
朱
舞
尊
の
「
斎
中
読
書
十
二
首
」
（
其
十
一
）
に
つ
い
て

谷

口

匡

一、

 
 
 
 
 
 
し
ゆ
い
 
そ
ん

 
清
初
の
詩
人
朱
舞
尊
（
一
六
二
九
～
一
七
〇
九
）
の
作
詩
活
動
を
考
え
る
上
で
、
彼
が
康
煕
四
十
三
年
（
一
七
〇
六
）
、
七
十
六
歳
の

時
に
作
っ
た
「
斎
中
読
書
」
と
題
す
る
十
二
首
の
連
累
、
と
り
わ
け
「
詩
篇
難
小
技
」
と
い
う
一
句
で
始
ま
る
十
一
番
目
の
詩
（
以
下

「
其
十
一
」
と
略
記
す
る
）
は
甚
だ
重
要
な
作
品
で
あ
る
。

 
そ
こ
に
は
詩
は
い
か
に
作
ら
れ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
朱
自
身
の
考
え
が
ま
と
ま
っ
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
そ
れ
は

年
齢
的
に
い
っ
て
も
、
彼
が
一
生
か
か
っ
て
到
達
し
た
最
終
的
な
結
論
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
一
連
の
詩
は
「
斎
中
に
書
を
読
む
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
い
う
題
名
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
書
斎
で
の
読
書
に
お
け
る
気
ま
ま
な
感
想
を
書
き
つ
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、
「
其
十
一
」
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
主
張
は
そ
の
ま
ま
朱
の
詩
論
と
し
て
受
け
取
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

朱
舞
尊
の
「
斎
中
読
書
十
二
首
」
（
其
十
一
）
に
つ
い
て



 
本
稿
で
は
朱
舞
尊
の
「
斎
中
読
書
十
二
首
」
、
特
に
「
其
十
一
」
の
具
体
的
所
説
に
つ
い
て
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
当
時
に
あ
っ
て
こ
の
よ
う
な
詩
が
な
ぜ
作
ら
れ
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

 
 
 
 
二

他
の
十
一
首
を

二
、
「
其
十
＝
に
つ
い
て

「
其
十
一
」
は
、
五
言
で
計
二
十
六
句
か
ら
な
る
比
較
的
長
い
作
品
で
あ
り
、
は
じ
め
に
、
そ
の
大
体
の
内
容
を
五
つ
の
部
分
に
分
け
て

概
観
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

 
ま
ず
、
第
一
～
第
四
句
は
、
朱
の
詩
学
の
根
本
的
な
立
場
を
宣
言
す
る
部
分
で
、

 
 
詩
篇
錐
小
技
 
 
詩
篇
は
小
技
と
雛
も

 
 
其
源
本
経
史
 
 
其
の
源
は
経
史
に
本
つ
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
く
わ

 
 
必
也
万
巻
儲
 
 
必
ず
や
万
巻
の
儲
え
あ
り
て

 
 
始
足
供
駆
使
 
 
始
め
て
駆
使
に
供
す
る
に
足
る

と
い
う
よ
う
に
、
詩
は
経
学
と
史
学
の
学
問
を
根
底
に
持
つ
も
の
で
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
学
問
は
万
巻
の
蓄
積
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
自
在

に
用
い
ら
れ
て
一
つ
の
詩
と
な
る
こ
と
を
述
べ
る
。

 
第
二
に
、
第
五
～
第
十
句
は
、
詩
と
学
問
と
は
関
係
し
な
い
と
す
る
宋
の
厳
酷
の
説
を
批
判
す
る
部
分
で
、

 
 
別
材
非
関
学
 
 
別
材
あ
り
て
学
に
関
す
る
に
非
ず
と
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
と

 
 
厳
嬰
不
暁
事
 
 
厳
聖
は
事
を
暁
ら
ず

 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
え

 
 
顧
令
空
疎
人
 
 
顧
っ
て
空
疎
の
人
を
し
て



 
 
著
録
多
弟
子
 
 
著
録
 
弟
子
多
か
ら
し
む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
ら

 
 
開
口
数
楊
陸
 
 
口
を
開
け
ば
楊
陸
に
致
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
べ

 
 
唐
音
総
不
歯
 
 
唐
音
は
総
て
歯
せ
ず

と
い
い
、
厳
羽
の
説
が
も
と
と
な
っ
て
、
学
問
の
な
い
人
に
弟
子
が
大
勢
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
、

る
ば
か
り
で
、
唐
詩
を
軽
蔑
す
る
近
ご
ろ
の
状
況
が
生
ま
れ
た
、
と
す
る
。

 
第
三
に
、
第
十
一
～
第
十
六
句
は
、
宋
詩
に
対
す
る
日
頃
の
考
え
を
披
露
す
る
部
分
で
、

 
 
吾
観
趙
宋
来

 
 
諸
家
匪
一
体

 
 
東
都
導
其
源

 
 
南
渡
逸
其
軌

 
 
紛
紛
流
派
別

 
 
往
往
近
麓
鄙

と
述
べ
て
、

イ
ル
を
逸
脱
し
、

 
第
四
に
、

 
 
群
公
皆
賢
豪

 
 
豊
尽
昧
豚
旨

 
 
良
由
陳
言
衆

吾
れ
観
る
趙
宋
よ
り
こ
の
か
た

 
 
 
 
 
 
あ
ら

諸
家
は
一
体
に
匪
ず

東
都
 
其
の
源
を
導
き

南
渡
 
其
の
軌
を
逸
す

紛
紛
と
し
て
流
派
別
れ

 
 
 
 
 
そ
 
ひ

往
往
に
し
て
鹿
鄙
な
る
に
近
し

楊
万
里
や
陸
游
の
真
似
を
す

北
宋
に
諸
家
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
の
ス
タ
イ
ル
が
生
ま
れ
、
宋
詩
の
源
流
が
で
き
あ
が
っ
た
が
、
南
宋
に
入
る
と
そ
う
し
た
ス
タ

 
 
次
々
と
流
派
が
で
き
て
、
粗
野
で
俗
っ
ぽ
い
詩
風
に
堕
落
し
て
い
っ
た
、
と
の
認
識
を
示
す
。

第
十
七
～
第
二
十
句
は
、
宋
詩
人
を
弁
護
す
る
部
分
で
、

 
 
 
 
群
公
皆
な
賢
豪
に
し
て

 
 
 
 
 
 
 
 
そ
 
 
 
 
 
 
 
 
く
ら

 
 
 
 
豊
に
尽
く
豚
の
旨
に
昧
か
ら
ん
や

 
 
 
 
ま
こ
と
 
 
 
 
 
 
 
お
お

 
 
 
 
良
に
陳
言
衆
き
に
由
っ
て

朱
舞
尊
の
「
斎
中
読
書
十
二
首
」
（
其
十
一
）
に
つ
い
て

三



四

 
 
躇
襲
乃
深
恥
 
 
躇
襲
は
乃
ち
深
く
恥
ず

と
歌
い
、
賢
明
な
宋
詩
人
た
ち
は
、
詩
の
原
理
を
よ
く
理
解
し
て
お
り
、
古
臭
い
表
現
の
氾
濫
に
閉
口
し
、
形
式
的
な
模
倣
を
恥
と
し
て

い
た
の
だ
と
説
く
。

 
最
後
に
、
第
二
十
一
～
第
二
十
六
句
は
、
同
時
代
の
詩
人
た
ち
が
形
式
的
な
模
倣
に
明
け
暮
れ
る
こ
と
に
対
し
て
反
省
を
求
め
る
部
分

