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<

序
章>

南
朝
斉
梁
艶
詩
中
の
遊
戯
的
作
品

　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
南
朝
斉
梁
時
代
の
艶
詩
）
（
（

の
性
質
に
つ
い
て
多
角

的
に
論
じ
て
き
た
が
）
（
（

、
検
討
す
べ
き
論
点
は
ま
だ
あ
る
。

斉
梁
艶
詩
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
遊
戯
性
も

そ
の
一
つ
で
あ
る
。
例
え
ば
帰
青
氏
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

　

宮
体
詩
の
軽
薄
さ
は
そ
れ
ら
の
戯
れ
の
特
徴
に
も
表
れ
て
い

る
。
宮
体
詩
人
た
ち
は
詩
歌
と
女
性
に
対
し
て
一
種
の
遊
戯
的

態
度
を
抱
い
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
少
な
か
ら
ぬ
詩
歌
が
そ

れ
ぞ
れ
の
題
目
に
「
戯
作
艶
詩
」、「
率
爾
為
詠
」、「
執
筆
戯

書
」〝
戯
某
某
”、〝
嘲
某
某
”
と
い
う
字
面
を
持
つ
こ
と
に
直

接
的
に
表
れ
て
い
る
。
こ
の
遊
戯
的
態
度
は
も
と
よ
り
彼
ら
が

詩
歌
の
創
作
に
対
し
て
そ
れ
ほ
ど
真
面
目
に
考
え
て
い
な
か
っ

た
こ
と
を
説
明
す
る
が
、
更
に
彼
ら
が
女
性
に
対
し
て
観
賞
的

態
度
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
も
説
明
し
得
る
）
（
（

。

帰
氏
は
、「
宮
体
詩
」、
本
稿
で
言
う
と
こ
ろ
の
南
朝
梁
・
蕭
綱
の
文

学
集
団
の
艶
詩
（
注
一
参
照
）
の
軽
薄
さ
が
遊
戯
性
と
し
て
も
右
に

挙
げ
る
作
品
に
表
わ
れ
て
い
る
と
し
、
そ
れ
は
彼
ら
の
作
品
制
作
と

女
性
に
対
す
る
遊
戯
的
態
度
に
由
来
す
る
と
言
う
。
し
か
し
、
こ
の

主
張
は
タ
イ
ト
ル
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
、
作
品
分
析
が
不
足

し
て
い
る
憾
み
が
あ
る
。
右
に
挙
げ
ら
れ
た
作
品
を
遊
戯
的
と
見
な

す
に
し
て
も
、
作
品
本
文
に
即
し
て
実
質
的
な
特
徴
に
つ
い
て
論
じ

る
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

一
口
に
遊
戯
と
言
っ
て
も
、
様
々
な
種
類
、
多
様
な
レ
ベ
ル
の
も

の
が
あ
る
）
（
（

。
従
来
の
研
究
で
南
朝
斉
梁
時
代
の
遊
戯
的
作
品
と
し
て

取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
は
、
例
え
ば
、
何
ら
か
の
範
疇
に

属
す
る
単
語
を
全
て
の
句
に
盛
り
込
ん
だ
詠
物
詩
群
や
）
（
（

、
作
品
の
全

て
の
句
に
「
春
」
と
い
う
文
字
を
使
っ
た
梁
・
元
帝
蕭
繹
の
「
春
日

詩
」（『
芸
文
類
聚
』
巻
三
）
な
ど
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
博
識
を
競

う
も
の
か
、
単
語
レ
ベ
ル
で
の
遊
戯
で
あ
る
。

 　
　

南
朝
梁
・
蕭
綱
文
学
集
団
の
「
戯
題
詩
」
に
つ
い
て

　
　
　
　
　　
　

大　

村　

和　

人　
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他
に
表
現
技
法
に
注
目
し
た
の
が
福
井
佳
夫
氏
と
谷
口
真
由
実
氏

で
あ
る
。
福
井
氏
は
「
真
摯
な
修
辞
意
欲
と
あ
そ
び
志
向
」
と
の
融

合
を
「
真
戯
融
合
」
と
呼
び
、
そ
れ
を
六
朝
期
の
「
遊
戯
文
学
」
の

核
心
と
位
置
づ
け
、
例
と
し
て
蕭
綱
の
「
美
人
晨
妝
」「
孌
童
」「
怨

詩
」（
以
上
、『
玉
台
新
詠
箋
注
』
巻
七
）「
愁
閨
照
鏡
」（『
玉
台
新

詠
箋
注
』
巻
十
）
を
取
り
上
げ
て
分
析
し
て
い
る
。
福
井
氏
は
そ
れ

ら
が
「
み
ず
か
ら
を
女
性
（
妓
女
で
あ
る
こ
と
が
お
お
い
）
の
身
に

や
つ
し
」
て
「
棄
婦
の
怨
や
閨
怨
の
情
を
う
た
う
」、「
ご
っ
こ
あ
そ

び
」
だ
っ
た
と
し
、
そ
こ
に
用
い
ら
れ
た
修
辞
技
法
は
「
説
得
力
を

た
か
め
る
こ
と
で
は
な
く
、
艶
情
や
遊
戯
性
を
か
も
し
だ
す
ほ
う
に

役
だ
っ
て
い
る
」
と
総
括
す
る
）
（
（

。

　

谷
口
氏
の
「
表
現
技
法
と
し
て
の
『
戯
）
（
（

』」
と
い
う
論
考
は
題
名

に
「
戯
」
と
い
う
語
を
持
つ
杜
甫
の
作
品
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
そ

れ
ら
に
見
ら
れ
る
特
徴
を
分
析
す
る
。
こ
の
論
考
で
は
大
矢
根
文
次

郎
氏
や
西
本
巌
氏
の
先
行
研
究
に
基
づ
き
、
杜
甫
前
史
と
し
て
梁
代

の
「
戯
」
と
い
う
語
を
題
名
に
持
つ
「
戯
題
詩
」
に
つ
い
て
も
言
及

し
て
い
る
。
谷
口
氏
は
、
梁
代
の
「
戯
題
詩
」
を
「
対
象
の
人
物
を

か
ら
か
う
」
も
の
と
「
必
ず
し
も
対
象
を
持
た
ず
、
作
者
の
創
作
の

遊
び
心
を
表
わ
す
」
も
の
と
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
い
、

西
本
氏
の
論
考
が
挙
げ
る
梁
・
元
帝
蕭
繹
の
「
戯
作
艶
詩
」（『
玉
台

新
詠
箋
注
』
巻
五
）
や
梁
・
沈
満
願
の
「
戯
蕭
娘
」（『
玉
台
新
詠
箋

注
』
巻
五
）
は
主
に
後
者
に
属
す
る
と
し
、
前
者
の
一
例
と
し
て

梁
・
武
帝
蕭
衍
の
「
戯
作
」（『
玉
台
新
詠
箋
注
』
巻
七
）
を
挙
げ

る
。
な
お
、
本
稿
で
も
谷
口
氏
の
論
考
に
従
い
、
題
名
に
「
戯
」
と

い
う
語
を
持
つ
作
品
を
「
戯
題
詩
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

　

梁
代
の
艶
詩
の
遊
戯
性
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
上
で
、
こ
れ
ら

の
先
行
研
究
の
成
果
か
ら
教
え
ら
れ
る
こ
と
は
多
い
が
、
こ
の
時
期

の
戯
題
詩
の
内
実
に
つ
い
て
は
論
ず
べ
き
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。

筆
者
は
別
稿
二
に
お
い
て
、
蕭
綱
が
実
在
し
た
女
性
に
贈
っ
た
と
い

う
「
戯
贈
麗
人
」
を
取
り
上
げ
て
考
察
を
加
え
た
が
、
そ
の
作
品
に

は
羅
敷
古
辞
等
の
典
故
を
用
い
て
作
者
自
身
の
立
場
を
引
き
下
げ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
相
手
の
女
性
の
美
し
さ
等
を
際
立
た
せ
る
技
法
が

見
ら
れ
た
。
右
の
作
品
は
人
に
贈
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は

そ
れ
と
は
異
な
る
、
蕭
綱
と
彼
の
文
学
サ
ロ
ン
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る

戯
題
詩
を
取
り
上
げ
て
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
に
見
ら

れ
る
具
体
的
な
特
徴
と
そ
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

<

第
一
章>

蕭
綱
「
執
筆
戯
書
」

（
一
）「
執
筆
戯
書
」
の
構
成
と
視
点

　

