
を
終
ふ
る
ま
で
疲
る
る
を
知
ら
ず
。

清
夜
西
富
に
遊
び
、

く
る
ま

蓋
を
飛
ば
し
て
相
追
随
す
。

ひ

か

り

た

た

明
月
は
清
き
景
を
澄
へ
、

列
箔
は
正
に
参
差
た
り
。

お
河
地

秋
一
橋
は
長
坂
を
被
ひ
、



2
一
お
回
帰

朱
筆
雷
緑
地
朱
撃
は
緑
池
を
雷
ふ
。

瀦
魚
躍
清
波
搭
魚
は
清
き
波
に
躍
り
、

好
鳥
鳴
高
校
好
鳥
は
す
向
き
枝
に
鳴
く
。

め

か

ニ

し

さ

神

髄

接

丹

毅

神

髄

丹

き

穀

に

援

し

、

軽
輩
槌
風
移
経
驚
風
に
髄
ひ
て
移
る
。

ほ
し
い
ま
ま

掘
繍
放
志
意
瓶
繍
と
し
て
志
意
を
放
に
せ
ん
、

と

二

し

な

へ

か

ご

と

千
秋
長
若
斯
千
秋
長
に
斯
く
の
若
く
あ
れ
。

公
的
な
遊
宴
空
間
で
詠
じ
ら
れ
る
五
一
一
一
一
口
詩
は
、
基
本
的
に
は
こ
の

よ
う
に
、
美
辞
麗
句
を
連
ね
て
宴
の
楽
し
さ
や
矯
景
の
美
し
さ
を
認

い
上
げ
、
以
て
、
王
様
者
の
幸
い
を
盛
大
に
言
祝
ぐ
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
一
鍛
通
念
か
ら
大
き
く
外
れ
る
詩
が
こ
こ
に
あ
る
。

『
謹
一
文
類
緊
』
巻
二
十
八
「
遊
覧
」
に
引
く
練
琳
(
一
五
六
i

二
一
七
)

で
あ
る
。

の

賂清tf趨投悲!悲綴高
鰯踊:遥 j揚感懐客会
天 I，L!歩緩激従難Il寺
路谷長 iØ~ 清仁!コ為不
i壊 j鼠林坐音発心娯

時
に
は
娯
し
か
ら
ず
、

嬬
客
心
を
為
す
こ
と
難
し
。

恕
懐
中
よ
り
発
し
、

悲
感
清
音
を
激
し
く
す
。

し
り
ぞ

協
を
投
じ
て
歓
坐
を
罷
き
、

途
遥
と
し
て
長
林
を
歩
む
。

稲
荷
た
り
山
谷
の
服
、

鮪
鰯
た
り
天
路
の
絵
。

慌
壊
忘
旋
反
情
慢
し
て
旋
反
す
る
を
忘
れ
、

敷
歌
梯
窪
襟
敷
敬
し
て
瀦
は
襟
を
一
語
す
。

こ
こ
に
い
う
「
高
会
」
が
、
具
体
的
に
い
ず
れ
の
宴
を
指
し
て
い

る
の
か
は
未
詳
で
あ
る
。
た
だ
、
王
祭
(
一
七
七
i

二
中
七
)
の

「
公
認
詩
」
(
『
文
選
h

巻
二
十
)
に
も
「
高
会
君
子
堂
(
君
子
の
堂

に
高
会
す
ご
と
の
用
倒
的
が
見
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
気
心
知
れ
た

者
ど
う
し
の
私
的
な
会
合
で
は
な
い
、
幾
許
か
の
緊
張
感
を
強
い
ら

れ
る
盛
大
な
宴
席
で
あ
る
と
は
判
断
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
を

練
琳
は
「
時
に
娯
し
か
ら
ず
」
と
こ
ぼ
し
て
い
る
。
こ
の
感
情
は
、

彼
が
「
議
客
」
す
な
わ
ち
流
れ
者
で
あ
る
こ
と
に
大
き
く
起
因
し
て

い
る
よ
う
だ
の
他
郷
に
身
を
寄
せ
る
心
許
な
さ
か
ら
、
杯
を
投
げ
出

し
て
宴
席
を
後
に
し
た
彼
は
、
人
気
の
な
い
ど
こ
ま
で
も
続
く
林
の

中
に
分
け
入
り
、
谷
か
ら
吹
き
上
げ
る
嵐
の
音
に
茸
を
額
げ
、
天
空

を
間
一
一
'
々
と
覆
っ
て
ゆ
く
雲
を
見
や
る
。
す
る
と
、
そ
の
内
に
抱
え
込

ん
だ
憂
欝
は
い
よ
い
よ
屈
託
を
増
し
、
も
は
や
帰
り
道
を
も
忘
れ
た

彼
は
涙
に
咽
ぶ
の
で
あ
る
。

離
別
に
起
因
す
る
寂
事
惑
は
、
漢
代
古
詩
に
は
頻
見
す
る
、
支
題
で

あ
り
、
均
時
に
お
い
て
は
、
宴
席
に
連
な
る
人
々
の
閣
で
広
く
共
有

さ
れ
る
耕
染
み
深
1

っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
詩
の
結
び

に

い

う

「

明

月

何

絞

鮫

」

(

明

文

選

b

巻

(
一
線
一
下
り
て
裳
衣
を
治
す
ご
を

(16) 



持
環
と
さ
せ
る
。
こ
の
古
詩
に
も
旅
人
が
登
場
す
る
し
、
そ
の
詩
中

で
絞
し
さ
を
詠
じ
る
人
は
「
一
円
を
出
で
て
独
り
釣
復
す
(
出
戸
独
約

後
ど
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
行
動
の
方
向
性
に
は
煉
琳
の
詩
に
共

通
す
る
も
の
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
や
は
り
両
者
は
一
異
質
だ
。
読
者

に
そ
う
感
じ
さ
せ
る
の
は
、
練
琳
詩
の
間
関
頭
二
匂
一
対
だ
と
一
一
一
一
口
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。
賑
や
か
な
宴
の
最
中
、
一
人
孤
独
感
に
的
わ
れ
て
そ

の
場
を
抜
け
出
す
人
の
姿
は
、
不
特
定
多
数
の
共
感
を
引
き
寄
せ
る

に
は
、
あ
ま
り
に
も
鱒
と
し
て
陀
立
し
て
い
る
。

問
問
琳
の
こ
の
詩
は
、
先
に
見
た
欝
憾
の
「
公
認
詩
」
と
は
異
な
っ

て
、
人
々
の
集
う
社
交
的
な
空
間
に
、
そ
の
場
を
穣
美
に
彩
る
べ
く

差
し
出
さ
れ
た
捧
げ
も
の
で
は
な
く
、
宴
席
と
い
う
社
会
的
磁
場
が

個
人
の
内
側
に
及
ぼ
し
た
一
定
み
を
、
そ
の
内
に
生
じ
た
形
そ
の
ま
ま

に
誌
じ
よ
う
と
し
た
も
の
だ
。
当
然
そ
の
一
言
葉
は
、
宴
の
主
催
者
に

向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
に
、
あ
る
い
は
未
だ
巡
り

逢
わ
ぬ
知
音
に
向
け
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
だ
と
捉
え
る
の
が
妥
当
だ