で
、 

 
 
 
 
そ
の
よ
う
な
作
詩
の
方
法
は
、

分
の
述
べ
て
き
た
こ
と
に
耳
を
傾
け
て
、

 
 
云
何
今
也
愚

 
 
惟
践
形
 
似

 
 
讐
諸
＋
力
庶
甘

 
 
舎
漿
畷
渣
津

 
 
斯
言
勿
用
笑

 
 
庶
無
乖
義
始

と
結
ん
で
、

こ
こ云

に
何
ぞ
今
や
愚
か
に
し
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ

惟
だ
形
 
の
似
た
る
を
践
ま
ん

こ
れ
 
 
ろ
く
し
よ

諸
を
劣
庶
の
甘
き
に
壁
口
う
れ
ば

し
る
 
 
す
 
 
 
 
 
さ
 
し
 
 
 
く
ら

漿
を
舎
て
て
渣
津
を
轍
う
が
ご
と
し

 
 
 
も

斯
の
言
用
っ
て
笑
う
勿
か
れ

ね
が
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
と

庶
わ
く
は
義
始
に
乖
る
こ
と
無
か
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
砂
糖
き
び
に
喩
え
れ
ば
甘
い
汁
を
捨
て
て
か
す
だ
け
食
べ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、

 
 
 
 
 
 
 
『
詩
経
』
以
来
の
詩
の
そ
も
そ
も
の
原
理
に
立
ち
返
る
よ
う
促
し
て
い
る
。

自

三
、
「
其
十
＝
に
対
す
る
批
評
に
つ
い
て

「
斎
中
読
書
十
二
首
」
は
、
朱
半
田
の
詩
の
中
で
も
比
較
的
注
目
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、
「
朱
の
全
集
中
の
第
一
で
、
清
朝
三
百

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
 

年
の
詩
の
第
一
で
も
あ
る
」
と
い
う
批
評
は
大
袈
裟
で
あ
る
に
し
て
も
、
「
平
生
の
学
問
に
つ
い
て
の
根
本
理
念
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
」



作
品
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

 
十
二
首
の
う
ち
、
最
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
や
は
り
「
二
十
＝
で
あ
る
。
こ
の
詩
に
つ
い
て
の
批
評
を
見
れ
ば
、
厳
羽
の
説
を

批
判
し
た
作
品
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
諸
家
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
厳
羽
の
説
と
は
、
『
槍
浪
詩
話
』
詩
弁
篇
に
見
え
る
「
著
れ
詩
に

は
部
材
有
り
、
書
に
関
す
る
に
非
ざ
る
也
。
詩
に
は
別
建
有
り
、
理
に
関
す
る
に
非
ざ
る
也
」
と
い
う
、
作
詩
に
あ
た
っ
て
は
、
「
結
盟
」
、

す
な
わ
ち
詩
人
と
し
て
の
特
別
な
才
能
や
「
別
趣
」
、
す
な
わ
ち
特
殊
な
味
わ
い
を
重
視
し
、
「
書
」
、
す
な
わ
ち
学
問
や
「
理
」
、
す
な
わ

ち
真
理
に
は
関
係
し
な
い
と
す
る
、
は
な
は
だ
有
名
な
詩
論
で
あ
る
が
、
朱
の
こ
の
詩
で
は
こ
れ
に
反
対
し
、
学
問
の
大
切
さ
を
説
い
た

と
さ
れ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
こ
う
し
た
観
点
で
の
発
言
と
し
て
最
も
早
い
の
は
、
管
見
で
は
銭
大
所
（
一
七
二
八
～
一
八
〇
四
）
の
「
葦
北
集
の
序
」
で
、
そ
こ
で

は
厳
羽
の
説
と
朱
の
「
其
十
一
」
を
引
用
し
た
上
で
、
次
の
如
く
言
う
。

 
 
二
家
の
論
は
か
み
合
っ
て
い
な
い
に
等
し
く
、
思
う
に
ど
ち
ら
も
一
つ
の
点
の
重
要
さ
の
み
を
意
識
し
、
二
つ
の
点
を
同
時
に
重
視

 
 
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
厳
羽
は
詩
を
禅
に
喩
え
、
詩
の
流
派
に
こ
だ
わ
っ
て
、
そ
の
異
同
を
比
較
し
、
詩
人
の
系
統
に
よ
る
区
別

 
 
が
、
実
は
こ
こ
か
ら
お
こ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
の
い
う
「
特
別
な
才
能
」
「
特
殊
な
味
わ
い
」
を
究
め
る
者
は
、
た
だ
壁
を
眺
め
て

 
 
ば
か
り
で
書
物
を
読
ま
な
い
か
ら
、
も
と
よ
り
本
物
の
感
性
が
旦
ハ
わ
る
わ
け
で
も
な
く
、
し
だ
い
に
空
疎
で
学
問
を
し
ょ
う
と
し
な

 
 
い
悪
習
に
染
ま
っ
て
い
っ
た
。
個
々
の
詩
を
見
れ
ば
、
時
に
あ
や
の
あ
る
美
し
さ
が
存
し
な
い
で
は
な
い
が
、
全
集
を
重
く
に
及
ん

 
 
で
、
す
ぐ
尽
き
て
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
朱
舞
働
が
詩
は
必
ず
経
史
の
学
問
に
基
づ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
杜
甫
が
コ

 
 
万
巻
の
書
物
を
読
み
、
筆
を
取
れ
ば
不
思
議
な
趣
き
が
現
れ
る
」
（
「
奉
贈
童
左
丞
丈
二
十
二
韻
」
）
と
い
う
の
と
実
に
合
致
し
て
い

 
 
る
が
、
生
来
の
才
能
や
す
ぐ
れ
た
情
趣
に
乏
し
い
ま
ま
に
学
問
を
駆
使
す
れ
ば
、
表
現
は
華
や
か
で
も
趣
き
が
と
も
な
わ
ず
、
ど
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 
 
 
 
 
 
 

 
 
し
て
そ
れ
で
、
参
考
書
を
並
べ
て
い
る
、
古
人
の
名
前
ば
か
り
出
て
く
る
、
ひ
ぜ
ん
が
で
き
た
酪
駝
の
よ
う
だ
（
1
1
美
し
く
な
い
喩

朱
舞
尊
の
「
斎
中
読
書
十
二
首
」
（
其
十
一
）
に
つ
い
て

五



一X

 
 
え
）
、
学
識
を
ひ
け
ら
か
し
て
い
る
、
と
い
っ
た
汚
名
を
雪
ぐ
こ
と
が
で
き
よ
う
。

 
 
（
二
家
之
論
、
磁
器
柄
墾
不
相
入
、
予
謂
皆
知
其
一
而
未
知
其
二
者
也
。
槍
浪
比
詩
参
禅
、
沽
沽
於
流
派
、
較
其
異
同
、
詩
家
門
戸

 
 
之
別
、
実
啓
土
牢
。
究
其
所
鷲
別
材
別
趣
者
、
只
是
依
摘
傍
壁
、
初
非
真
性
情
所
寓
、
而
転
語
於
空
疎
不
学
之
習
。
一
篇
一
聯
、
時

 
 
復
瑞
歯
、
及
取
其
全
集
古
着
、
則
索
然
尽
 
。
秀
水
謂
詩
必
原
本
経
史
、
固
霊
堂
子
美
読
書
万
巻
、
墨
筆
有
神
之
旨
、
然
使
無
真
材

 
 