本
稿
で
は
ま
ず
帰
青
氏
が
題
名
を
挙
げ
て
い
た
蕭
綱
の
「
執
筆
戯

書
」
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
題
名
は
「
筆
」
を
「
執
」
っ
て
「
戯
」

れ
に
制
作
し
、
何
か
に
「
書
」
き
付
け
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
な
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お
、
各
句
に
番
号
を
付
し
、
換
韻
句
に
は
“
」”
を
付
し
た
。

①　
舞
女
及
燕
姬　

舞
女　

及
び
燕
姬

②　
倡
楼
復
蕩
婦　

倡
楼　

復
た
蕩
婦

③　
参
差
大
戾
発　

参
差
と
し
て　

大
い
に
発ば

ち

を
戾ひ

ね

り

④　
搖
曳
小
垂
手　

搖
曳
と
し
て　

小
さ
く
手
を
垂
る

⑤　
釣
竿
蜀
国
弾　
「
釣
竿
」　

蜀
国
の
弾

⑥　
新
城
折
楊
柳　

新
城　
「
折
楊
柳
」

⑦　
玉
案
西
王
桃　

玉
案　

西
王
の
桃

⑧　
蠡
杯
石
榴
酒
」�

蠡
杯　

石
榴
の
酒

⑨　
甲
乙
羅
帳
異　

甲
乙　

羅
帳　

異
な
り

⑩　
辛
壬
房
戶
暉　

辛
壬　

房
戶　

暉か
が
やく

⑪　
夜
夜
有
明
月　

夜
夜　

明
月
有
り

⑫　
時
時
憐
更
衣　

時
時　

更
衣
を
憐
む
）
（
（

冒
頭
の
二
句
で
は
様
々
な
美
女
を
挙
げ
る
。
文
脈
を
考
慮
す
れ
ば
、

第
二
句
の
「
倡
楼
」
も
「
倡
楼
に
い
る
女
性
」
つ
ま
り
妓
女
を
指
す

と
解
釈
す
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。「
蕩
婦
」
は
古
詩
十
九
首
の

「
青
青
河
畔
草
」「
昔
為
倡
家
女
、
今
為
蕩
子
婦
）
（
（

」
の
「
蕩
子
婦
」
を

縮
め
た
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
右
の
原
典
で
は
放
蕩
者
の
妻
と

い
う
こ
と
に
な
る
が
、
蕭
綱
の
作
品
で
は
「
青
青
河
畔
草
」
の
引
用

部
分
の
前
半
も
含
め
て
「
将
来
的
に
放
蕩
者
の
妻
に
な
る
で
あ
ろ
う

妓
女
」
を
指
す
と
考
え
て
お
く
。
第
三
句
か
ら
第
八
句
ま
で
は
そ
の

美
女
た
ち
に
よ
る
楽
舞
演
奏
や
宴
の
情
景
を
描
く
。
第
三
句
の

「
戾
」
は
「
捩
（
よ
じ
る
）」
の
、「
発
」
は
「
撥
（
ば
ち
）」
の
略
字

で
、
琵
琶
演
奏
を
言
う
。
第
四
句
の
「
小
垂
手
」
は
逐
字
的
に
は

「
小
さ
く
手
を
垂
る
」
と
解
釈
で
き
る
が
、『
楽
府
詩
集
』
巻
七
六
に

収
録
さ
れ
る
舞
曲
の
題
名
で
も
あ
る
。
第
五
句
の
「
釣
竿
」
は
『
楽

府
詩
集
』
巻
一
八
・
九
に
収
録
さ
れ
て
い
る
楽
府
題
の
こ
と
。
鼓
吹

曲
辞
に
属
す
る
が
、
崔
豹
『
古
今
注
』
に
よ
れ
ば
、
蜀
出
身
の
司
馬

相
如
が
こ
の
楽
府
題
の
成
立
に
関
わ
っ
た
と
い
う
の
で
）
（1
（

、「
蜀
国

弾
」
と
い
う
表
現
が
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第

六
句
の
「
新
城
」
は
咸
陽
の
古
名
「
渭
城
」
の
別
称
、「
折
楊
柳
」

は
『
楽
府
詩
集
』
巻
二
二
・
二
五
に
収
録
さ
れ
て
い
る
楽
府
題
で
、

横
吹
曲
辞
に
属
す
る
。
第
七
・
八
句
は
宴
の
場
に
出
さ
れ
た
酒
食
を

挙
げ
る
。
第
七
句
の
「
西
王
」
は
中
国
の
伝
説
に
お
け
る
女
神
・
西

王
母
の
略
称
で
、「
漢
武
帝
内
傳
」
の
中
で
、
降
臨
し
た
西
王
母
は

青
い
桃
を
漢
武
帝
に
与
え
た
と
い
う
）
（（
（

。
第
八
句
の
「
蠡
杯
」
は
大
き

な
貝
の
一
種
の
殻
を
用
い
て
作
っ
た
杯
、「
石
榴
酒
」
は
東
南
ア
ジ

ア
産
の
酒
。
以
上
の
よ
う
に
第
八
句
ま
で
は
様
々
な
美
女
が
様
々
な

歌
舞
を
演
奏
し
、
そ
の
傍
に
は
珍
貴
な
酒
食
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
宴

を
接
写
す
る
。

　

第
八
句
ま
で
の
宴
会
の
終
局
は
描
か
れ
な
い
が
、
第
九
・
十
句
で

は
換
韻
さ
れ
視
点
が
切
り
替
え
ら
れ
、「
甲
」「
乙
」「
辛
」「
壬
」
と
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ナ
ン
バ
リ
ン
グ
さ
れ
た
個
室
に
言
及
さ
れ
る
。
呉
兆
宜
注
に
よ
れ

ば
、
こ
の
二
句
は
三
国
魏
・
何
晏
「
景
福
殿
賦
」
中
の
「
辛
壬
癸

甲
、
為
之
名
秩
。
房
室
斉
均
、
堂
庭
如
一
（
辛
壬
癸
甲
、
之
を
名
秩

と
為
す
。
房
室　

斉
均
に
し
て
、
堂
庭　

一
の
如
し
）」（『
文
選
』

一
七
八
頁
、
巻
一
一
）
と
い
う
一
節
に
基
づ
く
と
い
う
。
こ
れ
は
景

福
殿
内
の
小
部
屋
が
並
ぶ
様
子
を
描
い
た
箇
所
で
、
殿
内
の
部
屋
が

十
干
を
用
い
て
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
さ
れ
（「
名
秩
」）、
そ
れ
ら
の
大
き

さ
や
外
観
は
全
て
同
一
に
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
る
。

　

そ
し
て
末
二
句
で
は
、
毎
晩
（「
夜
夜
」）
明
月
が
出
て
そ
れ
ら
の

各
部
屋
を
照
ら
し
、
必
ず
と
言
っ
て
良
い
ほ
ど
、
異
な
る
「
更
衣
」

の
女
性
を
寵
愛
す
る
と
い
う
。「
時
時
」
は
現
代
日
本
語
の
「
と
き

ど
き
」
よ
り
頻
度
が
多
い
こ
と
を
表
す
。
直
前
の
聯
で
空
間
が
細
か

く
区
切
ら
れ
て
い
る
の
に
対
応
し
て
、
こ
の
末
二
句
で
も
「
夜
夜
」

と
「
時
時
」
の
よ
う
な
同
じ
文
字
を
二
つ
重
ね
た
畳
語
を
対
で
用

い
、
時
間
を
区
切
っ
て
定
量
化
し
、
毎
晩
必
ず
寵
愛
す
る
対
象
を
換

え
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　

末
句
の
「
更
衣
」
は
、
宮
中
で
男
性
が
休
憩
し
て
衣
服
を
交
換
す

る
部
屋
に
お
い
て
、
更
衣
の
手
助
け
を
す
る
女
性
を
意
味
し
、「
宮

人
」
と
も
呼
ば
れ
る
）
（1
（

。
こ
の
末
四
句
は
一
人
の
男
性
が
異
な
る
部
屋

で
異
な
る
時
間
帯
に
異
な
る
女
性
を
寵
愛
す
る
こ
と
を
詠
う
）
（1
（

。

　