ろ
う
。
彼
の
こ
の
詩
が
、
同
時
代
の
誰
か
の
共
鳴
を
得
た
か
ど
う
か

は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
そ
の
第
二
句
「
鵡
客
離
為
心
」
は
、
貌
に

続
く
間
晋
時
代
、
敗
戦
爵
呉
か
ら
出
仕
し
た
陸
機
(
二
六
一

i

一一一

O

一
一
一
)
の
「
贈
従
兄
車
騎
」
詩
(
『
文
選
』
巻
二
十
四
)
に
、
「
額
融
遊

富
子
、
辛
苦
誰
為
心
(
麟
一
関
た
る
遊
富
子
、
辛
苦
誰
か
心
を
為
さ

ん
ど
と
展
開
し
て
い
る
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
練
琳
の
か

の
詩
は
、
彼
に
と
っ
て
誌
見
知
ら
ぬ
未
来
の
入
、
陸
撲
に
し
っ
か
り

と
受
け
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
際
琳
も
別
の
「
宴
会
詩
L

二
護
文
類
緊
』

十
九
)
で
は
、

良
友
招
我
遊

長
友
我
を
招
き
て
遊
び
、

高
会
中
間
に
宴
す
。

の
よ
う
に
宴
の
楽
し
さ
を
詠
じ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
先
に
見
た

詩
と
何
ら
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
何
時
い
か
な
る
場
で
も
同
じ

感
情
で
い
ら
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
邸
内
あ
る
人
で
は
あ
る
ま
い
の

煉
琳
と
い
う
同
じ
文
人
が
、
同
様
な
場
に
身
、
を
霞
き
な
が
ら
も
、
場

合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
を
「
不
娯
」
と
感
じ
た
。
そ
の
揺
れ
動
く
感
情

を
、
五
一
一
一
一
口
詩
と
い
う
表
現
様
式
が
掬
い
上
げ
て
形
に
し
て
い
る
こ
と

こ
こ
で
は
註
目
し
て
お
き
た
い
。

(17) 

}
V

」、
前
章
で
言
及
し
た
曹
植
の
「
公
議
詩
」
は
、
「
沼
間
協
」
で
の
夜
の

遊
宴
を
詠
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
じ
圏
林
を
舞
台
と
し
な
が

ら
、
公
議
詩
と
は
お
よ
そ
異
な
る
ス
タ
ン
ス
で
、
そ
の
内
な
る
騒
い

を
詠
ず
る
の
が
王
裂
の
「
雑
誌
」
(
明
文
選
』
巻
二
十
九
)
で
あ
る
。

司
暮
遊
酉
菌
日
暮
れ
て
西
圏
に
遊
び
、

そ

そ

ニ

ひ

ね

が

糞
写
憂
患
清
一
愛
患
の
情
を
写
、
が
ん
こ
と
を
糞
ふ
。



'
レ
λ
J

尚
池
揚
素
波
曲
池
は
素
き
波
を
揚
げ
、

ま
な

列
樹
敷
丹
栄
列
樹
は
丹
き
栄
を
敷
く
。

ひ
と

ト
ム
有
特
楼
鳥
上
に
特
り
棲
む
烏
有
り
、

懐
春
向
我
鳴
春
を
懐
ひ
て
我
に
向
か
ひ
て
鳴
く
。

す

そ

か

か

援
措
欲
従
之
祇
を
襲
。
け
て
之
に
従
は
ん
と
欲
す
る
も
、

路
峨
不
得
征
路
は
険
し
く
し
て
征
く
こ
と
を
得
ず
。

俳
循
不
能
去
俳
御
し
て
去
る
こ
と
能
は
ず
、

モ

作
立
望
爾
形
作
立
し
て
溺
の
形
を
望
む
。

嵐
縮
揚
躍
起
一
崩
御
鵬
躍
を
揚
げ
て
起
こ
り
、

白
日
忽
己
実
自
白
忽
と
し
て
己
に
冥
し
。

週
身
入
空
涛
身
を
趨
ら
し
て
空
一
房
に
入
り

託
夢
通
精
誠
夢
に
託
し
て
精
誠
を
通
ぜ
ん
。

人
欲
天
不
透
人
の
欲
す
る
と
こ
ろ
天
は
違
は
ず
、

何
健
不
合
弁
何
ぞ
合
弁
せ
ざ
ら
ん
こ
と
を
健
れ
ん
や
。

こ
の
諦
で
ま
ず
自
に
留
ま
る
の
は
、
棋
木
の
上
で
鳴
く
鳥
だ
の
先

に
示
し
た
欝
植
の
「
公
誠
詩
」
に
も
「
好
鳥
鳴
高
校
」
と
見
え
て
は

い
た
が
、
一
土
築
、
が
描
く
の
は
、
一
羽
で
、
連
れ
合
い
を
求
め
て
鳴
く

鳥
で
あ
る

ρ

そ
れ
は
、
た
ま
た
ま
出
会
っ
た
鳥

e

か
そ
う
で
あ
っ
た
と

い
う
の
で
は
な
く
、
王
殺
が
鳥
の
た
た
ず
ま
い
を
そ
の
よ
う
に
感
受

し
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
彼
は
、
鳥
の
声
に
「
春
を
壊
ふ
」
情
感

を
聞
き
取
り
、
そ
れ
を
自
ら
に
向
け
ら
れ
た
も
の
だ
と
感
じ
た
ば
か

そ
の
鳥
の
誘
い
に
感
応
し
て
近
づ
こ
う
と
さ
え
し
た
自
分
を

詩
中
に
登
場
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
姿
勢
は
、
欝
林
に
鳴

く
鳥
を
客
体
化
し
、
美
し
い
景
物
の
一
つ
と
し
て
詠
み
込
む
だ
け
の

か
の
「
公
認
詩
」
と
は
一
線
を
商
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
詩
の
中
の
王
祭
は
、
な
ぜ
鳥
の
も
と
じ
た
ど
り

着
け
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
つ
に
は
、
八
匂
自
に
明
言
す
る
と

お
り
、
そ
こ
へ
至
る
ま
で
の
道
が
険
し
か
っ
た
た
め
だ
ろ
う
。
ま
た

も
う
一
つ
に
は
、
そ
れ
を
組
む
何
者
か
の
影
を
彼
が
感
じ
た
た
め
で

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
推
測
さ
せ
る
の
は
、
結
び
に
近
い
「
風

鋸
揚
儲
躍
起
、
白
日
忽
己
冥
い
の
二
句
で
あ
る
。
こ
こ
で
忽
然
と
ほ
が

光
を
失
っ
た
の
は
臼
没
の
た
め
で
は
な
い
。
こ
の
詩
の
始
ま
り
で
既

に
日
は
暮
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
実
既
成
で
は
な
い
は
ず
だ
。

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
前
の
勾
に
い
う
突
嵐
に
巻
き
上
げ
ら
れ
た
躍
の