逸
趣
以
駆
使
之
、
則
藻
采
六
繁
、
臭
味
不
属
、
又
何
以
解
宏
量
点
鬼
病
賂
駝
密
書
袋
之
請
乎
。
）

 
こ
こ
で
は
厳
羽
の
説
も
朱
の
説
も
い
ず
れ
も
不
完
全
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

 
こ
れ
に
対
し
て
、
林
昌
舞
（
一
八
〇
三
～
七
六
）
は
、
受
認
の
説
に
つ
い
て
、
詩
作
の
上
で
「
別
材
」
「
旨
趣
」
の
必
要
を
主
張
す
る

の
は
正
し
い
が
、
「
学
」
や
「
理
」
は
関
係
な
い
と
す
る
の
は
誤
っ
て
い
る
と
し
、
そ
の
立
場
か
ら
、
朱
の
「
三
十
＝
は
詩
を
作
る
者

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
 

の
あ
り
方
を
よ
く
心
得
て
い
て
、
見
識
あ
る
言
だ
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
楊
鍾
義
（
一
八
六
五
～
一
九
四
〇
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
厳

羽
の
説
は
「
…
…
し
か
し
な
が
ら
多
く
書
物
を
読
み
、
多
く
真
理
を
究
め
る
こ
と
な
し
に
は
、
最
高
の
境
地
に
は
到
達
で
き
な
い
」
（
然

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

非
違
読
書
、
多
窮
理
、
則
不
能
極
其
至
）
と
も
言
っ
て
お
り
、
決
し
て
一
概
に
学
問
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

朱
の
論
は
、
厳
羽
の
説
の
あ
る
一
面
だ
け
を
取
り
出
し
て
批
判
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
見
な
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

 
そ
れ
で
は
朱
は
実
記
の
説
の
一
方
を
見
落
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
そ
れ
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
彼
は
あ

く
ま
で
も
言
書
が
学
問
を
全
く
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
知
り
つ
つ
も
、
や
は
り
「
別
言
」
の
論
を
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
は
、
詩
は
特
別
な
才
能
に
よ
る
の
か
、
学
問
に
よ
る
の
か
、
と
い
う
創
作
の
根
本
に
関
わ
る
問
い
に
対
し
、

朱
舞
尊
は
な
ぜ
学
問
と
い
う
答
え
を
出
し
て
い
る
の
か
。

 
私
は
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
、
も
う
一
度
こ
の
「
其
十
＝
の
詩
を
読
み
直
し
て
み
た
い
と
思
う
。
今
、
そ
の
た
め
の
一
つ
の
作

業
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
詩
全
体
の
解
釈
に
関
わ
る
問
題
点
の
み
を
拾
い
出
す
な
ら
ば
、
第
七
句
の
「
空
疎
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
ヶ



な
事
態
を
指
す
か
、
第
十
四
句
の
「
逸
其
軌
」
と
は
何
を
意
味
す
る
か
、
第
十
七
句
の
「
群
公
」
は
ど
の
よ
う
な
範
囲
の
人
を
指
す
か
、

と
い
っ
た
諸
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
問
題
を
明
ら
か
に
し
て
は
じ
め
て
、
こ
の
詩
の
詩
論
と
し
て
の
意
味
も
は
っ
き
り
と
し
て
く

る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
順
次
論
じ
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

●

四
、
「
空
疎
」
に
つ
い
て

「
空
疎
」
の
語
は
、
厳
羽
の
説
を
批
判
す
る
第
二
の
部
分
の
中
に
現
れ
る
。

 
厳
羽
は
、
そ
も
そ
も
詩
に
は
特
別
な
才
能
が
必
要
で
そ
れ
は
書
物
に
関
係
し
た
こ
と
で
は
な
い
と
述
べ
て
、
「
詩
」
と
「
書
」
（
1
1
学
問
）

の
関
係
を
分
離
さ
せ
て
考
え
た
が
、
こ
の
よ
う
に
い
う
彼
は
事
の
本
質
が
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
、
「
母
材
あ
り
て
学
に
関

す
る
に
非
ず
と
は
、
厳
嬰
は
事
を
暁
ら
ず
」
と
い
う
第
五
、
六
句
で
あ
る
。
「
空
疎
」
の
語
そ
の
も
の
の
意
味
は
、
端
的
に
い
え
ば
学
問

が
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
第
七
、
八
介
の
「
顧
っ
て
空
疎
の
人
を
し
て
、
著
録
、
弟
子
多
か
ら
し
む
」
は
、
厳
羽
の
説
が
学
問
の
な
い
人

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

に
多
く
の
弟
子
を
持
た
せ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
現
実
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
 

 
さ
て
、
こ
の
詩
の
翌
年
、
康
煕
四
十
四
年
（
一
七
〇
五
）
に
書
か
れ
た
「
棟
亭
の
詩
の
序
」
（
『
曝
書
亭
集
』
巻
三
十
九
）
に
お
い
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
今
の
詩
人
が
空
疎
浅
薄
な
の
は
、
み
な
厳
羽
の
『
詩
に
は
特
別
な
才
能
が
必
要
で
、
学
問
に
は
関
係
し
な
い
』
と
い
う
言
葉
が
そ
の
も

と
を
開
い
た
の
で
あ
る
」
（
今
之
詩
家
、
空
疎
浅
薄
、
皆
由
厳
儀
卿
詩
有
別
才
匪
学
一
語
啓
之
）
と
朱
は
述
べ
、
「
其
十
一
」
と
ほ
ぼ
同
じ

主
張
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
は
彼
は
同
時
代
の
詩
人
に
対
し
て
「
空
疎
」
の
語
を
用
い
る
。

 
一
般
に
朱
が
同
時
代
の
詩
人
に
言
及
し
て
「
今
の
詩
人
」
「
近
ご
ろ
詩
に
つ
い
て
論
ず
る
人
た
ち
」
な
ど
と
言
う
時
、
そ
れ
は
、
唐
詩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
 

を
嫌
っ
て
宋
詩
を
第
一
と
す
る
一
派
を
指
す
こ
と
が
多
い
。
彼
は
当
時
の
宋
詩
流
行
の
風
潮
に
反
発
し
た
が
、
そ
れ
は
宋
詩
を
支
持
す
る

朱
舞
尊
の
「
斎
中
読
書
十
二
首
」
（
其
十
一
）
に
つ
い
て

七



一
派
が
狭
い
範
囲
に
モ
デ
ル
を
限
定
し
、
言
葉
の
上
だ
け
の
形
式
的
な
模
倣
に
終
始
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
「
空
疎
」
つ
ま
り
、
学
問
を

根
底
と
し
て
お
ら
ず
空
っ
ぽ
だ
と
い
う
の
は
、
彼
の
場
合
、
そ
う
し
た
状
態
を
批
判
し
た
言
葉
で
あ
る
。

 
ま
た
、
制
作
年
代
は
不
明
な
が
ら
、
「
胡
永
年
の
詩
の
序
」
（
『
曝
書
亭
集
』
巻
三
十
九
）
の
中
で
も
「
空
疎
」
の
語
は
使
わ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
「
明
の
万
暦
年
間
以
来
、
公
安
の
衰
公
道
兄
弟
は
嘉
靖
年
間
の
七
詩
人
の
弊
害
を
正
し
、
白
居
易
・
蘇
戟
、
下
っ
て
は
楊
万

里
・
陸
游
を
尊
重
し
た
が
、
そ
の
表
現
と
感
情
は
、
ひ
ど
く
害
を
も
た
ら
す
に
は
及
ん
で
い
な
い
。
寛
陵
の
広
台
・
謂
元
春
は
、
こ
の
主