以
上
の
語
釈
に
基
づ
き
、
こ
の
作
品
の
日
本
語
訳
を
以
下
に
記

す
。「
宴
の
場
に
は
舞
姫
や
燕
出
身
の
美
姫
が
い
る
か
と
思
え
ば
、

歌
姫
や
妓
女
も
い
る
。
彼
女
た
ち
の
あ
る
者
は
大
い
に
琵
琶
の
撥
を

ひ
ね
る
よ
う
に
演
奏
し
、
ま
た
あ
る
者
は
ゆ
ら
ゆ
ら
と
小
さ
く
手
を

垂
れ
て
舞
い
踊
る
。
あ
る
者
は
『
釣
竿
』
の
曲
を
蜀
の
弦
で
弾
き
、

あ
る
者
は
新
城
の
『
折
楊
柳
』
の
曲
を
笛
で
吹
く
。
玉
の
机
に
は
西

王
母
の
桃
が
盛
ら
れ
、
貝
の
杯
に
は
ざ
く
ろ
酒
が
満
ち
て
い
る
。
宴

会
終
了
後
、
宮
殿
内
の
『
甲
』『
乙
』
と
い
う
風
に
異
な
る
名
が
振

ら
れ
た
帳
や
、『
辛
』『
壬
』
そ
れ
ぞ
れ
の
個
室
を
私
が
訪
れ
る
と
、

そ
れ
ら
の
戸
口
が
輝
く
。
各
個
室
か
ら
は
毎
晩
明
月
が
見
え
、
必
ず

私
は
更
衣
の
女
性
を
寵
愛
す
る
の
だ
」。

　

こ
の
作
品
は
第
八
句
ま
で
の
前
半
と
、
換
韻
後
の
後
半
と
に
分
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
前
半
部
は
あ
る
宴
会
を
描
写
し
、
数
多
く
の
妓

女
た
ち
が
歌
舞
演
奏
を
し
、
そ
の
傍
ら
に
は
珍
貴
な
酒
食
が
あ
る
と

い
う
。
こ
こ
で
は
あ
る
一
つ
の
空
間
で
あ
る
時
刻
に
開
か
れ
る
宴
会

を
具
体
的
に
描
く
。
そ
こ
か
ら
い
き
な
り
視
点
が
切
り
変
わ
り
、
後

半
部
で
は
宮
殿
内
の
個
室
の
集
合
が
描
か
れ
、
毎
晩
異
な
っ
た
部
屋

を
男
性
が
訪
れ
、
必
ず
そ
の
部
屋
の
更
衣
の
女
性
を
寵
愛
す
る
と
詠

っ
て
作
品
を
締
め
く
く
る
。
ま
た
、
こ
の
作
品
に
登
場
す
る
女
性
た

ち
の
数
が
多
い
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
が
、
彼
女
た
ち
の
心
情
に
は
一

切
触
れ
ら
れ
な
い
。
そ
の
彼
女
た
ち
を
「
憐
」
れ
む
男
性
の
素
性
は

明
示
さ
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
語
り
手
で
あ
る
と
解
釈
し
て
お
く
。
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こ
の
語
り
手
が
作
者
な
の
か
、
或
い
は
宮
中
の
不
特
定
の
男
性
な
の

か
は
特
定
で
き
な
い
。

（
二
）
そ
れ
以
前
の
詠
妓
詩
と
の
比
較

　

鈴
木
虎
雄
氏
は
前
掲
の
蕭
綱
の
作
品
に
つ
い
て
、「
音
楽
歌
舞
飲

食
等
の
事
を
の
べ
、
最
後
に
婦
女
を
憐
れ
む
こ
と
を
の
べ
た
、
そ
こ

が
戯
書
で
あ
る
」
と
述
べ
る
）
（1
（

。
し
か
し
、
そ
の
理
由
に
関
す
る
詳
細

な
記
述
は
無
く
、「
戯
」
の
内
実
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。

　

こ
の
作
品
の
制
作
時
の
状
況
に
関
す
る
記
録
が
残
っ
て
い
な
い
た

め
、
本
節
で
は
作
品
自
体
に
焦
点
を
当
て
、
前
節
の
分
析
の
結
果
に

基
づ
い
て
他
の
作
品
と
比
較
し
、
そ
の
特
徴
の
意
味
を
考
察
す
る
。

そ
れ
ま
で
の
一
般
的
な
艶
詩
で
は
全
篇
に
亘
っ
て
一
つ
の
宴
会
を
描

く
か
、
あ
る
い
は
一
つ
の
「
羅
帳
」
や
「
房
戸
」
の
中
の
男
女
の
濃

密
な
小
世
界
を
描
く
作
品
が
主
流
で
あ
っ
た
。
一
例
と
し
て
、
南

斉
・
謝
脁
の
「
夜
聴
妓
」
其
一
を
見
て
み
よ
う
。

①　
瓊
閨
釧
響
聞　

瓊
閨
に
釧
響
聞
こ
え

②　
瑤
席
芳
塵
満　

瑤
席
に
芳
塵
満
つ

③　
要
取
洛
陽
人　

洛
陽
の
人
を
要む

かへ
取
り
て

④　
共
命
江
南
管　

共
に
江
南
の
管
を
命
ず

⑤　
情
多
舞
態
遅　

情
多
く
し
て
舞
態
遅
く

⑥　
意
傾
歌
弄
緩　

意
傾
き
て
歌
弄
緩
や
か
な
り

⑦　
知
君
密
見
親　

君
が
密
か
に
親
し
ま
る
る
を
知
り

⑧　
寸
心
伝
玉
腕　

寸
心
も
て
玉
腕
に
伝
ふ
（『
玉
台
新
詠
箋

注
』一
六
一
ー
二
頁
、
巻
四
）

こ
の
作
品
は
宴
に
お
け
る
歌
舞
演
奏
を
描
写
し
、
末
二
句
で
は
自
分

に
好
意
を
寄
せ
る
男
性
の
た
め
に
、
思
い
の
た
け
を
こ
の
腕
に
込
め

て
舞
う
と
い
う
、
妓
女
の
心
情
を
述
べ
て
作
品
を
締
め
く
く
る
。
こ

の
作
品
の
空
間
と
時
間
に
注
目
す
れ
ば
、
舞
台
は
あ
る
一
つ
の
宴
の

場
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
歌
舞
演
奏
の
一
齣
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
作
品
と
比
較
す
れ
ば
、
前
掲
の
蕭
綱
の
「
執
筆
戯
書
」

の
特
異
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
よ
う
。
第
八
句
ま
で
は
右
の
謝
脁

の
作
品
の
よ
う
に
一
箇
所
で
の
宴
の
あ
る
ひ
と
時
を
接
写
す
る
。
し

か
し
、
第
九
句
で
視
点
を
大
胆
に
転
換
し
、「
景
福
殿
賦
」
に
基
づ

い
て
宮
中
で
居
並
ぶ
複
数
の
部
屋
の
集
合
を
描
き
、
男
性
が
毎
晩
異

な
る
部
屋
を
訪
れ
、
そ
こ
で
更
衣
を
手
伝
う
女
性
を
必
ず
寵
愛
す
る

と
述
べ
る
が
、
彼
女
ら
の
心
情
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
構
成
と
視
点
が
こ
の
作
品
の
特
徴
と
言
え
る
が
）
（1
（

、
九

句
以
降
の
特
徴
を
言
い
換
え
れ
ば
、
空
間
と
時
間
を
定
量
的
に
細
分

化
し
、
そ
れ
ら
を
画
一
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
九
・
十
句
で
は
何

晏
の
「
景
福
殿
賦
」
中
の
表
現
に
基
づ
い
て
「
甲
乙
」「
辛
壬
」
と

空
間
を
細
か
く
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
し
て
区
切
り
、
視
点
を
そ
れ
ら
小
空

間
の
集
合
の
外
に
切
り
替
え
て
そ
れ
ら
を
描
く
こ
と
に
よ
り
、
複
数
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の
小
空
間
を
画
一
化
す
る
。
ま
た
、
次
の
末
二
句
で
は
「
夜
夜
有
明

月
、
時
時
憐
更
衣
」
と
詠
い
、「
夜
夜
」「
時
時
」
と
い
う
畳
語
を
用

い
、
直
前
の
二
句
に
対
応
し
て
時
間
を
細
か
く
刻
ん
で
表
現
す
る
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
時
間
も
画
一
化
さ
れ
、
状
態
や
動
作
が
永
遠
に