た
め
だ
ろ
う
。
で
培
、
麗
壊
に
議
き
曇
る
自
尽
と
は
侍
の
表
象
か
。

前
漢
詩
代
の
詩
文
に
は
、
浮
雷
同
に
覆
わ
れ
る
日
間
け
に
、
高
潔
な
る

阻
害
さ
れ
る
と
い
う
情
況
を
章
一
ね
合
わ
せ
る
表
現

た
と
え
ば
、
陸
資
の
司
新
器
開
』
緯
惑
篇
に
「
故
邪

月
也
(
故
に
邪
臣
の
賢
を
蔽
ふ
こ
と
、

ご
と
き
な
り
ご
と
い
い
、
東
方
朔
の

一
)
に
「
浮
雲
練
市
蔽
梅
今
、

、e
、

や
か

(18) 

が
少
な
く
な
い
。



り
て
蔽
抑
し
、
昨
月
を
し
て
光
無
か
ら
し
め
、
忠
誌
は
い
輿
に
し
て
諌

F

」
ば
い
山

め
ん
と
欲
す
る
も
、
議
訣
の
政
ち
て
芳
に
在
る
ご
と
詠
じ
、
ま
た
、

成
立
年
代
は
未
詳
な
が
ら
、
「
古
揚
椀
行
」
(
『
文
選
』
巻
一
一
十
九
「
十
日

誌
十
九
首
」
其
…
の
李
養
技
に
引
く
)
に
「
議
邪
申
告
公
正
、
浮
雲
絞

白
日
(
説
・
邪
は
公
正
を
窓
口
し
、
浮
雲
は
白
日
を
蔽
ふ
ご
と
歌
う
の

が
そ
れ
で
あ
る
。
刀
打
行
一
一
強
行
行
」
詩
(
「
古
詩
十
九
首
」
英
一
)
に

い
う
「
浮
一
繋
蔽
白
日
(
浮
雲
は
白
日
を
蔽
ふ
)
」
も
、
こ
の
発
想
の

(ゆ一〉

系
列
に
連
な
る
も
の
と
見
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
王
築
の
「
雑
詩
」

に
一
詠
じ
ら
れ
た
鹿
壊
に
騎
る
臼
出
は
、
あ
る
い
は
こ
の
流
れ
を
汲
む

表
現
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
文
一
致
繋
留
}
(
…
三
一
一
一
i

一
九
一
一
)
か

ら
そ
の
藤
警
の
全
て
を
譲
ろ
う
と
さ
れ
た
王
祭
(
『
一
一
一
国
忘
(
説

志
)

h

巻
二
十
…
・
一
土
挺
伝
)
、
が
、
白
日
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
イ
メ

ー
ジ
の
堆
積
を
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
た
だ
、
白
日
を
覆
う

の
が
浮
雲
で
な
く
て
躍
な
の
は
、
後
漢
末
、
浮
雲
に
そ
う
し
た
象
徴

(
け
日
〉

性
が
希
薄
と
な
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

か
く
し
て
、
鳥
の
も
と
へ
ゆ
く
こ
と
を
断
念
し
た
人
は
、
身
を
翻

し
て
空
っ
ぽ
の
寝
室
に
夜
り
、
夢
に
託
し
て
、
か
の
鳥
に
そ
の
真
心

を
送
り
届
け
よ
う
と
す
る
。
こ
の
鳥
、
が
、
患
い
を
寄
せ
る
慕
わ
し
い

人
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
『
尚
書
』

に
い
う
「
天
幹
子
民
、
良
之
所
欲
、
天
必
従
之
(
天
は
民

民
の
欲
す
る
所
、
天
は
必
ず
之
に
従
ふ
)
」
を
踏
ま
え
な

あ
は
れ

を
斡
み
、

が
ら
、
天
の
窓
み
に
期
待
を
寄
せ
て
、
議
た
さ
れ
な
い
自
ら
の
患
い

を
慰
め
る
の
で
あ
る
つ

王

紫

の

は

、

し

ば

し

ば

そ

こ

で

公

宴

が

催

さ

れ

る

西

陽

に
遊
ん
だ
こ
と
を
詠
じ
て
い
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
遊
戯
的
な
社
交
の

場
の
空
気
が
全
く
感
じ
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
後
、
が
こ
こ
で
描
く
欝
林

に
は
、
人
々
の
さ
ざ
め
き
は
お
ろ
か
、
一
人
の
他
者
の
存
在
す
ら
ほ

と
ん
ど
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
羽
の
鳥
に
仮
託
さ
れ
た
そ
の

人
に
し
て
も
、
こ
ち
ら
に
独
自
の
存
在
感
を
以
て
追
っ
て
く
る
他
者

で
は
な
い
。
彼
の
一
言
葉
は
徹
頭
徹
露
、
自
ら
の
内
に
向
け
ら
れ
た
独

自
な
の
で
あ
る
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
彼
が
そ
の
作
品
の
舞
台
に
西
題

を
選
ん
だ
の
は
ど
う
い
う
わ
け
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
彼
の
内
な
る

願
望
、
が
、
そ
う
し
た
場
に
身
を
置
く
人
物
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
に

起
因
す
る
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
詩
自
体
は
、
表
立
っ
て
特
定
の

人
物
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
詩
が
、
果
た
し

て
誰
か
の
自
に
留
ま
る
と
と
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ほ
と
ん
ど
簡
に
舟
け
て
発
せ
ら
れ
た
か
に
思
え
る
王
祭
の
「
雑

詩
」
で
あ
る
が
、
次
に
挙
げ
る
曹
槌
の
「
贈
王
祭
」
詩
(
司
文
選
b

(
ぼ
)

巻
二
十
四
一
)
は
、
こ
れ
に
誌
離
し
た
も
の
だ
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

端
坐
苦
愁
思
端
坐
し
て
愁
患
に
苦
し
み
、

(19) 