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

張
の
上
に
立
っ
て
更
に
そ
れ
を
徹
底
し
、
も
っ
ぱ
ら
空
疎
浅
薄
を
よ
し
と
す
る
立
場
か
ら
奇
怪
を
好
み
、
初
学
者
に
便
を
図
り
、
そ
の
結

果
、
筆
を
執
る
者
は
必
ず
し
も
書
物
を
読
み
、
字
を
知
ろ
う
と
し
な
く
な
っ
た
。
こ
の
害
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
」
（
自
明
万
暦

以
来
、
公
安
衰
無
学
兄
弟
、
且
又
靖
七
子
之
弊
、
意
主
香
山
眉
山
、
降
雨
良
主
、
其
辞
与
志
、
農
大
有
害
也
。
盃
盤
鍾
氏
謂
氏
、
従
而
甚

之
、
専
以
空
疎
浅
薄
、
自
暴
是
尚
、
尊
皇
新
学
小
生
、
雲
粒
瓠
者
、
不
必
読
書
識
字
、
無
害
有
不
可
言
者
已
）
と
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
は

明
末
の
鍾
怪
・
謳
元
春
ら
い
わ
ゆ
る
寛
陵
派
の
詩
人
の
立
場
を
「
空
疎
」
と
言
っ
て
い
る
。

 
そ
し
て
、
朱
の
晩
年
期
の
作
と
思
わ
れ
る
「
憂
心
詩
集
の
序
」
（
『
曝
書
蜜
蜂
』
巻
三
十
六
）
を
見
れ
ば
、
二
十
代
の
頃
を
回
想
し
て
、

「
当
代
の
詩
人
た
ち
が
、
立
見
陵
の
鍾
氏
・
讃
氏
の
学
説
を
祖
述
し
で
い
る
の
を
見
て
、
内
心
こ
れ
を
憎
み
、
た
だ
亡
国
の
音
に
す
ぎ
な
い

と
思
っ
た
」
（
見
当
代
詩
家
、
伝
習
芸
園
鍾
氏
讃
氏
官
学
、
心
窃
兼
題
、
以
為
直
亡
国
之
音
爾
）
と
、
当
時
寛
政
派
の
影
響
を
受
け
た
人

た
ち
が
い
た
こ
と
を
述
べ
る
が
、
さ
ら
に
『
静
志
居
詩
話
』
巻
十
八
の
徐
渤
の
条
で
、
「
厳
寒
は
詩
を
論
じ
て
、
『
詩
は
特
別
な
才
能
に
よ
っ

て
作
ら
れ
る
も
の
で
、
学
問
と
は
無
関
係
で
あ
る
』
と
言
っ
た
。
そ
の
発
言
は
真
理
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
学
問
を
せ
ず
に
壁
を
眺
め
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ば
か
り
い
た
ら
、
詩
を
作
れ
る
は
ず
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
公
安
・
寛
陵
派
の
主
張
が
世
に
行
わ
れ
て
か
ら
、
空
疎
な
人
た
ち
は
そ
れ
を
根

拠
に
不
勉
強
の
言
い
訳
を
し
た
が
、
も
し
か
れ
ら
の
主
張
の
通
り
で
あ
る
と
し
た
ら
、
杜
甫
は
何
も
『
一
万
巻
の
書
物
を
読
破
』
す
る
必

要
は
な
か
っ
た
」
（
厳
儀
藩
論
詩
、
謂
詩
有
別
才
、
非
関
学
也
。
其
言
似
是
而
実
非
、
不
学
摘
面
、
焉
能
作
詩
。
自
公
悪
童
陵
派
行
、
空



疎
者
得
率
籍
口
、
果
爾
、
舞
働
難
壁
苦
読
書
破
万
巻
乎
）
と
言
う
の
か
ら
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
寛
陵
派
の
影
響
を
受
け
た
人
々
も
「
空
疎
」

で
あ
る
と
さ
れ
る
。

 
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
「
棟
亭
の
詩
の
序
」
で
、
厳
羽
の
せ
い
で
「
空
疎
」
に
な
っ
た
と
い
う
今
の
詩
人
は
、
同
時
に
公
安
・
寛

陵
派
の
影
響
を
受
け
た
人
々
で
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
「
胡
永
叔
の
詩
の
序
」
以
下
の
資
料
を
見
る
時
、
む
し
ろ
厳

羽
よ
り
も
寛
陵
派
の
影
響
を
朱
は
深
刻
に
考
え
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 
寛
陵
派
に
対
す
る
朱
の
嫌
悪
感
は
甚
だ
し
い
も
の
が
あ
っ
て
、
先
に
引
用
し
た
「
存
難
詩
集
の
序
」
で
「
亡
国
の
音
」
と
坐
る
の
な
ど

は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ
の
「
亡
国
の
音
」
と
い
う
の
は
『
礼
記
』
楽
記
篇
に
基
づ
く
語
で
、
そ
こ
で
は
音
楽
を
上
か
ら
「
治
世
」
「
乱

世
」
「
亡
国
」
の
三
段
階
に
分
け
、
人
民
の
苦
し
み
を
反
映
し
た
も
の
悲
し
い
音
楽
を
「
亡
国
の
音
」
と
す
る
。
こ
れ
を
寛
陵
派
の
詩
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ゅ
こ
く
そ

喩
え
る
の
に
用
い
た
の
は
実
は
朱
の
曾
祖
父
朱
国
酢
で
あ
っ
て
、
『
静
志
居
詩
話
』
巻
十
五
の
島
国
詐
の
条
に
、
「
樹
陰
派
の
詩
が
世
に
出

た
ば
か
り
の
時
、
公
（
1
1
朱
国
詐
）
は
こ
れ
を
見
て
驚
き
、
『
こ
の
よ
う
な
亡
国
の
音
が
あ
っ
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
見
る
に
忍

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

び
な
い
』
と
言
っ
た
」
（
景
陵
詩
派
初
釜
、
公
選
之
、
曇
日
、
安
得
鐙
革
国
之
音
、
吾
不
尊
見
之
也
）
と
あ
る
。
朱
舞
尊
が
同
様
に
立
兄
陵

派
を
評
す
る
の
は
、
曾
祖
父
の
見
解
を
継
い
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
朱
が
こ
の
よ
う
に
寛
陵
派
を
激
し
く
批
判
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
流
行
に
危
機
感
を
抱
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
画
革
と
謂

元
春
が
共
同
で
編
ん
だ
『
古
詩
帰
』
十
五
巻
、
『
唐
詩
帰
』
三
十
六
巻
は
彼
ら
貴
書
派
の
理
論
を
具
体
的
な
詩
の
選
集
の
形
で
示
し
た
も

の
で
、
当
時
家
ご
と
に
一
篇
を
備
え
た
と
い
う
ほ
ど
流
布
し
た
が
、
朱
も
「
『
加
硫
』
が
出
版
さ
れ
る
と
、
暫
く
の
間
紙
価
が
は
ね
上
が
っ

た
。
…
…
誰
も
が
彼
ら
の
一
言
を
押
し
頂
い
て
標
準
と
し
、
こ
の
二
人
遅
悪
趣
味
は
救
い
よ
う
の
な
い
も
の
と
な
り
、
当
時
そ
の
声
名
は