繰
り
返
さ
れ
て
い
く
か
の
如
く
読
者
に
読
ま
せ
る
効
果
を
生
む
。
各

小
空
間
の
中
に
流
れ
る
男
女
の
主
観
的
な
時
間
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
小
空
間
の
集
合
を
描
写
し
、

時
間
も
「
夜
夜
」「
時
時
」
と
細
分
化
し
て
定
量
的
に
表
現
す
る
こ

と
で
、
各
小
世
界
内
の
主
観
的
で
多
様
な
時
間
の
流
れ
も
全
て
画
一

化
さ
れ
る
。
細
か
く
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
分
け
ら
れ
た
も
の
全

て
が
均
一
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
更
衣
の
女
性
た
ち
の
容
貌
や

言
動
あ
る
い
は
心
境
に
は
一
切
触
れ
な
い
た
め
、
更
衣
の
女
性
た
ち

も
画
一
化
さ
れ
る
。
そ
し
て
前
述
の
通
り
こ
の
作
品
の
語
り
手
は
一

人
の
男
性
と
考
え
ら
れ
る
が
、
前
半
の
宴
会
だ
け
で
な
く
後
半
の
個

室
訪
問
も
彼
の
視
点
に
よ
る
歓
楽
の
象
徴
と
解
釈
す
れ
ば
、
こ
の
末

四
句
は
筆
者
が
別
稿
一
で
論
じ
た
、
梁
代
艶
詩
に
頻
繁
に
見
ら
れ
る

「
歓
楽
の
永
続
」
の
モ
チ
ー
フ
の
変
奏
と
言
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
蕭
綱
の
こ
の
作
品
は
先
行
す
る
作
品
と
同
じ
題
材

を
取
り
扱
い
な
が
ら
も
、
視
点
を
大
胆
に
転
換
し
て
作
品
の
時
間
と

空
間
の
描
写
に
変
容
を
加
え
、
永
続
す
る
歓
楽
を
描
い
て
い
る
。
ま

た
、
作
中
に
登
場
す
る
女
性
の
数
は
多
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
踏
み
込

ん
で
描
か
な
い
の
で
、
彼
女
た
ち
も
画
一
化
さ
れ
る
。
独
立
し
た
作

品
と
し
て
同
じ
題
材
を
扱
っ
た
先
行
作
品
と
比
較
し
て
み
れ
ば
、
当

時
と
し
て
こ
の
詩
は
右
の
よ
う
な
新
味
を
持
つ
異
色
作
と
言
え
る
。

前
述
の
通
り
こ
の
詩
の
制
作
の
動
機
や
同
時
代
の
人
々
の
反
応
等
は

不
明
で
あ
る
が
、
右
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
作
品
の
制
作
が
そ
の
場

の
状
況
に
よ
っ
て
は
遊
戯
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。

<

第
二
章>

徐
陵
の
「
走
筆
戯
書
応
令
」

　

次
に
蕭
綱
の
文
学
サ
ロ
ン
の
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
っ
た
徐
陵

（
五
〇
七
―
八
三
）
が
制
作
し
た
「
走
筆
戯
書
応
令
」
を
取
り
上
げ

よ
う
）
（1
（

。「
応
令
」
と
は
皇
太
子
の
命
令
に
応
じ
て
制
作
し
た
こ
と
を

示
す
。「
筆
」
を
「
走
」
ら
せ
て
「
戯
」
れ
に
何
か
に
「
書
」
き
付

け
た
、
と
い
う
こ
の
題
名
は
前
掲
の
蕭
綱
の
作
品
の
そ
れ
と
酷
似
し

て
お
り
、
こ
の
作
品
が
蕭
綱
の
前
掲
作
品
に
応
じ
て
制
作
さ
れ
た
可

能
性
は
高
い
。

①
此
日
乍
殷
勤　

此
の
日　

乍
ち
殷
勤
な
り

②
相
嫌
不
如
春　

相
嫌
ふ　

春
に
如
か
ざ
る
を

③
今
宵
花
燭
淚　

今
宵　

花
燭
の
淚

④
非
是
夜
迎
人　

是
れ　

夜　

人
を
迎
ふ
る
に
非
ず

⑤
舞
席
秋
來
卷　

舞
席　

秋
來
卷
か
れ

⑥
歌
筵
無
数
塵　

歌
筵　

無
数
の
塵
あ
り
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⑦
曾
経
新
代
故　

曾か
つ

経て　

新　

故
に
代
る

⑧
那
悪
故
迎
新　

那な
ん

ぞ
悪に

く

ま
ん　

故
の
新
を
迎
ふ
る
を

⑨
片
月
窺
花
簟　

片
月　

花
簟
を
窺
ひ

⑩
軽
寒
入
帔
巾　

軽
寒　

帔
巾
に
入
る

⑪
秋
来
應
瘦
盡　

秋
来　

応
に
瘦
せ
尽
き

⑫
偏
自
著
腰
身　

偏ひ
と

自へ

に
腰
身
を
著
す
べ
し
）
（1
（

作
中
の
表
現
に
基
づ
け
ば
、
こ
の
作
品
の
語
り
手
は
あ
る
一
人
の
宮

女
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
句
の
「
殷
勤
」
は
相
手
へ
の
思
慕

の
情
あ
る
い
は
相
手
を
思
慕
し
て
物
腰
柔
ら
か
く
応
対
す
る
こ
と
を

指
す
が
）
（1
（

、
こ
こ
で
は
後
者
の
解
釈
が
よ
り
適
切
で
あ
ろ
う
。
第
三
句

の
「
花
燭
」
は
装
飾
が
施
さ
れ
た
蝋
燭
の
美
称
。
何
遜
の
「
看
新

婦
」
に
「
何
如
花
燭
夜
、
輕
扇
掩
紅
妝
（
何
如
ぞ
花
燭
の
夜
、
輕
扇

　

紅
妝
を
掩
ふ
に
）」
と
あ
り
（『
玉
台
新
詠
箋
注
』
二
一
五
頁
、
巻

五
）、
当
時
の
一
般
的
な
新
婚
の
初
夜
に
は
新
婦
の
部
屋
に
こ
れ
を

置
き
、
夫
が
寝
所
を
訪
ね
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
作
品

の
主
人
公
の
手
元
に
こ
れ
が
あ
っ
て
も
、
誰
も
訪
れ
る
こ
と
は
な

い
。
第
一
句
で
語
り
手
の
心
に
生
じ
た
淡
い
期
待
は
こ
の
第
三
・
四

句
に
至
っ
て
完
全
に
裏
切
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
垂
れ
る
蝋

と
女
性
の
涙
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
る
。
第
五
・
六
句
も
女
性
の
部
屋

の
寂
寞
が
秋
以
降
も
続
く
こ
と
を
描
写
す
る
。

　

第
七
・
八
句
で
は
「
曾
経
新
代
故
、
那
悪
故
迎
新
」、「
か
つ
て
新

人
が
古
株
に
代
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
古
株
の
者
は
新
人
を
迎
え

る
の
を
厭
う
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
。
こ
こ
は
表
面
上
、
一
般
論

を
述
べ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
語
り
手
の
期
待
が
裏
切
ら
れ
た
理
由
を

示
唆
す
る
。
こ
れ
は
『
玉
台
新
詠
』
の
冒
頭
に
置
か
れ
る
「
古
詩
八

首
」
其
一
「
上
山
采
蘼
蕪
」
に
基
づ
く
。
こ
の
古
詩
は
あ
る
女
性
が

山
の
ふ
も
と
で
元
の
夫
と
出
会
い
、
新
し
い
妻
の
こ
と
を
あ
れ
こ
れ

聞
い
た
と
こ
ろ
、
元
夫
は
新
し
い
妻
も
良
い
が
、
元
の
妻
に
は
結
局

及
ば
な
い
と
答
え
た
と
詠
う
、
物
語
風
の
作
品
で
あ
る
）
（1
（

。
こ
の
原
典

に
お
い
て
、
離
縁
さ
れ
た
元
妻
の
口
か
ら
、
新
妻
に
対
す
る
怨
嗟
の

語
や
誹
謗
中
傷
の
語
は
一
切
見
ら
れ
な
い
。
元
夫
に
尋
ね
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
、
や
は
り
何
か
思
う
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
は
仄
め
か
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
こ
ま
で
で
あ
る
。
徐
陵
の
作
品
の
表
現
に
拠
れ
ば