シ』

撹
衣
起
一
雨
遊
衣
を
援
り
て
起
ち
て
西
に
遊
ぶ
。

樹
木
発
春
輩
樹
木
は
春
華
を
発
し
、

情
池
激
長
流
清
池
は
長
流
を
激
し
く
す
。

中
有
孤
鴛
鷺
中
に
孤
な
る
鴛
驚
有
り
、

哀
，
鳴
求
匹
傍
哀
鳴
し
て
匹
俸
を
求
む
。

我
服
執
此
鳥
我
は
此
の
鳥
を
執
へ
ん
と
願
ふ
も
、

惜

哉

無

軽

舟

惜

し

い

裁

軽

舟

無

し

。ふ
る

欲
帰
忘
故
道
婦
ら
ん
と
欲
す
る
も
故
き
道
を
忘
れ
、

願
望
但
懐
結
願
望
一
し
て
侶
だ
慾
ひ
を
懐
く
の
み
。

悲
風
鳴
我
側
悲
嵐
は
我
が
側
に
鳴
き
、

裁
和
逝
不
留
一
衆
和
は
逝
き
て
留
ま
ら
ず
っ

震
陰
潤
万
物
護
陰
は
万
物
を
潤
す
、

あ
ま
ね

何
擢
沢
一
小
一
周
何
ぞ
沢
の
田
川
か
ら
ざ
る
を
犠
れ
ん
や
。

誰
令
君
多
念
誰
か
殺
を
し
て
念
ふ
こ
と
多
か
ら
し
め
、

白
使
娘
ぽ
延
自
ら
百
憂
を
懐
か
し
む
る
。

こ
こ
に
挙
げ
た
欝
楠
の
詩
は
、
主
祭
の
詩
と
の
閣
に
幾
つ
も
の
共

通
項
を
持
つ
も
の
の
、
看
過
で
き
な
い
相
違
点
も
ま
た
認
め
ら
れ
る
。

ま
ず
、
王
築
の
叶
一
一
川
に
捕
か
れ
た
、
樹
上
に
鳴
く
孤
独
な
鳥
は
、
欝
棋

の
詩
で
は
、
池
の
中
に
浮
か
ぶ
一
羽
の
箆
鷺
と
な
っ
て
い
る
。
王
築

は
そ
れ
に
従
お
う
と
し
て
果
た
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
欝
摘

は
、
連
れ
合
い
を
求
め
て
鳴
く
こ
の
鳥
を
手
中
に
収
め
た
い
と
綴
い

地
に
濯
、
ぎ
出
す
小
舟
が
な
い
と
そ
れ
を
断
念
し
て
い
る
。

後
ろ
髪
を
引
か
れ
る
患
い
だ
と
は
一
一
一
一
口
う
も
の
の
、
彼
の
患
い
の
強
さ

は
、
心
な
し
か
玉
菜
ほ
ど
で
は
な
い
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ

は
、
こ
の
断
念
の
理
由
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
王
祭
の
詩
で
は
、
白
日
は
風
に
舞
い
上
が
る
塵
壌
の
た
め

に
光
を
失
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
の
邪
心
の
介
入
を
ほ
の
め
か

す
と
読
め
る
の
で
あ
っ
た
が
、
曹
植
の
詩
に
お
い
て
は
、
現
は
嵐
で

悲
し
げ
に
吹
き
す
さ
び
、
日
輸
は
御
者
会
議
和
に
よ
っ
て
も
停
止
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
嘆
じ
ら
れ
て
い
る
だ
け
だ
。
太
陽
の
遂
行

に
時
の
移
ろ
い
へ
の
熊
燥
を
感
じ
る
こ
う
し
た
感
受
性
は
、
建
安
詩

に
お
い
て
は
、
先
の
王
紫
の
詩
に
見
た
自
白
の
イ
メ
ー
ジ
よ
り
は
圧

倒
的
に
多
数
を
占
め
て
い
る
。
ニ
の
よ
う
に
欝
植
は
主
祭
の
ほ
の
め

か
し
を
か
わ
し
て
い
る
の
だ
が
実
は
彼
は
こ
れ
を
無
視
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
の
李
善
注
に
よ
れ
ば
欝
操
を
指
す
と
い
う
「
憲
一
絵
」
、

す
な
わ
ち
濃
諮
な
繋
が
万
物
に
恵
み
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
こ
と
を

示
唆
し
、
王
誕
の
気
が
か
り
r

を
和
ら
げ
た
上
で
、
誰
も
あ
な
た
に
多

く
の
憂
い
を
抱
か
せ
た
ち
は
し
な
い
と
慰
め
る
結
び
は
、
先
に
か
わ

し
た
と
毘
せ
た
主
祭
の
訴
え
に
対
す
る
、
欝
植
な
り
に
幾
重
に
も
配

(M) 

議
さ
れ
た
返
叫
孔
円
で
あ
っ
た
の
だ
と
私
は
患
う
。

こ
の
よ
う
に
、
終
始
問
わ
ず
語
り
の
独
自
で
あ
っ
た
王
紫
の
「
雑

は
、
欝
植
の
腕
の
中
に
し
っ
か
り
と
受
け
と
め
ら
れ
た
。

な
が
ら
も
、

(20) 

そ
の



思
想
性
の
何
如
は
と
も
か
く
も
、
個
人
の
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
思
い
に

発
す
る
表
現
、
特
定
の
人
物
に
宛
て
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
そ
の
言

葉
が
、
そ
れ
に
触
れ
た
誌
か
の
心
に
一
つ
の
波
紋
を
生
じ
さ
せ
た
の

で
あ
る
。
人
と
人
と
の
簡
で
交
わ
さ
れ
る
、
こ
う
し
た
言
語
表
現
の

あ
り
方
を
も
し
文
学
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
こ
こ
に
、
五
一
一
一
一
口
詩
に
お
け
る

文
学
的
萌
撃
を
見
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
も
は
や
、
不
特
定
多
数
の
心
情
を
代
弁
す
る
、
漢
代
詠
み
人
知

ら
ず
の
五
一
一
一
一
口
誌
と
は
別
物
で
あ
る
。
ま
た
、
・
建
安
文
壇
で
盛
行
し
た
、

そ
の
作
品
が
生
起
す
る
場
に
強
く
拘
束
さ
れ
る
オ
ケ
イ
ジ
ョ
ナ
ル
・

ポ
エ
ム
と
も
異
質
な
も
の
で
あ
る
。

四

王
築
の
「
雑
詩
」
は
、
遊
宴
の
場
で
あ
る
問
闘
に
一
人
散
策
し
た

こ
と
を
詠
じ
な
が
ら
、
そ
う
し
た
場
に
身
を
置
く
人
物
と
の
つ
な
が

り
を
求
め
る
気
持
ち
を
、
個
人
的
な
立
脚
点
か
ら
表
現
し
て
い
た
。

一
方
、
関
じ
鴎
林
の
景
物
を
、
煩
わ
し
い
世
務
か
ら
逸
脱
し
た
先
に

描
く
の
が
劉
禎
の
「
雑
詩
」
(
時
文
選
』
巻
二
十
九
)
で
あ
る
。

職

事

栂

填

委

職

事

格

填

委

し

、

文
器
一
紛
消
散
文
曇
紛
と
し
て
消
散
す
。

馳
翰
未
椴
食
翰
を
馳
せ
て
未
だ
食
す
る
に
も
椴
あ
ら
ず
、

か

た

む

や

す

呂
田
氏
不
知
嬰
自
の
田
氏
く
も
安
ん
ず
る
を
知
ら
ず
。

欝
領
の
警
に
沈
迷
し
も

間
関
と
し
て
自
ら
啓
乱
す
。

此
を
釈
て
て
西
域
を
出
で
、

高
き
に
登
り
て
艮
く
遊
観
せ
ん
の

方
塘
は
出
水
を
含
み
、

中
に
は
烏
と
躍
と
有
り
。

安
得
欝
粛
羽
安
で
か
粛
粛
た
る
羽
を
得
て
、

な
人
以
勺

従
繭
浮
波
、
橋
離
に
従
ひ
て
波
欄
に
浮
ば
ん
。

こ
の
よ
う
に
、
日
々
捌
き
切
れ
な
い
ほ
ど
の
雑
務
に
追
い
駆
け
鴎

さ
れ
、
役
人
生
活
に
ほ
と
ほ
と
嫌
気
の
差
し
た
鶴
禎
は
、
第
七
句
、

突
如
と
し
て
そ
こ
か
ら
の
離
脱
を
密
る
。
あ
る
場
所
か
ら
の
脱
出
と

い
う
発
想
自
体
は
、
古
詩
「
駆
車
上
東
門
」
(
『
文
選
h

巻
二
十
九
)