大
い
に
上
が
っ
て
、
彼
ら
の
毒
が
天
下
全
体
に
回
り
、
詩
は
亡
ん
で
国
も
運
命
を
同
じ
く
し
た
」
（
詩
帰
出
、
而
一
時
紙
貴
、
…
…
無
不

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね
 

奉
一
言
為
準
的
、
入
二
竪
於
膏
盲
、
型
名
一
時
、
直
証
天
下
、
詩
亡
而
国
亦
随
之
 
）
と
、
そ
の
目
に
余
る
流
行
ぶ
り
を
記
し
て
い
る
。

朱
郵
尊
の
「
斎
中
読
書
十
二
首
」
（
其
十
一
）
に
つ
い
て

九



o

 
以
上
の
こ
と
を
総
合
す
れ
ば
、
朱
が
「
其
十
＝
に
お
い
て
、
「
顧
っ
て
空
疎
の
人
を
し
て
、
著
録
、
弟
子
多
か
ら
し
む
」
と
い
う
時

の
「
空
疎
の
人
」
と
は
主
に
談
議
派
の
人
々
を
指
し
、
彼
ら
の
主
張
が
天
下
に
広
く
流
行
し
、
悪
弊
を
及
ぼ
し
た
、
と
い
う
こ
と
が
こ
の

二
句
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

 
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
も
う
一
つ
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
次
の
二
言
「
口
を
開
け
ば
楊
・
陸
に
数
い
、
唐

音
は
総
て
歯
せ
ず
」
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
楊
万
里
・
陸
游
の
模
倣
を
絶
え
ず
主
張
し
続
け
、
唐
詩
を
軽
視
す
る
と
い
う
の
は
、

朱
と
同
時
代
の
詩
人
た
ち
が
多
く
そ
う
し
た
立
場
に
立
っ
て
い
た
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
ど
の
よ
う
に
し
て
起

こ
っ
た
と
彼
は
認
識
し
て
い
た
か
。

『
静
志
居
詩
話
』
巻
二
十
一
、
曹
学
歴
の
条
に
見
え
る
彼
の
説
に
よ
れ
ば
、
明
代
の
詩
は
寛
陵
派
に
至
る
ま
で
に
八
度
の
変
化
を
と
げ

る
。
す
な
わ
ち
ま
だ
元
末
の
習
気
を
残
し
て
い
る
洪
武
・
永
楽
年
間
の
諸
家
の
詩
を
、
ま
ず
宣
徳
の
十
子
が
「
晩
唐
」
風
に
変
え
る
（
一

変
）
。
そ
れ
は
成
化
年
間
の
諸
公
に
よ
っ
て
「
宋
」
に
な
り
（
再
変
）
、
弘
治
・
正
徳
年
間
に
「
盛
唐
」
に
な
り
（
三
変
）
、
垂
心
の
八
才

子
に
よ
っ
て
「
初
唐
」
に
な
り
（
四
変
）
、
皇
甫
兄
弟
に
よ
っ
て
「
中
唐
」
に
な
り
（
五
変
）
、
か
く
て
「
古
文
辞
派
」
の
七
子
に
至
る

（
六
変
）
。
そ
し
て
「
（
七
子
の
時
代
が
）
長
く
続
い
た
の
ち
に
公
安
派
が
”
七
変
”
さ
せ
て
楊
万
里
・
陸
軍
の
流
れ
と
し
た
が
、
そ
の
志

向
す
る
と
こ
ろ
は
低
級
で
あ
り
、
寛
陵
派
が
“
八
変
”
さ
せ
、
痩
せ
衰
え
て
ぼ
ん
や
り
し
た
も
の
に
す
る
と
、
風
雅
は
す
っ
か
り
す
た
れ

て
し
ま
っ
た
」
（
久
之
公
安
七
変
而
為
楊
陸
、
所
書
卑
下
、
寛
陵
八
変
替
枯
槁
幽
冥
、
風
雅
婦
地
 
）
と
い
う
の
が
朱
の
認
識
で
あ
る
。

文
学
史
的
に
は
、
反
古
文
辞
の
立
場
か
ら
公
安
派
が
現
わ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
批
判
し
つ
つ
、
い
っ
そ
う
反
古
文
辞
の
色
彩
を
強
め
て
ゆ

く
の
が
立
見
陵
派
だ
と
さ
れ
る
が
、
朱
の
論
も
そ
れ
に
沿
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
、
公
安
派
の
生
み
出
し
た
も
の
を
楊
万
里
・
陸
游

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め
 

式
の
詩
と
す
る
の
は
、
白
居
易
・
蘇
戟
を
重
ん
じ
た
と
す
る
文
学
史
の
通
説
と
は
異
な
る
。

 
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
「
胡
永
叔
の
詩
の
序
」
で
は
公
安
派
に
つ
い
て
、
「
立
居
易
・
蘇
転
、
下
っ
て
は
楊
万
里
・
陸
曹
を
尊
重
し
た
」



と
述
べ
て
い
た
が
、
一
方
で
、
『
静
志
居
詩
話
』
巻
十
六
の
衷
宗
道
の
条
を
見
れ
ば
、
「
衰
宗
道
が
出
て
、
白
居
易
・
蘇
較
の
作
詩
法
に
習

熟
し
、
は
じ
め
て
白
・
蘇
の
字
を
そ
の
書
斎
の
名
に
冠
し
て
、
公
安
派
の
源
流
を
開
い
た
あ
と
、
衰
宏
道
・
蓑
中
道
が
こ
れ
を
継
承
し
て
、

い
よ
い
よ
時
流
に
乗
り
、
そ
の
結
果
公
安
派
は
勢
力
を
も
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
白
居
易
・
蘇
転
が
そ
れ
ぞ
れ
気
品
を
具
え
て
い
た
に
も
拘

ら
ず
、
衰
頽
の
趨
勢
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
く
、
そ
の
高
潔
さ
を
棄
て
て
、
も
っ
ぱ
ら
鄙
狸
を
尊
ん
だ
。
鍾
慢
・
護
元
春
は
こ
れ
を
「
歩

す
す
め
て
更
に
変
化
さ
せ
、
邪
悪
で
や
か
ま
し
い
音
に
し
、
風
雅
は
消
え
て
い
っ
た
」
（
自
衰
伯
煮
出
、
服
習
香
山
眉
山
之
結
撰
、
首
以

白
蘇
名
斎
、
既
笹
垣
源
、
中
郎
小
修
継
之
、
益
揚
其
波
、
由
是
公
安
流
派
盛
行
。
然
白
蘇
各
有
神
采
、
顧
乃
頽
瞠
目
放
、
舎
其
高
潔
、
専

掌
鄙
僅
。
鍾
謂
従
軍
再
変
、
字
音
躾
舌
、
風
雅
蕩
然
）
と
あ
っ
て
、
公
安
派
に
お
い
て
は
彼
ら
が
規
範
と
仰
い
だ
白
詩
・
蘇
詩
の
よ
さ
が

次
第
に
失
わ
れ
て
い
っ
た
、
と
朱
が
見
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
か
わ
り
に
彼
ら
が
も
っ
ぱ
ら
「
鄙
僅
」
を
尊
ん
だ
と
あ
る
が
、
こ

の
「
鄙
僅
」
と
い
う
語
は
「
高
潔
」
の
逆
で
、
い
わ
ば
一
般
受
け
す
る
通
俗
的
な
詩
の
一
面
を
を
指
す
こ
と
ば
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
語
は
彼
の
別
の
文
で
は
た
と
え
ば
、
「
楊
万
里
や
鄭
清
之
の
】
派
は
、
鄙
僅
を
美
と
し
、
…
…
」
（
若
楊
廷
秀
聖
徳
源
之
流
、
鄙
僅
以
為