語
り
手
の
女
性
と
男
性
は
夫
婦
で
は
な
い
が
、
彼
女
と
原
典
の
元
妻

と
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。
末
二
句
は
男
性
の
訪
れ
が
な
い
た
め
、

女
性
は
悲
し
み
の
あ
ま
り
自
分
が
や
せ
細
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
す

る
。
第
七
・
八
句
で
は
別
の
若
い
女
性
を
憎
ま
な
い
と
言
い
つ
つ
、

や
は
り
語
り
手
の
内
心
は
穏
や
か
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
語
釈
を
踏
ま
え
、
こ
の
作
品
の
日
本
語
訳
を
以
下
に
掲
げ

る
。「
あ
の
方
は
本
日
急
に
私
に
や
さ
し
く
し
て
く
れ
た
が
、
そ
れ

で
も
春
の
こ
ろ
に
は
及
ば
な
い
の
が
辛
く
感
じ
ら
れ
る
。
あ
の
方
は

結
局
私
の
も
と
に
来
ず
、
今
夜
、
花
嫁
道
具
の
蝋
燭
を
灯
し
、
私
は
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蝋
燭
と
共
に
涙
を
流
し
て
い
る
。
舞
の
筵
は
秋
か
ら
ず
っ
と
巻
い
た

ま
ま
に
し
て
お
り
、
歌
の
筵
に
は
埃
が
た
ま
っ
て
い
る
。
か
つ
て
新

人
が
古
株
に
代
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
古
株
の
者
は
新
人
を
迎
え

る
の
を
厭
う
わ
け
で
は
な
い
。
一
片
の
月
が
花
の
筵
を
覗
き
込
み
、

薄
ら
寒
さ
が
シ
ョ
ー
ル
に
忍
び
込
ん
で
く
る
。
秋
以
来
、
私
は
や
せ

細
り
、
尋
常
で
は
な
い
ほ
ど
腰
の
細
さ
が
目
立
っ
て
い
る
で
あ
ろ

う
」。
こ
の
作
品
は
一
人
の
宮
女
の
視
点
か
ら
詠
わ
れ
た
も
の
で
、

思
慕
す
る
男
性
を
別
の
宮
女
に
奪
わ
れ
た
彼
女
の
悲
哀
を
「
上
山
采

蘼
蕪
」
の
主
人
公
に
重
ね
合
わ
せ
て
描
い
た
宮
怨
詩
で
あ
る
。

　

こ
の
作
品
の
最
大
の
特
徴
と
し
て
、
時
の
経
過
の
表
現
が
細
や
か

で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
冒
頭
句
で
は
「
此
日
」
の
男
性
の
態

度
と
過
ぎ
去
っ
た
「
春
」
の
際
の
態
度
と
を
比
較
し
、
前
者
が
後
者

に
及
ば
な
い
と
い
う
認
識
を
示
す
。
そ
し
て
、
秋
以
来
、「
舞
席
」

が
巻
か
れ
た
ま
ま
で
あ
る
こ
と
が
描
か
れ
、
作
品
内
の
現
在
が
冬
で

あ
る
こ
と
を
示
す
。
よ
り
詳
し
く
言
え
ば
、「
軽
寒
」
と
あ
る
の
で

初
冬
で
あ
ろ
う
。
第
九
・
十
句
で
は
作
品
内
の
「
今
宵
」
も
時
間
の

経
過
が
進
行
し
て
い
る
こ
と
を
表
現
す
る
。
末
二
句
で
は
秋
以
来
の

語
り
手
の
身
体
状
況
を
描
写
し
、
そ
の
心
情
を
も
暗
示
す
る
。
こ
の

よ
う
に
、
こ
の
作
品
は
冬
の
あ
る
日
の
夜
を
作
品
内
の
現
在
と
設
定

し
、「
春
」「
秋
」
お
よ
び
そ
の
夜
か
ら
数
時
間
遡
っ
た
日
中
（「
此

日
」）
と
い
う
、
様
々
な
時
点
に
お
け
る
状
況
と
現
在
と
を
比
較

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
点
以
降
の
男
性
と
語
り
手
の
変
化
を
表
現
す

る
。

　

そ
れ
ま
で
の
一
般
的
な
宮
怨
詩
ま
た
は
閨
怨
詩
に
お
い
て
、
主
人

公
の
女
性
が
現
状
と
対
比
す
る
た
め
に
想
起
す
る
時
点
は
一
つ
で
あ

る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
梁
・
呉
均
の
「
贈
杜
容
成
詩
」（『
玉
台
新

詠
箋
注
』
二
三
五
頁
、
巻
六
）
の
末
四
句
で
は
次
の
よ
う
に
詠
う
。

昔
别
縫
羅
衣　

昔
別
れ
し
と
き
は
羅
衣
を
縫
ひ

春
風
初
入
帷　

春
風　

初
め
て
帷
に
入
る

今
来
夏
欲
晚　

今
来
れ
ば　

夏　

晚く

れ
ん
と
欲
し

桑
蛾
薄
樹
飛　

桑
蛾　

樹
に
薄せ

ま

り
て
飛
ぶ

男
性
と
別
れ
た
と
き
は
春
だ
っ
た
が
、
今
帰
っ
て
く
れ
ば
、
夏
が
終

わ
り
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
、
と
詠
う
。
こ
の
作
品
の
現
在
は
晩

「
夏
」
で
、
そ
こ
か
ら
回
顧
さ
れ
る
男
性
と
離
別
し
た
時
点
は

「
春
」
の
み
で
あ
る
。
こ
の
例
と
比
べ
れ
ば
、
徐
陵
の
作
品
に
お
い

て
回
顧
さ
れ
る
時
点
の
多
さ
が
理
解
で
き
よ
う
。

　

次
に
徐
陵
の
作
品
と
前
掲
の
蕭
綱
の
作
品
と
を
比
較
し
よ
う
。
前

章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
蕭
綱
の
作
品
は
男
性
の
視
点
か
ら
複
数
の
空

間
や
異
な
る
時
間
帯
、
ま
た
多
く
の
女
性
た
ち
を
も
画
一
化
し
て
歓

楽
の
永
続
を
描
い
て
い
た
。
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
徐
陵
の
作
品
は

あ
る
一
つ
の
部
屋
に
居
り
、
思
慕
す
る
男
性
を
別
の
女
性
に
奪
わ
れ

た
一
人
の
女
性
に
焦
点
を
当
て
る
。
そ
し
て
あ
る
冬
の
日
の
夜
を
基
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点
と
し
て
、
春
と
秋
お
よ
び
こ
の
日
の
昼
間
と
い
う
各
時
点
か
ら
作

中
の
現
在
に
至
る
、
各
々
異
な
る
タ
イ
ム
ス
パ
ン
の
状
況
の
変
化
を

描
き
、
現
在
と
対
比
す
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
彼
女
の
心

情
の
揺
れ
や
悲
し
み
を
表
現
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
れ
は
主
人

公
の
女
性
と
そ
の
居
室
お
よ
び
時
間
の
個
別
化
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
徐
陵
の
作
品
は
独
立
し
た
作
品
と
し
て
見
れ

ば
、
時
間
の
描
写
の
点
に
お
い
て
当
時
の
一
般
的
な
宮
怨
詩
や
閨
怨

詩
と
大
き
く
異
な
る
。
ま
た
、
蕭
綱
の
「
執
筆
戯
書
」
と
比
較
す
れ

ば
、
構
成
と
視
点
、
語
り
手
の
立
場
、
作
品
世
界
の
時
間
と
空
間
、

そ
し
て
女
性
の
心
情
等
の
描
写
の
有
無
の
点
に
お
い
て
先
鋭
な
相
違

点
を
持
つ
。
徐
陵
の
こ
の
作
品
が
蕭
綱
の
前
掲
作
品
に
応
じ
て
制
作

さ
れ
た
も
の
な
ら
ば
、
作
者
の
意
匠
と
し
て
、
語
り
手
を
蕭
綱
の
作

品
中
の
大
勢
の
女
性
の
一
人
に
設
定
し
、
彼
女
の
視
点
か
ら
時
間
と

空
間
を
捉
え
直
し
て
個
別
的
な
宮
怨
詩
の
世
界
を
再
構
築
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
作
品
は
当
時
の
一
般
的
な
宮
怨
詩
や
閨
怨
詩
と
比
較
す