を
始
め
、
漢
代
五
一
一
一
一
口
詩
歌
に
は
珍
し
く
な
い
も
の
で
怯
あ
る
の
だ
が

逸
脱
の
動
機
、
及
び
そ
の
視
線
の
先
に
あ
る
も
の
は
、
劉
槙
詩
の
場

合
、
漢
代
の
そ
れ
に
比
べ
て
随
分
と
卑
近
な
情
景
だ
。
庁
舎
の
あ
る

都
城
を
西
方
へ
出
て
高
台
に
登
り
、
四
万
を
眺
め
渡
す
彼
の
包
に
飛

び
込
ん
で
く
る
の
は
、
小
さ
な
四
角
に
縁
取
ら
れ
て
き
ら
め
く
水
で

あ
り
ヘ
そ
の
中
で
自
由
気
ま
ま
に
た
ゆ
た
う
鳥
た
ち
の
姿
で
あ
る
。

鶴
槙
は
、
彼
ら
に
気
持
ち
を
寄
せ
て
、
お
前
た
ち
と
と
も
に
波
の
ま

に
ま
に
浮
か
ん
で
過
ご
し
た
い
も
の
だ
と
呼
び
か
け
る
が
、
鳥
た
ち

の
自
由
は
あ
く
ま
で
も
人
工
的
な
「
方
塘
」
の
中
に
眠
ら
れ
た
遊
セ

沈
迷
薄
領
警

山
内
閣
自
昏
乱

釈
此
出
西
城

方
塘
含
白
水
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(

戸

川

〕

決
し
て
人
間
社
会
そ
の
も
の
か
ら
の
逸
税
で
は
な
い
。
ま

末
尾
の
「
鹿
児
与
一
般
」
や
「
粛
粛
羽
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
詩
経
』

鄭
風
「
女
日
鶏
鳴
」
、
同
小
雅
「
鴻
雁
」
に
見
え
る
辞
匂
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
は
吉
典
籍
の
文
字
一
白
の
み
を
戯
れ
に
差
し
挟
む
く
ら
い
の
意
味

で
し
か
な
く
、
誌
の
描
き
出
す
世
界
で
、
主
導
権
を
握
っ
て
い
る
の
は
、

あ
く
ま
で
も
劉
棋
倒
人
の
心
の
動
き
そ
の
も
の
で
あ
る
。

劉
械
が
こ
の
詩
で
一
詠
じ
た
白
常
的
感
情
は
、
先
ほ
ど
主
祭
の
詩
に

見
た
彼
の
瀬
翠
と
は
か
な
り
異
質
で
あ
っ
て
、
そ
の
質
的
差
異
は
、

(
山
川
)

詩
人
名
々
の
資
質
や
、
そ
の
時
々
に
置
か
れ
て
い
た
環
境
に
由
来
す

る
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
絢
に
去
来
す
る
思
い
を
、
ほ
と

ん
ど
即
興
的
に
欝
き
街
め
た
か
の
よ
う
な
感
触
の
残
る
作
品
で
あ
る

こ
と
に
お
い
て
は
一
致
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
外
界
の
事
物
に
触
れ

て
、
心
に
映
り
ゆ
く
よ
し
な
し
ご
と
を
詠
ず
る
の
が
、
建
安
文
壌
に

(
げ
}

始
ま
る
雑
詩
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
本
質
な
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
詩

の
中
で
そ
の
ど
こ
ま
で
を
呉
体
的
に
示
し
得
る
か
、
そ
れ
は
詩
人
各

人
が
生
き
た
情
況
に
よ
る
は
ず
で
あ
っ
て
、
当
然
、
建
安
詩
人
た
ち

の
雑
詩
の
持
つ
個
別
的
具
体
性
、
が
、
後
段
、
の
詩
人
た
ち
の
そ
れ
に
全

面
的
に
継
治
さ
れ
た
と
は
限
ら
な
い
。

他
方
、
日
常
的
な
感
情
を
詠
じ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
建
安
詩
人

た
ち
の
雑
詩
は
、
建
安
年
間
に
線
近
い
護
潟
(
六
七

i

九
)
援
の
越
意
や
勝
炎
(
一
五

O
!
A
七
七
)

で
あ
り
、

た、

八

を
異
に
し
て
い
る
よ
う
に
感
受
さ
れ
る
。
超
高
誌
は
、
世
間
に
対
す
る

怨
墳
を
野
べ
た
「
料
世
疾
邪
斌
」
(
明
後
漢
書
h

巻
八
十
下
・
文
苑
伝

下
)
の
中
で
、
「
秦
客
」
「
魯
生
」
と
い
う
二
人
の
人
物
を
登
場
さ
せ
、

そ
れ
ぞ
れ
に
そ
の
思
い
を
五
一
一
一
日
の
詩
歌
に
乗
せ
て
吐
露
さ
せ
て
い
る

が
、
そ
こ
に
は
、
建
安
詩
に
近
似
す
る
自
己
表
白
は
あ
っ
て
も
、
後

ら
の
日
常
を
努
繋
と
さ
せ
る
よ
う
な
具
体
的
事
物
は
見
え
て
い
な
い
。

静
炎
が
そ
の
志
気
を
表
し
た
二
篇
の
五
一
一
一
一
口
詩
(
間
文
苑
法
下
)
に
し

て
も
同
様
で
あ
る
。
思
う
に
、
土
人
が
そ
の
志
を
詩
に
詠
ず
る
場
合
、

漢
末
に
至
る
よ
り
前
の
時
代
で
あ
れ
ば
、
『
詩
経
』
以
来
の
伝
統
を

持
つ
昭
一
一
一
一
口
詩
が
こ
れ
を
担
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
と
こ
ろ

が
、
後
漢
中
期
間
以
か
ら
、
五
一
一
一
一
口
詩
と
い
う
一
詩
型
が
知
識
人
社
会
で

(
時
)

徐
々
に
広
く
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
新
興
の
ジ
ャ
ン
ル
に

ま
で
士
人
の
志
と
い
う
伝
統
的
テ
l
マ
が
流
れ
込
ん
で
き
た
。
そ
の

結
実
の
一
端
が
、
越
蒙
や
鄭
炎
の
五
一
一
一
一
口
詩
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
れ
に
対
し
て
建
安
詩
は
、
宴
席
を
そ
の
展
開
の
場
と
す
る
点
に

お
い
て
漢
代
お
詩
の
直
系
で
あ
り
ま
た
漢
代
の
宴
滞
文
芸
と
は

異
な
っ
て
ち
詩
人
各
人
が
互
い
に
そ
の
間
有
の
才
気
を
競
い
合
う
と

い
う
状
況
下
に
あ
っ
た
こ
と
、
先
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
う
し
た