 
 
 
 
に
 

文
、
…
…
）
と
い
う
よ
う
に
現
わ
れ
、
ま
た
上
下
転
倒
し
た
「
浬
鄙
」
と
い
う
語
で
は
、
宋
詩
に
学
ぶ
同
時
代
の
詩
人
を
批
判
し
て
、

「
次
元
が
低
く
な
る
と
、
楊
万
里
の
ス
タ
イ
ル
ま
で
が
模
倣
の
対
象
に
な
っ
て
お
り
、
大
声
で
わ
め
き
た
て
る
の
を
素
晴
ら
し
い
こ
と
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 

思
い
、
僅
鄙
で
あ
る
こ
と
を
正
当
で
あ
る
か
に
考
え
て
い
る
」
（
下
上
数
及
楊
廷
秀
之
体
、
叫
器
量
為
奇
、
哩
鄙
以
為
正
）
と
あ
っ
て
、

要
す
る
に
、
よ
り
具
体
的
に
は
少
な
く
と
も
楊
万
里
の
詩
の
通
俗
的
な
一
面
を
指
す
こ
と
ば
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
さ
き
に
公
安
派
が

白
詩
・
蘇
詩
の
高
潔
さ
を
棄
て
、
「
も
っ
ぱ
ら
管
鑓
を
尊
ん
だ
」
と
い
う
の
は
、
次
第
に
嬉
游
・
楊
万
里
流
の
通
俗
的
な
詩
風
に
陥
っ
た

と
い
う
こ
と
と
同
じ
で
あ
り
、
こ
れ
が
さ
ら
に
童
陵
派
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

 
彼
の
「
剣
南
集
の
後
に
書
す
」
（
『
曝
書
馬
面
』
巻
五
十
二
）
と
い
う
践
で
は
、
「
私
は
か
つ
て
陸
図
の
詩
語
が
は
な
は
だ
陳
腐
で
、
黄

庭
堅
の
詩
語
が
は
な
は
だ
生
硬
で
あ
る
の
を
不
満
に
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
生
硬
は
薫
徳
望
に
ひ
き
つ
が
れ
、
陳
腐
は
楊
万
里
が
継
承
し

朱
舞
尊
の
「
斎
中
読
書
十
二
首
」
（
其
十
｝
）
に
つ
い
て

＝



三

た
。
薫
の
詩
は
伝
わ
ら
ず
楊
の
詩
は
伝
わ
っ
た
が
、
こ
れ
を
真
似
す
る
人
は
い
わ
ば
海
辺
で
悪
臭
を
追
い
か
け
る
（
1
1
嗜
好
が
偏
っ
て
い

る
）
男
の
よ
う
な
も
の
だ
」
（
予
嘗
嫌
務
観
大
男
、
魯
直
太
生
。
生
者
流
為
瀟
東
夫
、
尋
者
降
為
楊
早
事
。
薫
不
伝
而
楊
伝
、
数
之
者
何

青
海
畔
逐
臭
之
夫
邪
）
と
述
べ
る
が
、
「
楊
の
詩
は
伝
わ
っ
た
」
と
あ
る
の
が
、
陸
游
・
楊
万
里
の
詩
の
も
つ
俗
っ
ぽ
さ
・
陳
腐
さ
の
面

が
公
安
・
寛
陵
派
を
経
て
伝
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
「
口
を
開
け
ば
青
苗
に
敷
い
、
唐
音
は
総
て
歯
せ
ず
」
と
い
う
「
其
事
＝
の
二
句
は
、
朱
と
同
時
代

の
詩
人
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、
実
は
公
安
・
寛
陵
派
の
影
響
を
深
く
意
識
し
た
言
葉
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

し
、
鳶
頭
派
の
説
の
流
行
か
ら
、
朱
の
こ
の
詩
が
書
か
れ
た
康
煕
四
十
三
年
ま
で
は
、
あ
る
時
間
の
隔
た
り
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
「
丁

武
芸
の
詩
集
の
序
」
（
『
曝
書
亭
集
』
巻
三
十
七
）
に
、
「
こ
こ
一
二
十
年
ほ
ど
、
詩
を
論
ず
る
人
た
ち
は
、
寛
陵
派
の
邪
説
を
憎
む
べ
き
も

の
で
あ
る
と
悟
り
、
か
え
っ
て
高
空
の
説
に
基
準
を
求
め
た
。
こ
の
ご
ろ
は
ま
た
唐
詩
人
の
杓
子
定
規
な
形
式
を
嫌
い
、
争
っ
て
宋
を
手

本
と
し
て
い
る
」
（
三
十
年
来
、
海
内
諺
詩
吟
、
知
嫉
古
陵
邪
説
、
顧
冊
取
法
干
廷
礼
。
比
復
調
唐
人
之
規
幅
、
争
以
宋
彫
師
）
と
言
う

よ
う
に
、
当
時
の
宋
詩
流
行
に
至
る
ま
で
に
は
、
な
お
何
度
か
の
曲
折
を
経
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

五
、
「
逸
其
軌
」
に
つ
い
て

次
に
、
第
十
四
句
の
「
逸
其
軌
」
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

 
こ
れ
は
宋
詩
に
対
す
る
平
生
の
考
え
を
述
べ
た
第
三
の
部
分
の
中
に
あ
る
。

第
十
三
句
に
「
東
都
、
其
の
源
を
導
く
」
と
い
う
の
は
、
前
の
第
十
一
、
十
二
句
に
「
吾
れ
観
る
趙
宋
よ
り
こ
の
か
た
、
諸
家
は
一
体

に
匪
ず
」
と
あ
る
の
を
受
け
て
、
北
宋
時
代
に
唐
詩
と
異
な
る
糊
代
独
自
の
、
諸
家
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
の
ス
タ
イ
ル
の
源
流
が
で
き
あ
が
っ



た
こ
と
を
い
う
。

 
問
題
は
次
の
一
句
「
南
渡
逸
其
軌
」
の
解
釈
で
あ
る
。
以
前
、
私
は
こ
こ
の
「
逸
」
の
字
は
、
立
派
に
す
る
と
い
う
意
味
の
動
詞
で
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ド
 

る
と
考
え
、
一
句
を
北
宋
期
に
出
来
上
が
っ
た
諸
家
の
ス
タ
イ
ル
が
南
宋
期
に
さ
ら
に
発
展
し
て
い
っ
た
意
に
解
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ

は
、
楊
謙
の
『
曝
書
亭
集
詩
註
』
（
巻
二
十
）
に
従
え
ば
、
別
の
解
釈
が
と
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

 
す
な
わ
ち
、
楊
謙
の
注
は
第
十
三
、
十
四
句
に
対
し
て
、
厳
羽
の
『
槍
浪
詩
話
』
詩
弁
篇
よ
り
次
の
部
分
を
引
く
。

 
 
国
初
（
1
1
世
代
初
期
）
の
詩
は
、
な
お
唐
人
の
詩
の
形
式
を
踏
襲
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
王
萬
僻
は
白
居
易
に
学
び
、
楊
億
・
劉

 
 
箔
は
李
商
隠
に
学
び
、
盛
儀
は
卑
蓋
物
に
学
び
、
欧
陽
修
は
韓
愈
の
古
詩
に
学
び
、
梅
尭
臣
は
唐
詩
人
の
平
淡
な
部
分
に
学
ん
だ
。

 
 