れ
ば
新
味
を
持
ち
、
蕭
綱
の
前
掲
作
品
と
比
較
す
れ
ば
対
照
的
で
あ

る
。

　

し
か
し
、
観
点
を
変
え
れ
ば
、
先
行
す
る
作
品
と
同
じ
題
材
に
基

づ
き
つ
つ
、
視
点
を
大
胆
に
転
換
し
て
時
間
と
空
間
を
捉
え
直
し
、

新
た
な
作
品
世
界
を
再
構
築
す
る
と
い
う
徐
陵
の
作
品
の
特
徴
自
体

は
、
蕭
綱
の
作
品
に
見
ら
れ
る
技
法
と
同
じ
で
あ
る
。
別
稿
一
で
論

じ
た
よ
う
に
、
通
常
、
唱
和
・
応
令
作
品
は
原
典
の
内
容
や
特
徴
を

踏
襲
す
る
。
徐
陵
の
作
品
は
前
掲
の
蕭
綱
の
戯
題
詩
を
原
典
と
し
、

そ
の
設
定
に
基
づ
き
つ
つ
も
そ
の
内
容
等
に
変
容
を
加
え
る
と
い
う

技
法
自
体
を
原
典
に
倣
う
こ
と
で
応
令
詩
と
し
て
の
役
目
を
果
た

し
、
更
に
原
典
の
戯
題
詩
の
核
心
的
特
徴
を
確
か
に
引
き
継
い
だ
の

で
あ
る
。
徐
陵
の
作
品
の
内
容
自
体
は
深
刻
な
情
念
を
主
題
と
し
た

も
の
で
、
表
現
等
も
新
し
い
が
、
蕭
綱
の
原
典
と
相
対
さ
せ
る
場

合
、
制
作
と
発
表
の
場
で
そ
れ
が
遊
戯
と
し
て
機
能
し
た
と
も
考
え

ら
れ
る
。

<

第
三
章>

梁
元
帝
蕭
繹
の
「
戯
作
艶
詩
」

　

梁
代
の
他
の
詩
人
の
戯
題
詩
の
中
に
も
、
類
似
の
特
徴
が
見
ら
れ

る
も
の
が
あ
る
。
本
章
で
は
蕭
繹
（
五
〇
八
―
五
五
）
の
「
戯
作
艶

詩
」
を
取
り
上
げ
よ
う
。
注
一
六
の
『
隋
書
』
に
記
さ
れ
る
よ
う

に
、
蕭
繹
も
蕭
綱
の
文
学
集
団
の
メ
ン
バ
ー
に
数
え
ら
れ
る
。

①
入
堂
值
小
婦　

堂
に
入
れ
ば
小
婦
に
値あ

ひ

②
出
門
逢
故
夫　

門
を
出
づ
れ
ば
故
夫
に
逢
ふ

③
含
辞
未
及
吐　

辞
を
含
め
ど
も
未
だ
吐
く
に
及
ば
ず

④
絞
袖
且

　

袖
を
絞
り
て
且し

ば
らく

す

⑤
搖
茲
扇
似
月　

茲
の
扇
の
月
に
似
た
る
を
搖
ら
し

⑥
掩
此
淚
如
珠　

此
の
淚
の
珠
の
如
き
を
掩
ふ



 
（23）

⑦
今
懐
固
無
已　

今
懐　

固
よ
り
已
む
こ
と
無
し

⑧
故
情
今
有
余　

故
情　

今　

余
り
有
り
（『
玉
台
新
詠
箋

注
』
三
〇
五
頁
、
巻
七
）

表
面
的
に
解
釈
の
難
し
い
語
句
は
見
ら
れ
な
い
の
で
、
ま
ず
日
本
語

訳
を
以
下
に
示
す
。「
堂
に
入
れ
ば
若
い
嫁
に
出
会
い
、
屋
敷
の
門

か
ら
外
に
出
れ
ば
元
の
夫
に
会
っ
た
。
私
の
胸
中
の
思
い
を
言
葉
と

し
て
彼
に
言
え
ず
、
袖
を
絞
る
よ
う
に
握
っ
て
立
ち
去
り
が
た
い
。

月
の
よ
う
な
こ
の
丸
い
扇
で
、
珠
の
よ
う
な
涙
を
覆
い
隠
す
。
今
の

こ
の
悲
し
い
感
情
は
尽
き
る
こ
と
が
な
く
、
彼
の
昔
の
愛
情
は
今
も

な
お
心
に
残
っ
て
い
る
」。

　

冒
頭
句
で
「
堂
に
入
る
」、
第
二
句
で
「
門
を
出
づ
」
と
詠
い
、

語
り
手
は
家
屋
の
外
へ
移
動
し
て
い
る
が
、
次
の
句
の
「
故
夫
」
と

の
関
連
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
れ
は
前
章
で
取
り
上
げ
た
古
詩
「
上
山

采
蘼
蕪
」
の
「
新
人
従
門
入
、
故
人
従
閤
去
」
に
基
づ
く
で
あ
ろ

う
。「
小
婦
」
と
は
表
面
的
に
訳
せ
ば
「
若
い
妻
」
と
い
う
こ
と
に

な
り
、
古
詩
の
「
新
人
」
に
相
当
す
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
別
稿

一
で
取
り
上
げ
た
、
斉
梁
時
代
に
制
作
が
大
流
行
し
た
楽
府
「
相
逢

行
」「
長
安
有
狭
斜
行
」「
三
婦
艶
」
に
登
場
す
る
「
小
婦
」
も
当
時

の
読
者
に
想
起
さ
せ
た
に
違
い
な
い
。
第
二
句
で
語
り
手
が
家
屋
の

門
を
出
た
と
こ
ろ
に
鉢
合
わ
せ
す
る
の
が
「
故
夫
」、
つ
ま
り
語
り

手
の
元
夫
と
い
う
。
こ
れ
は
前
掲
の
古
詩
「
上
山
采
蘼
蕪
」
の
設
定

を
援
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
こ
の
作
品
は
若
い
妻
を
迎
え

た
夫
か
ら
離
縁
さ
れ
た
古
女
房
が
彼
の
家
か
ら
出
て
行
く
場
面
を
描

い
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
前
掲
の
楽
府
に
登
場
す
る
「
小

婦
」
は
三
人
兄
弟
の
末
弟
の
妻
だ
が
、
蕭
繹
の
こ
の
作
品
に
お
け
る

「
小
婦
」
は
右
の
古
詩
の
設
定
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
人
の

男
性
の
若
妻
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。「
相
逢
行
」
等
の
一
連
の
楽
府

に
お
け
る
視
点
は
「
門
」
か
ら
「
堂
」、
そ
の
次
は
「
堂
」
か
ら

「
室
」
と
、
家
屋
の
最
奥
へ
と
移
動
し
、
そ
れ
が
幸
福
へ
の
移
動
を

象
徴
す
る
表
現
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
蕭
繹
の
こ
の
作
品
の

視
点
は
正
反
対
で
、
家
屋
の
「
堂
」
か
ら
「
門
」
へ
、
つ
ま
り
家
屋

の
外
へ
移
動
し
て
い
る
。
こ
の
冒
頭
の
二
句
は
当
時
流
行
し
て
い
た

一
家
の
幸
福
を
描
く
一
連
の
楽
府
の
設
定
を
逆
手
に
取
り
、
主
人
公

の
不
幸
を
象
徴
的
に
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

第
三
・
四
句
で
は
家
を
出
る
際
に
元
夫
と
鉢
合
わ
せ
し
た
語
り
手

の
未
練
を
示
す
動
作
が
描
か
れ
る
。
彼
に
言
い
た
い
こ
と
は
山
ほ
ど

あ
る
が
言
い
出
せ
ず
、
衣
服
の
袖
を
絞
る
よ
う
に
握
り
締
め
、
そ
の

場
を
立
ち
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
五
・
六
句
で
は
満
月
の
よ
う

な
丸
い
扇
を
揺
ら
せ
て
、
涙
が
流
れ
る
顔
を
隠
す
こ
と
を
描
く
。
末

二
句
で
は
、
自
分
の
今
の
悲
し
い
思
い
は
尽
き
ず
、
夫
か
ら
昔
蒙
っ

た
情
は
今
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
と
述
べ
て
作
品
を
締
め
く
く
る
。
こ