文
壊
の
メ
ン
バ

i
た
ち
が
作
る
詩
に
、
軽
快
か
っ
情
性
的
な
も
の
が

多
い
の
は
当
然
だ
ろ
う
の
劉
槙
や
一
生
祭
の
「
雑
詩
」
は
、
ど
れ
ほ
ど

そ
れ
ら
が
観
人
的
立
郷
点
か
ら
詠
じ
ら
れ
て
い
て
も
、
こ
の
建
安
文
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墳
と
い
う
文
学
集
屈
の
作
り
出
す
磁
場
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
に
は
違
い
な
い
。
そ
れ
で
は
、
一
人
の
詩
人
の
中
で
、
億
人
的

心
情
を
一
詠
じ
た
独
自
の
詩
と
、
特
定
の
人
物
に
宛
て
た
オ
ケ
イ
ジ
ョ

ナ
ル
・
ポ
エ
ム
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

五

劉
棋
の
「
雑
諮
問
」
に
見
え
て
い
た
「
方
塘
含
白
水
」
は
、
彼
の
則
的

の
詩
「
贈
徐
幹
」
(
『
文
選
』
巻
二
十
三
)
に
も
「
方
塘
含
清
源
」
と

の
類
似
勾
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
向
じ
問
刷
物
に
触
れ
な
が
ら
、

モ
ノ
ロ
;
グ
の
詩
と
、
間
有
の
読
み
手
を
念
頭
に
霞
い
て
い
る
詩
と

は
何
か
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、
こ
の
贈
答
詩

の
令
文
を
示
し
て
お
こ
う
。

設
讃
相
去
遠

隔
此
西
披
塙

拘
限
清
切
禁

中
情
然
出
家

忠
子
沈
心
曲

一長歎不能一一一一向

起
生
失
次
第

…
日
一
一
一
回
選

歩
出
北
寺
内

誰
か
制
約
ふ
柏
去
る
こ
と
速
し
と
、

此
の
西
披
の
垣
に
関
て
ら
る
る
の
み
。

清
切
な
る
禁
に
拘
限
せ
ら
れ
て
、

中
情
富
一
ぶ
る
に
由
無
し
。

く
ま

子
を
思
ひ
て
心
の
曲
を
沈
め
、

長
歎
し
て
一
一
一
一
口
ふ
こ
と
能
は
ず
。

起
坐
に
次
第
を
失
な
ひ
、

一
日
に
三
回
た
び
も
選
る
。

歩
み
て
北
寺
の
門
を
出
で
、

遥
か
に
西
苑
の
簡
を
望
む
。

締
締
は
道
を
爽
み
て
生
ひ
、

方
塘
は
清
源
を
含
む
。

軽
葉
随
嵐
転
軽
葉
は
嵐
に
髄
ひ
て
転
じ
、

飛
鳥
何
翻
翻
飛
鳥
は
何
ぞ
翻
翻
た
る
。

殺
人
易
感
動
率
人
は
感
動
し
易
く
、

沸

下

与

衿

連

撮

n

下
り
て
衿
と
速
な
る
。

仰
視
白
日
光
仰
ぎ
て
自
白
の
光
を
視
れ
ば
、

は
る

徽
激
高
説
懸
徽
搬
と
し
て
高
く
立
つ
懸
か
な
り
。

ず
、
よ
り

兼
燭
八
紘
内
兼
ね
て
八
紘
の
内
を
燭
し
て
、

物
一
類
無
頗
一
編
物
類
頗
偏
す
る
無
し
。

我
独
抱
深
感
我
独
り
深
感
を
抱
き
て
、

シヤ
ψ

叩

リ

V

}

伊

}

が

山

m
R
h
y

不
得
与
比
一
揖
与
に
駕
に
比
ぷ
を
得
ず
。

末
尾
の
六
勾
、
が
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
詩
は
劉
禎
が
焔
っ

た
具
体
的
な
苦
境
を
背
景
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
患
わ
れ
る
。
だ
が
、

こ
こ
で
は
そ
う
し
た
問
題
は
棚
上
げ
に
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
表
現
姿
勢

と
い
う
視
角
か
ち
の
み
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

彼
、
が
清
ら
か
な
水
を
湛
え
た
「
方
塘
」
を
茜
の
閤
林
に
眺
め
て
い

る
の
は
、
か
の
「
雑
詩
」
と
同
様
、
欝
癒
し
た
現
実
か
ら
の
逸
脱
の

果
て
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
契
機
を
刻
む
第
九
・
十
匂
は
、
先
に
も

言
及
し
た
古
詩
に
勺
つ
「
駆
車
上
東
門
、
遥
望
郭
北
墓
(
車
を
上
東

制
柳
央
選
生
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内
に
駆
り
、
遥
か
に
郭
北
の
纂
を
望
む
ご
の
他
、
た
と
え
ば
古
楽

府
「
梁
甫
吟
」
に
も
「
歩
出
斉
域
内
、
遥
望
蕩
絵
箆
(
歩
み
て
斉
城

の
問
を
出
で
、
遥
か
に
蕩
陰
の
里
を
望
む
)
」
(
『
楽
府
詩
集
』
巻
四

十
一
)
と
の
類
似
句
が
見
え
て
お
り
、
例
制
棋
が
こ
う
し
た
漢
代
詩
歌

を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
間
間
違
い
な
い
。

ま
た
、
商
一
一
接
相
手
に
語
り
か
け
て
い
る
第
五
匂
は
、

3
一
川
経
』
秦

風
「
小
戎
」
に
い
う
「
一
一
一
一
向
念
君
子
、
温
英
知
玉
っ
在
其
板
屋
、
乱
我

わ

心
的
(
一
一
一
一
向
れ
君
子
を
念
、
す
、
議
た
る
こ
と
其
れ
支
の
如
き
を
。
其
の

板
屋
に
奈
る
、
我
が
心
の
曲
を
乱
す
ご
を
典
故
と
し
て
踏
ま
え
、

続
く
第
六
匂
は
、
古
計
一
一
川
「
悲
与
親
友
別
」
(
『
玉
台
新
詠
b

巻

ニ

に

い
う
「
気
結
不
能
一
宮
山
(
気
は
結
ぼ
れ
て
一
一
一
一
口
ふ
こ
と
能
は
ず
)
」
、
「
悲

歌
行
」
(
明
楽
府
詩
集
』
巻
六
十
一
…
)
に
い
う
「
心
思
不
能
一
一
一
一
問
、
勝
中

車
輪
転
(
心
に
忠
ひ
て
一
一
一
一
凶
ふ
こ
と
能
は
ず
、
錫
中
は
車
輪
の
ご
と
く

転
ず
)
」
を
念
頭
に
設
い
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
修
辞
は
、
作

者
側
人
の
心
構
が
前
面
に
出
た
「
雑
詩
」
に
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た

も
の
だ
。
加
え
て
、
「
方
塘
」
と
と
も
に
「
細
柳
」
「
軽
葉
」
「
飛
鳥
」

と
い
っ
た
景
物
を
列
挙
す
る
の
も
本
詩
の
特
徴
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、