蘇
転
や
黄
庭
堅
に
な
っ
て
は
じ
め
て
自
己
の
見
解
に
基
づ
い
て
詩
を
作
り
、
唐
詩
人
の
影
響
を
受
け
て
い
た
形
式
が
一
変
し
た
。
…
…

 
 
近
ご
ろ
趙
師
秀
・
全
巻
と
い
っ
た
人
た
ち
は
、
も
っ
ぱ
ら
賞
島
や
良
性
の
詩
を
好
み
、
次
第
に
ま
た
寒
々
と
し
た
苦
吟
調
に
な
つ

 
 
た
。
天
下
の
詩
人
は
多
く
こ
の
ス
タ
イ
ル
に
倣
い
、
そ
の
当
時
み
ず
か
ら
唐
詩
の
宗
派
と
名
乗
っ
た
が
、
こ
れ
は
禅
で
い
う
「
声
聞
」

 
 
「
辟
支
」
（
1
1
と
も
に
悟
の
下
位
）
の
程
度
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
知
ら
ず
、
と
て
も
盛
唐
の
諸
公
の
よ
う
な
「
大
乗
の
正
法

 
 
眼
」
（
H
究
極
の
真
理
の
段
階
）
と
は
い
え
な
い
。

 
 
（
国
初
之
詩
尚
沿
襲
唐
人
。
王
黄
州
学
白
楽
天
、
楊
主
公
劉
中
山
学
李
商
隠
、
表
文
粛
学
章
蘇
州
、
欧
陽
絶
学
韓
退
之
古
詩
、
梅
聖

 
 
導
線
唐
人
平
澹
処
。
至
東
電
山
谷
始
自
出
己
意
以
為
詩
、
唐
人
之
風
変
 
。
…
…
近
世
趙
紫
芝
翁
霊
箭
輩
、
独
喜
賞
島
挑
合
之
詩
、

 
 
稽
稽
復
就
重
苦
突
風
。
江
湖
詩
人
多
数
其
体
、
一
時
自
謂
当
量
宗
、
不
知
止
入
声
聞
辟
支
之
果
、
豊
三
園
諸
公
大
乗
正
法
眼
者
哉
。
）

 
楊
謙
の
注
の
以
上
の
引
用
を
も
と
に
隠
裏
の
解
釈
を
考
え
れ
ば
、
具
体
的
に
は
蘇
転
や
黄
庭
堅
が
宋
代
独
自
の
詩
の
ス
タ
イ
ル
を
作
り

出
し
た
こ
と
が
第
十
三
句
「
東
都
導
其
癖
」
の
意
味
で
あ
り
、
従
っ
て
第
十
四
句
に
「
南
渡
職
責
軌
」
と
い
う
の
は
、
趙
師
秀
、
翁
巻
ら

文
学
史
上
「
永
嘉
の
亡
霊
」
と
呼
ば
れ
る
南
宋
の
詩
人
た
ち
が
、
唐
詩
、
と
り
わ
け
中
坐
唐
詩
の
枯
淡
な
作
風
に
学
び
、
蘇
・
黄
が
敷
い

朱
舞
尊
の
「
斎
中
読
書
十
二
首
」
（
其
十
一
）
に
つ
い
て

＝一



四

た
宋
詩
本
来
の
軌
道
か
ら
逸
脱
し
て
い
っ
た
こ
と
を
指
す
。
ゆ
え
に
こ
こ
の
「
逸
」
は
、
む
し
ろ
、
あ
る
べ
き
道
か
ら
そ
れ
る
、
は
ず
れ

る
と
い
う
意
味
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
楊
注
の
引
く
『
槍
浪
詩
話
』
と
対
照
し
て
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
こ
の
第
十
四
句
は
、
次
の
「
紛
紛
と
し
て
流
派
別
れ
、
往
往
に
し

て
四
坐
な
る
に
近
し
」
と
い
う
第
十
五
、
十
六
句
と
連
な
っ
て
、
朱
の
南
宋
磁
に
対
す
る
批
判
的
見
解
と
と
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
第
十
五
句
の
「
流
派
」
が
何
を
指
す
の
か
を
確
認
し
て
お
く
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 

 
一
つ
の
考
え
方
と
し
て
は
、
こ
こ
の
「
流
派
」
は
唐
詩
か
宋
詩
か
の
分
野
を
指
す
も
の
だ
と
す
る
解
釈
が
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、

「
流
派
」
が
「
別
れ
」
る
と
は
、
北
宋
の
詩
人
が
宋
詩
の
本
流
を
作
っ
た
の
に
対
し
、
南
宋
に
唐
詩
の
流
派
が
別
に
で
き
た
こ
と
を
意
味

し
、
第
十
六
句
目
往
往
に
し
て
壮
美
な
る
に
近
し
」
は
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
粗
野
で
下
品
で
あ
る
と
批
判
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

宋
詩
人
全
体
の
批
判
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
第
十
七
句
以
下
で
宋
詩
人
を
弁
護
す
る
の
と
矛
盾
す
る
う
え
、
朱
の
平
生
の
詩
学
と
も
整

合
し
な
い
。
す
な
わ
ち
彼
は
宋
詩
を
一
様
に
同
じ
レ
ベ
ル
で
批
判
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
詩
論
と
し
て
は
特
に
南
宋
詩
の
、
洗
練

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
れ
 

さ
れ
て
い
な
い
通
俗
的
な
一
面
を
嫌
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
「
流
派
」
は
や
は
り
、
宋
詩
の
諸
流
派
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
朱
の
「
序
」
の
文
に
散
見
す
る
「
流
派
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

の
語
は
、
主
と
し
て
宋
詩
人
に
関
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
加
え
て
、
彼
の
「
江
祭
酒
の
詩
巻
に
題
す
三
首
」
（
其
二
）
（
『
曝
書
言
下
』

巻
十
五
）
の
詩
に
「
西
陵
の
十
子
は
流
派
別
れ
、
南
宋
の
諸
公
は
体
量
殊
な
り
」
と
い
う
句
が
見
え
る
。
「
西
面
の
十
子
」
は
、
朱
と
同

時
代
の
「
西
下
十
子
」
と
呼
ば
れ
る
詩
人
の
一
派
の
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
ら
と
と
も
に
南
宋
の
詩
人
た
ち
が
詩
の
ス
タ
イ
ル
に
よ
っ
て
派

を
分
け
て
い
る
の
が
こ
こ
で
は
批
判
的
に
う
た
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
旦
ハ
体
的
状
況
を
示
す
も
の
と
し
て
楊
注
が
引
く
の
は
、
「
大
ま
か
に

言
っ
て
、
南
宋
に
お
い
て
は
古
体
で
は
朱
喜
｛
を
第
一
に
あ
げ
る
べ
き
で
あ
り
、
近
体
で
は
陳
忠
義
の
上
に
出
る
者
は
い
な
い
。
こ
の
他
に

だ
い
た
い
三
つ
の
分
類
が
あ
る
。
尤
表
・
楊
万
里
ら
の
四
詩
人
は
元
和
体
で
あ
り
、
徐
磯
・
霞
幕
秀
ら
の
い
わ
ゆ
る
永
嘉
の
四
霊
は
大
中



体
で
あ
り
、
劉
豊
里
・
戴
復
古
ら
の
諸
詩
人
は
す
す
ん
で
晩
宋
の
ス
タ
イ
ル
を
作
っ
た
。
さ
ら
に
は
謝
翔
の
七
言
古
詩
も
時
に
見
る
べ
き