こ
で
は
語
り
手
の
悲
し
み
と
、
夫
の
昔
の
情
愛
の
思
い
出
が
今
も
な



 
（24）

お
尽
き
な
い
こ
と
を
述
べ
る
が
、「
小
婦
」
が
登
場
す
る
前
掲
の
一

連
の
楽
府
の
末
尾
で
は
必
ず
幸
福
の
永
続
を
詠
っ
て
作
品
が
締
め
く

く
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
対
比
す
れ
ば
、
こ
の
作
品
の
主
人
公
の
悲
し

み
が
更
に
際
立
つ
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
蕭
繹
の
こ
の
作
品
は
楽
府
「
相
逢
行
」「
長
安

有
狭
斜
行
」「
三
婦
艶
」
の
モ
チ
ー
フ
や
構
成
を
逆
手
に
用
い
、
古

詩
「
上
山
采
蘼
蕪
」
の
設
定
も
援
用
し
、
主
人
公
の
悲
し
み
と
不
幸

を
際
立
た
せ
た
、
内
容
自
体
は
深
刻
な
閨
怨
詩
で
あ
る
と
総
括
で
き

る
。
原
典
の
設
定
を
逆
手
に
用
い
、
そ
の
原
典
と
異
な
る
作
品
世
界

を
再
構
築
し
て
い
る
点
は
前
掲
の
二
首
の
戯
題
詩
と
共
通
す
る
。
そ

し
て
、
こ
の
作
品
の
制
作
時
の
状
況
も
不
明
で
あ
る
が
、
右
の
特
徴

が
制
作
の
場
で
遊
戯
と
し
て
機
能
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

<

終
章>

梁
代
の
戯
題
詩
の
「
戯
」
の
一
端

　
本
稿
で
は
、
蕭
綱
の
艶
詩
の
中
で
特
に
遊
戯
的
で
あ
る
と
批
判
さ

れ
て
き
た
戯
題
詩
と
、
彼
の
文
学
サ
ロ
ン
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
徐

陵
の
「
応
令
」
作
品
と
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
の
特
徴
を
分
析
し

た
。
ま
た
、
右
の
二
人
と
関
係
の
深
い
蕭
繹
の
戯
題
詩
の
分
析
も
行

っ
た
。

　
研
究
の
結
果
を
総
括
す
れ
ば
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
梁
代
の
戯
題

詩
に
見
ら
れ
る
の
は
、
先
行
作
品
や
常
套
的
な
構
成
・
内
容
を
異
な

る
視
点
か
ら
大
胆
に
捉
え
直
し
、
対
象
の
あ
る
一
面
と
は
別
の
一
面

に
焦
点
を
当
て
、
作
品
世
界
を
多
角
的
に
再
構
築
す
る
技
法
で
あ

る
。
ま
た
、
別
稿
二
で
取
り
上
げ
た
人
に
贈
ら
れ
た
戯
題
詩
も
、
羅

敷
古
辞
等
の
設
定
を
用
い
つ
つ
そ
の
原
典
と
は
視
点
を
大
胆
に
変
更

し
て
作
品
世
界
を
再
構
築
し
て
い
る
点
で
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た

作
品
と
共
通
点
を
持
つ
と
言
え
る
。
各
作
品
の
制
作
の
状
況
は
不
明

だ
が
、
作
品
そ
の
も
の
に
拠
る
限
り
、
右
の
特
徴
は
も
は
や
文
学
的

技
法
と
呼
べ
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
や
別
稿
二
で
取
り
上
げ
た
蕭
綱

等
の
戯
題
詩
の
制
作
は
、
梁
代
の
艶
詩
に
新
鮮
で
豊
か
な
実
り
を
も

た
ら
し
た
試
み
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
注

（
1
）
こ
こ
で
言
う
「
艶
詩
」
と
は
、
女
性
と
そ
れ
に
関
連
す
る
事
物
お
よ

び
当
時
そ
れ
に
類
す
る
性
質
を
持
つ
と
見
な
さ
れ
た
事
物
を
テ
ー
マ
と

し
た
詩
歌
の
ジ
ャ
ン
ル
を
意
味
す
る
。
な
お
、
蕭
綱
（
五
〇
三
―
五

一
）
が
皇
太
子
に
選
ば
れ
た
あ
と
、
彼
お
よ
び
そ
の
文
学
集
団
の
メ
ン

バ
ー
が
中
心
と
な
っ
て
制
作
し
た
詩
風
を
指
す
「
宮
体
詩
」
と
い
う
語

が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
、
現
存
す
る
梁
代
の
艶
詩
の
大
部

分
の
制
作
時
期
が
不
明
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で
こ
の
語
は
使
用
し
な
い
。

（
2
）
本
論
文
が
言
及
す
る
筆
者
の
先
行
研
究
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。『
梁

代
「
艶
詩
」
の
再
検
討
―
楽
府
「
相
逢
行
」「
長
安
有
狭
斜
行
」「
三
婦

艶
」
に
基
づ
く
考
察
―
』（
コ
ン
テ
ン
ツ
ワ
ー
ク
ス
社
、
二
〇
一
〇
。
オ
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ン
デ
マ
ン
ド
出
版
。
以
下
、「
別
稿
一
」
と
す
る
）、「
美
女
に
贈
る
詩
―

梁
簡
文
帝
蕭
綱
の
「
戯
贈
麗
人
」「
絶
句
賜
麗
人
」
に
つ
い
て
」（『
中
国

文
化
―
研
究
と
教
育
―
』
七
三
、
二
〇
一
五
。
以
下
、「
別
稿
二
」
と
す

る
）。

（
3
）『
南
朝
宮
体
詩
研
究
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
六
）
一
六
〇
頁
。

（
4
）
西
洋
の
遊
戯
文
化
論
の
古
典
はJ

・
ホ
イ
ジ
ン
ガ
の
『
ホ
モ
・
ル
ー
デ

ン
ス
』（
一
九
三
八
、
日
本
語
訳
は
一
九
七
三
年
・
中
公
文
庫
版
・
高
橋

英
夫
訳
）
とR

・
カ
イ
ヨ
ワ
の
『
遊
び
と
人
間
』（
一
九
五
八
、
日
本
語

訳
は
一
九
七
〇
年
出
版
の
岩
波
書
店
・
清
水
幾
多
郎
他
訳
と
、
一
九
九

〇
年
・
講
談
社
学
術
文
庫
・
多
田
道
太
郎
他
訳
が
あ
る
）
で
あ
る
。
た
だ
、

こ
れ
ら
の
著
作
は
主
に
実
際
の
遊
戯
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、

文
学
に
つ
い
て
は
一
旦
別
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
本
稿
は
考
え
る
。

将
来
、
あ
る
程
度
斉
梁
艶
詩
の
遊
戯
性
に
関
す
る
研
究
が
蓄
積
し
て
き

た
段
階
で
、
そ
れ
ら
の
結
果
を
右
の
二
書
と
照
合
し
た
い
。

（
5
）
一
例
と
し
て
、
全
句
に
当
時
の
州
の
名
を
盛
り
込
ん
だ
梁
・
范
雲

「
州
名
詩
」（『
芸
文
類
聚
』
巻
五
六
）
を
挙
げ
て
お
く
。

（
6
）『
六
朝
の
遊
戯
文
学
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
七
）
四
九
五
―
六
頁
、

第
十
四
章
。
福
井
氏
の
他
に
祁
立
峰
氏
の
『
遊
戯
与
遊
戯
之
外-
南
朝
文

学
題
材
新
論
』（
政
大
出
版
社
、
二
〇
一
五
）
も
南
朝
時
期
の
「
遊
戯
的

作
品
」
を
取
り
上
げ
る
が
、
そ
の
題
名
が
示
す
通
り
、
題
材
に
つ
い
て

論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

（
7
）『
杜
甫
の
詩
的
葛
藤
と
社
会
意
識
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
三
）
第
二

章
。
初
出
は
一
九
八
六
年
。
谷
口
氏
が
拠
る
大
矢
根
氏
の
論
考
は
「
杜

詩
に
お
け
る
、
遣
興
・
戯
題
の
詩
と
そ
の
風
趣
」（
早
稲
田
大
学
東
洋
文

学
会
『
東
洋
文
学
研
究
』
六
、
一
九
五
七
）、
西
本
氏
の
論
考
は
「
杜
甫

に
お
け
る
『
戯
題
詩
』
―
『
官
定
ま
り
て
後　

戯
れ
に
贈
る
』
詩
に
つ

い
て
―
」（『
小
尾
博
士
退
休
記
念
中
国
文
学
論
集
』[

第
一
学
習
社
、
一

九
七
六]