第
二
都
で
も
触
れ
た
彼
の
「
公
認
詩
L

に
、
よ
り
彫
琢
を
凝
ら
し
た

か
た
ち
で
表
れ
て
い
る
の
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

総
じ
て
、
劉
棋
の
「
贈
徐
幹
」
詩
に
は
、
級
密
な
表
現
へ
の
志
向

と
も
言
う
べ
き
も
の
が
毘
て
取
れ
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
鈴
幹
と

い
う
受
け
手
、
が
意
識
さ
れ
て
い
る
が
故
に
で
あ
ろ
う
。
学
識
、

感
性
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
傑
出
し
た
友
人
の
存
在
、
が
、
彼
の
こ
の

贈
答
詩
を
精
巧
に
磨
き
上
げ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
先
に
見
た
彼
の
「
雑
詩
」
は
、
こ
の
贈
答
詩
と
、
ど
の

よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
兎
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
か
。
患
う
に
、
劉
槙

に
摂
ら
ず
、
建
安
詩
人
た
ち
は
皆
、
設
み
患
る
俊
秀
た
ち
と
の
交
流

の
中
で
、
常
に
そ
の
文
才
を
練
磨
す
る
状
態
に
自
ら
を
震
い
て
い
た
。

か
く
し
て
練
成
さ
れ
た
才
能
は
、
そ
の
鏑
人
的
な
心
情
を
独
白
的
か

っ
部
興
的
に
詠
ず
る
場
合
に
も
当
然
発
揮
さ
れ
た
は
ず
だ

9

ま
た
、

不
世
出
の
覇
者
欝
操
の
下
、
常
時
気
の
張
る
環
境
に
あ
っ
た
彼
ら
は
、

持
に
法
一
人
に
な
っ
て
そ
の
心
情
を
存
分
に
解
放
し
た
い
気
分
に
も

駆
ら
れ
た
だ
ろ
う
。
「
雑
詩
」
を
中
心
と
す
る
彼
ら
の
個
人
的
符
情

詩
は
、
そ
の
多
く
が
こ
う
し
た
心
理
的
経
緯
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
建
安
詩
人
た
ち

が
切
り
開
い
た
こ
の
新
分
野
は
、
そ
の
公
議
詩
や
蟻
答
詩
と
向
じ
土

壌
か
ら
、
派
生
的
に
生
い
出
で
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

他
方
、
特
定
の
人
物
に
宛
て
た
の
で
は
な
い
詩
作
に
お
い
て
も
、

彼
ら
は
決
し
て
閉
じ
た
世
界
で
独
り
言
を
つ
ぶ
や
い
て
い
た
わ
け
で

は
あ
る
ま
い
。
そ
の
胸
中
に
は
、
互
い
に
切
礎
部
瞬
間
し
合
う
文
墳
の

畏
友
た
ち
、
地
者
の
存
主
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ

ら
は
持
の
経
過
に
も
耐
え
う
る
文
学
と
な
り
得
た
の
で
あ
る
の

文
才
、
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誌
に
お
け
る
文
学
的
萌
芽
は
、
建
安
文
壊
と
い
う
特
異
な
人
的
環
境

の
中
で
こ
そ
起
こ
り
得
た
出
来
事
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

注(
I
)
鈴
木
修
次
♂
脱
税
詩
の
研
究
』
(
一
九
六
七
年
、
大
修
館
寄
宿
)
第

一
三
章
第
一
一
頃
の
一
「
詩
に
お
け
る
築
関
的
創
作
活
動
と
そ
の
題
材
」

に
、
建
安
詩
を
特
徴
付
け
る
要
素
と
し
て
示
さ
れ
た
用
語
。

(
2
)
漢
代
詩
歌
が
行
わ
れ
た
場
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
漢
一
代
古
詩
と
吉

楽
府
と
の
関
係
」
(
明
日
本
中
国
学
会
報
』
第
六
十
一
一
築
、
一
一

0
…
0

年
)
に
、
先
行
研
究
を
含
め
て
概
括
的
に
論
及
し
て
い
る
。

(
3
)
関
村
繁
「
建
安
文
泊
へ
の
損
角
」
(
『
中
国
中
世
文
学
研
究
』
第
五

号
、
一
九
六
六
年
)
、
波
迫
義
浩
「
…
一
一
国
時
代
に
お
け
る
「
文
学
」
の

政
治
的
宣
揚
i

六
朝
貴
族
制
形
成
史
の
視
点
か
ら
」
(
『
一
一
一
廓
政
権
の

構
造
と
「
名
士
迄
二

O
O四
年
、
汲
古
書
続
。
初
出
は
明
東
洋
史
研

究
h

第
五
十
四
巻
第
一
二
号
、
…
九
九
五
年
)
を
参
照
。

(
4
)
こ
の
様
の
作
品
は
雑
詩
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
こ
の

ジ
ャ
ン
ル
名
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
後
藤
秋
正
「
「
雑
詩
」
と
貌
普
の

詩
人
選
」
(
『
中
留
文
学
の
世
界
』
第
五
集
、
一
九
八
一
年
、
笠
間
書

院
)
が
、
一
海
知
義
「
活
苦
の
詩
人
張
協
に
つ
い
て
」
(
主
中
密
文
学

報
h

第
七
時
、
一
九
五
七
年
十
月
〕
、
一
長
谷
川
諮
成
「
「
雑
詩
」
と
い

う
意
味
」
(
『
中
間
中
世
文
学
研
究
』
第
二
号
、
一
九
六
二
年
)
を
踏

ま
え
た
よ
で
、
叫
許
制
に
検
討
し
て
い
る
。

?
と
川
合
康
…
一
一
「
う
た
げ
の
う
た
」
(
『
中
間
闘
の
ア
ル
パ
知
一
一

C
O
一一

汲

お

書

院

ぉ

初

出

は

第

五

十

三

時

、

九

九

六

年

十
月
)
に
、
主
催
者
測
の
姿
勢
と
の
対
比
に
お
い
て
指
摘
す
る
。

(
6
)
器一節

SM子
建
詩
注
(
黄
節
詩
学
選
刊
)
』
(
二

O
O八
年
、
中
華

審
問
)
八
一
員
に
、
辞
句
の
対
応
状
況
か
ら
、
本
詩
を
欝
主
の
「
芙
蓉

池
作
」
(
刊
文
選
加
巻
三
十
一
一
)
に
唱
和
し
た
も
の
と
推
定
す
る
。
例
制

棋
の
「
公
認
詩
」
も
ま
た
曹
主
主
催
の
宴
席
で
作
ら
れ
た
の
で
あ
ろ

う
こ
と
は
、
花
房
英
樹
『
文
選
三
(
全
釈
漢
文
大
系
)
』
(
一
九
七
四

年
、
集
英
社
)
九
二
頁
に
指
摘
す
る
。

(
7
)
応
渇
「
侍
五
宮
中
部
将
建
章
台
集
詩
」
(
明
文
選
』
巻
二
十
)
に
、

曹
植
の
本
詩
腎
頭
一
一
旬
に
酷
似
す
る
句
「
公
子
敬
愛
客
、
楽
飲
不
知

疲
(
公
子
は
客
を
敬
愛
し
、
楽
飲
し
て
疲
る
る
を
知
ら
ず
)
」
が
見
え
、

同
じ
機
会
で
の
詩
作
と
判
断
し
得
る
。
な
お
、
曹
不
一
が
五
宮
中
部

将
・
丞
相
一
副
と
な
っ
た
の
は
建
安
十
六
年
(
二
一
一
)
で
(
『
三
霞
志

(
貌
志
)

h

巻
二
・
文
清
紀
)
、
同
年
、
商
問
植
は
平
原
侯
に
任
ぜ
ら
れ
て

い
る
(
向
巻
十
九
・
練
思
王
描
伝
)
。

(
8
〉
拙
稿
「
「
古
詩
」
源
流
初
探

i
第
一
吉
詩
群
の
成
立
!
い
(
『
中
間
中

世
文
学
研
究
』
第
四
十
三
号
、
一
一

0
0三
年
三
月
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
9
)
た
だ
し
、
『
吉
文
苑
』
巻
八
、
『
吉
詩
紀
』
巻
一
ニ
で
は
、
こ
の
二
句

を
含
む
詩
を
孔
一
織
の
「
臨
終
詩
」
と
し
て
収
録
す
る
。

(
ぬ
)
小
川
環
樹
「
愚
と
雲
i

感
傷
文
学
の
起
震
」
(
内
小
川
環
樹
著
作

集
』
第
二
宮
、
一
九
九
七
年
、
筑
摩
書
房
。
初
出
は
司
東
光
』
第
一
一
号
六

一
九
四
七
年
十
一
月
)
は
、
流
れ
ゆ
く
雲
の
方
に
重
点
を
置
き
、
こ

れ
を
叙
景
と
解
釈
し
て
い
る
。

(
日
)
そ
の
端
的
な
例
が
、
仲
間
幹
の
「
室
患
詩
」
第
一
一
一
章
(
『
玉
ム
ロ
新
一
詠
h
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巻
二
に
い
う
「
浮
雲
何
洋
洋
、
願
図
通
我
辞
(
浮
雲
の
何
ぞ
洋
洋

た
る
、
願
は
く
は
国
り
て
我
が
辞
を
通
マ
せ
ん
こ
と
を
ご
で
あ
ろ
う
。

邪
悪
な
者
に
言
伝
す
る
者
は
い
な
い
。
一
方
、
普
槌
の
「
雑
詩
」

(
司
繋
文
類
緊
』
巻
二
十
七
)
に
い
う
「
浮
雲
院
朝
日
光
、
悲
扇
動
地
起

(
浮
雲
は
日
光
を
務
ら
し
め
、
悲
鼠
地
を
動
か
し
て
起
こ
る
ご
は
、

前
模
以
来
の
発
想
を
引
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
ロ
)
黄
節
前
掲
議
五
五
頁
に
、
五
経
の
「
雑
詩
」
は
欝
槌
に
向
け
て
発

せ
ら
れ
、
山
閥
横
の
「
贈
主
祭
」
詩
は
、
主
祭
の
詩
を
模
擬
し
た
も
の

だ
と
の
推
定
が
克
え
る
。
た
だ
、
王
挺
の
詩
は
あ
く
ま
で
も
雑
詩
で

あ
っ
て
、
そ
の
当
初
か
ら
曹
植
に
宛
て
た
も
の
だ
と
は
一
一
一
一
口
え
な
い
ろ

雑
誌
川
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
「
一
詠
懐
」
に
近
い
自
己
表
白
的
要
素
を
持

っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
二
御
前
掲
論
文
(
出
4
)
の
第
七
章

に
指
摘
す
る
。

(
日
)
た
と
え
ば
、
『
襲
文
類
腕
mh
巻
二
十
八
「
遊
覧
」
に
引
く
王
祭
の

「
詩
」
に
「
白
日
己
的
遇
、
歓
楽
忽
忘
帰
(
白
日
は
己
に
部
に
遊
き
、

歓
楽
忽
と
し
て
帰
る
を
忘
る
)
」
、
葱
症
の
「
寡
婦
詩
」
(
明
懇
文
類

衆
』
巻
一
二
十
問
)
に
「
白
日
急
今
回
額
(
白
日
は
急
に
し
て
萌
に
観

る
)
」
、
柑
問
機
の
「
笠
筏
引
」
(
同
文
選
』
巻
二
十
七
)
に
「
驚
腕
轍
白
日

光
景
馳
間
流
(
鶏
踊
は
の
日
を
瀬
へ
し
、
光
禁
馳
せ
て
商
に
流

る
ご
と
の
例
が
見
え
る
。

(
は
)
一
七
挺
の
詩
に
対
す
る
術
問
機
の
応
酬
に
つ
い
て
、
小
守
郁
子
「
欝
植

詩
所
感
」
(
『
名
吉
慶
大
学
文
学
部
研
究
論
集
(
哲
学
)
』
六
十
コ
.
号
、

調
九
七
四
年
一
二
月
)
は
、
伊
藤
正
文
明
器
様
(
中
慰
詩
人
選
集
)

b

(
一
九
五
八
年
、
岩
波
書
陪
)
四
七
一
興
に
ボ
さ
れ
た
解
釈
に
反
論
し
て

い
る
。
損
一
稿
の
捉
え
方
は
、
こ
の
再
説
と
も
異
な
る
。
あ
わ
せ
て
参

照
さ
れ
た
い
令

(
お
)
大
上
正
美
『
思
索
と
詠
懐
(
中
国
吉
典
詩
繋
花
ど
(
…
九
八
五
年
、

小
学
館
)
一
一
一

O
j三
一
一
一
践
に
、
劉
槙
の
「
雑
詩
」
が
「
日
常
と
あ
こ

が
れ
」
と
い
う
援
点
か
ら
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
拙
論
の
視
角
と
は
異

な
る
が
、
詩
全
体
の
構
成
の
捉
え
方
は
近
い
。

(
時
)
伊
藤
正
文
「
郡
一
槙
詩
論
」
(
『
建
安
詩
人
と
そ
の
伝
統
b

二
0
0
ニ

年
、
創
部
文
社
。
初
出
ほ
『
近
代
』
五
十
二
守
、
一
九
七
六
年
六
月
)
に
、

「
動
的
な
も
の
に
額
く
の
が
劉
棋
で
あ
り
、
静
的
な
も
の
を
意
向
す

る
の
が
王
紫
で
あ
る
い
と
の
指
摘
が
あ
る
。

(
げ
)
一
海
前
掲
論
文
(
技
之
の
第
七
意
に
指
摘
す
る
。

(
叩
ゆ
)
拙
稿
「
後
議
時
代
に
お
け
る
吉
詩
の
一
系
譜

i
吉
詩
「
諜
謀
議
云

を
手
掛
か
り
と
し
て

i
」
(
司
九
州
中
留
学
会
報
』
第
間
十
八
巻
、

一
O
年
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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