収
録
）。

（
8
）『
玉
台
新
詠
箋
注
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
五
）
二
九
三
―
四
頁
、
巻

七
。
以
下
、『
玉
台
新
詠
』
の
テ
キ
ス
ト
は
こ
れ
に
拠
る
。

（
9
）『
文
選
』（
中
華
書
局
、
一
九
七
七
）
四
〇
九
頁
、
巻
二
八
（
以
下
、

『
文
選
』
の
テ
キ
ス
ト
は
こ
れ
に
拠
る
）。『
玉
台
新
詠
箋
注
』
一
九
頁
、

巻
一
で
は
枚
乗
の
「
古
詩
九
首
」
其
五
と
す
る
。

（
10
）『
楽
府
詩
集
』（
中
華
書
局
、
一
九
七
九
）
二
六
三
頁
、
巻
一
八
。
以

下
、『
楽
府
詩
集
』
の
テ
キ
ス
ト
は
こ
れ
に
拠
る
。

（
11
）
西
王
母
に
関
す
る
伝
説
に
つ
い
て
は
、
小
南
一
郎
「
西
王
母
と
七
夕

伝
承
」（『
中
国
の
神
話
と
物
語
り
』[

岩
波
書
店
、
一
九
八
四]

収
録
）

参
照
。

（
12
）『
漢
書
』（
中
華
書
局
、
一
九
六
二
）
二
八
四
七
頁
、
巻
六
五
「
東
方

朔
伝
」「
後
乃
私
置
更
衣
」
の
一
節
に
対
し
て
顔
師
古
は
「
休
息
を
為
し

衣
を
易
ふ
る
処
な
り
、
亦
た
宮
人
を
置
く
」
と
注
す
る
。

（
13
）
鈴
木
虎
雄
（『
玉
台
新
詠
集　

中
』[

岩
波
文
庫
、
一
九
五
五]

）、

A
nne�Birrell

（『N
ew
�Songs�from

�a�Jade�Terrace

』[G
eorge�

Allen�and�U
nw
in

、
一
九
八
二]

）、
石
川
忠
久
（『
玉
台
新
詠
』[

学
習

研
究
社
、
一
九
八
六]

）
各
氏
の
訳
は
一
人
の
男
性
と
し
て
い
る
。
複
数

の
女
性
を
複
数
の
男
性
が
愛
す
る
と
い
う
の
は
、
作
品
と
し
て
焦
点
が

あ
ま
り
に
ぼ
や
け
て
し
ま
う
し
、
後
掲
の
徐
陵
の
唱
和
作
品
で
言
及
さ

れ
る
男
性
も
一
人
な
の
で
、
こ
の
部
分
は
本
稿
も
こ
れ
ら
の
先
行
訳
の
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解
釈
に
従
う
。

（
14
）
鈴
木
虎
雄
訳
解
『
玉
台
新
詠
集　

中
』
四
〇
四
頁
注
参
照
。
他
に
、

田
部
井
文
雄
氏
は
「
六
朝
宮
体
の
詩
に
つ
い
て
」（『
漢
文
学
会
会
報
』

一
八
、
一
九
五
九
）
の
中
で
こ
の
作
品
を
取
り
上
げ
、
末
句
の
「
憐
更

衣
」
と
い
う
淫
ら
な
連
想
を
呼
ぶ
表
現
の
存
在
が
、
題
名
に
「
戯
」
と

い
う
文
字
を
冠
し
た
理
由
で
は
な
い
か
と
す
る
説
を
提
示
し
て
い
る
。

（
15
）
石
川
忠
久
『
玉
台
新
詠
』
四
八
三
頁
の
こ
の
作
品
に
対
す
る
短
評
も
、

こ
の
作
品
の
後
半
部
の
希
少
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
16
）『
隋
書
』「
文
学
伝
」
は
「
梁
大
同
の
後
よ
り
雅
道
淪
缺
し
、
漸
く
典

則
に
乖
き
、
争
ひ
て
新
巧
に
馳
す
。
簡
文
湘
東
、
其
の
淫
放
を
啓ひ

ら

き
、

徐
陵
庾
信
、
路
を
分
か
ち
て
鑣く

つ
わを
揚
ぐ
」（『
隋
書
』[

中
華
書
局
、
一
九

七
三]

一
七
三
〇
頁
、
卷
七
六
）
と
述
べ
、
梁
代
後
期
の
艶
詩
の
先
導
者

と
し
て
蕭
綱
（「
簡
文
」）
と
蕭
繹
（「
湘
東
」）、
徐
陵
と
庾
信
を
挙
げ
て

い
る
。

（
17
）『
玉
台
新
詠
箋
注
』
三
五
六
頁
、
巻
八
。『
嘉
靖
本
古
詩
紀　

二
』（
汲

古
書
院
、
二
〇
〇
五
）
四
九
四
頁
、
巻
一
〇
〇
は
「
片
月
」
を
「
片

日
」
と
、「
入
帔
巾
」
を
「
入
錦
巾
」
と
す
る
。

（
18
）『
史
記
』
司
馬
相
如
列
伝
「
相
如
臨
邛
に
之
き
、
車
騎
を
従
へ
、
雍
容

閒
雅
に
し
て
甚
だ
都
な
り
。
卓
氏
に
飲
し
、
琴
を
弄
す
る
に
及
び
て
、

文
君
竊
か
に
戶
よ
り
之
を
窺
ひ
、
心
悅
び
て
之
を
好
し
と
し
、
当
た
る

を
得
ざ
る
を
恐
る
。
既
に
し
て
罷
み
、
相
如
乃
ち
人
を
し
て
重
く
文
君

の
侍
者
に
賜
ひ
殷
勤
を
通
ぜ
し
む
」（『
史
記
』[

中
華
書
局
、
一
九
五
九

]

三
〇
〇
〇
頁
、
巻
一
一
七
）、
繁
欽
「
定
情
詩
」「
何
を
以
て
殷
勤
を
致

さ
ん
、
指
を
約
す
一
双
の
銀
」（『
玉
台
新
詠
箋
注
』
四
〇
頁
、
巻
一
）。

（
19
）
原
文
を
挙
げ
る
。「
山
に
上
り
て
蘼
蕪
を
采
り
、
山
を
下
れ
ば
故
夫
に

逢
ふ
。
長
跪
し
て
故
夫
に
問
ふ
、
新
人
復
た
何
如
と
。
新
人　

好
し
と

言
ふ
と
雖
も
、
未
だ
故
人
の
姝
な
る
に
若
か
ず
。
顏
色
類お

ほ
むね
相
似
た
り
、

手
爪
は
相
如
か
ず
。
新
人
は
門
よ
り
入
り
、
故
人
は
閤
よ
り
去
る
。
新

人
は
縑
を
織
る
に
工
み
に
し
て
、
故
人
は
素
を
織
る
に
工
み
な
り
。
縑

を
織
れ
ば
日
に
一
匹
あ
り
、
素
を
織
れ
ば
五
丈
余
あ
り
。
縑
を
将も

ち
来

り
て
素
に
比
す
れ
ば
、
新
人
は
故
に
如
か
ず
」（『
玉
台
新
詠
箋
注
』
一

─
二
頁
、
巻
一
）。
石
川
氏
は
前
掲
『
玉
台
新
詠
』
五
〇
頁
で
、『
本
草

綱
目
』
に
拠
っ
て
「
蘼
蕪
」
が
不
妊
薬
で
あ
っ
た
と
し
、
こ
の
古
詩
の

主
人
公
が
離
縁
さ
れ
た
の
は
不
妊
の
た
め
で
あ
る
と
解
説
す
る
。
松
浦

崇
氏
は
、
こ
の
作
品
が
儒
教
的
な
「
四
德
」
を
兼
ね
備
え
た
婦
人
を
称

賛
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
（「
古
詩
『
上
山
采
蘼
蕪
』
考
」[

九
州
大

学
『
中
国
文
学
論
集
』
一
二
、
一
九
八
三]

）。

※
本
研
究
は
二
〇
一
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
Ｂ
・
一
五

Ｋ
一
六
七
二
三
）
の
援
助
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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