も
の
が
あ
る
」
（
大
抵
宿
世
古
体
当
推
朱
元
晦
、
近
体
無
出
陳
去
非
。
塞
外
略
有
三
等
。
尤
楊
四
子
、
元
和
体
面
、
徐
趙
四
霊
、
大
中
体

也
、
劉
戴
諸
人
、
自
為
書
宋
。
而
謝
翔
七
言
古
、
時
有
可
采
焉
）
と
い
う
明
の
再
応
麟
の
『
詩
藪
』
（
雑
編
曲
五
）
の
記
載
で
あ
る
。
「
其

十
一
」
に
い
う
「
流
派
」
は
以
上
の
よ
う
な
南
宋
の
詩
人
の
諸
派
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
楊
注
が
引
く
明
の
長
谷
心
逸
の
『
農
田
余

話
』
を
見
れ
ば
、
「
宋
代
は
南
宋
以
後
、
文
の
ス
タ
イ
ル
は
ば
ら
ば
ら
に
崩
れ
、
詩
の
ス
タ
イ
ル
は
格
調
が
下
が
っ
て
繊
弱
に
な
っ
て
し

ま
い
、
た
だ
萢
成
大
と
陸
游
の
み
が
き
ち
ん
と
し
て
い
た
。
朱
喜
｛
ら
が
現
れ
て
は
じ
め
て
当
時
の
形
式
を
一
変
さ
せ
て
昔
の
作
品
を
模
倣

し
、
こ
う
し
た
わ
け
で
彼
ら
に
『
神
頭
鬼
面
』
（
1
1
新
奇
を
て
ら
う
あ
ま
り
に
わ
ざ
と
不
可
解
な
も
の
に
に
す
る
）
と
い
う
批
判
の
語
が

存
す
る
の
で
あ
る
」
（
宋
南
読
後
、
文
体
破
砕
、
詩
体
柔
弱
、
惟
蝋
纈
放
翁
為
平
正
。
至
晦
蕎
諸
子
始
一
変
時
習
、
広
言
所
作
、
故
有
神

 
 
 
 
 
 
 

頭
鬼
面
細
論
）
と
あ
っ
て
、
こ
れ
は
朱
の
認
識
と
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
が
、
南
宋
の
詩
に
蔓
延
し
て
い
た
通
俗
性
、
線
の
細
さ
と
い
っ

た
否
定
的
側
面
を
こ
こ
に
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

 
以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
て
、
「
其
十
一
」
の
第
十
五
、
十
六
句
に
お
い
て
、
「
紛
紛
と
し
て
流
派
別
れ
、
往
往
に
し
て
麓
鄙
な
る
に
近
し
」

と
い
う
の
は
、
特
に
南
宋
詩
に
対
す
る
批
判
の
語
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
前
の
一
句
「
南
都
、
其
の
軌
を
逸
す
」
も
、

北
宋
期
に
敷
か
れ
た
レ
ー
ル
を
脱
線
し
て
い
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
否
定
的
な
評
価
と
し
て
述
べ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
、
「
群
公
」
に
つ
い
て

第
三
に
、
第
十
七
句
「
群
雨
皆
な
賢
豪
」
の

の
で
、
も
は
や
多
言
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
心
室
」
が
指
す
範
囲
を
考
え
て
み
る
。
こ
れ
は
第
二
の
点
と
表
裏
一
体
の
問
題
で
あ
る

朱
舞
尊
の
「
斎
中
読
書
十
二
首
」
（
其
十
一
）
に
つ
い
て

五



宍

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
群
公
」
と
い
う
語
は
、
『
詩
経
』
大
雅
の
「
武
漢
」
に
「
群
公
等
正
」
と
見
え
る
の
と
同
様
、
多
く
の
ご
先
祖
、
と
い
う
ほ
ど
の
意
味

で
、
こ
こ
で
は
、
宋
詩
人
を
指
す
言
葉
に
は
違
い
な
い
。

 
但
し
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
で
明
ら
か
に
な
っ
た
通
り
、
朱
自
身
は
南
宋
の
詩
人
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
か
ら
、
詩
に
「
皆
な
賢
豪
」

と
い
う
以
上
、
蘇
転
・
黄
庭
堅
以
下
の
北
宋
の
詩
人
を
念
頭
に
置
い
た
言
葉
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
っ
て
こ
そ
「
良
に
至
言

碧
き
に
由
っ
て
、
躇
襲
は
乃
ち
深
く
恥
ず
」
と
い
う
第
十
九
、
二
十
句
の
意
味
も
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
門
歯
」
、
言
い
古

さ
れ
た
言
葉
と
か
、
「
躇
襲
」
、
前
人
の
受
け
売
り
な
ど
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
は
『
槍
浪
詩
話
』
に
い
う
「
国
初
」
の
詩
に
つ
い
て

言
っ
た
こ
と
で
、
す
な
わ
ち
Y
蘇
・
黄
以
前
の
誤
謬
の
詩
人
が
、
依
然
と
し
て
唐
詩
人
の
作
り
上
げ
た
諸
形
式
の
模
倣
に
甘
ん
じ
て
い
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぬ
 

こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
蘇
・
黄
ら
の
構
築
し
た
宋
詩
の
形
式
は
、
こ
う
し
た
状
態
を
「
深
く
恥
」
じ
た
結
果
の
も
の
と
、

朱
は
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
彼
の
「
沈
明
府
の
不
羅
集
の
序
」
（
『
曝
書
亭
集
』
巻
三
十
八
）
に
は
、
「
君
の
詩
は
硬
語

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ん

を
ち
り
ば
め
る
の
を
喜
び
、
人
の
真
似
を
す
る
の
を
恥
じ
る
」
（
古
書
詩
、
好
前
章
語
、
恥
躇
墓
彷
之
跡
）
と
書
い
て
、
沈
な
に
が
し
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 

い
う
人
物
の
詩
を
褒
め
て
い
る
。
こ
こ
に
「
硬
語
」
と
い
う
の
は
、
朱
の
場
合
、
黄
護
照
の
詩
語
を
意
識
し
た
評
語
で
あ
る
か
ら
、
陳
腐

な
詩
語
の
形
式
的
な
模
倣
の
対
極
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
少
な
く
と
も
黄
平
堅
の
詩
は
、
こ
の
時
期
に
は
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
の
で
あ
る
。

七
、
そ
の
他
の
十
一
首
に
つ
い
て

 
以
上
、
「
其
十
一
」
を
解
釈
す
る
上
で
、
重
要
と
思
わ
れ
る
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
が
、
最
後
に
十
二
首
全
体
の
中
に
こ
の
作
品
を
置

い
て
考
え
る
た
め
に
、
「
六
十
＝
以
外
の
十
一
首
に
簡
単
に
ふ
れ
る
。
今
、
十
一
首
す
べ
て
を
取
り
上
げ
る
紙
幅
が
な
い
の
で
、
「
其
三
」



「
其
四
」
「
其
五
」
「
其
六
」
「
其
十
二
」
等
、
い
く
つ
か
の
特
徴
的
な
詩
を
中
心
に
考
察
を
加
え
る
。

「
其
三
」
は
、
『
書
経
』
の
本
篇
の
は
じ
め
に
つ
け
ら
れ
た
序
に
つ
い
て
述
べ
た
詩
で
、
そ
の
第
五
～
第
十
句
の
中
で
、
序
が
古
く
か
ら

存
し
て
い
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

 
 
馬
鄭
は
漆
経
に
注
し

 
 
大
義
已
に
此
に
及
ぶ

 
 
 
 
 
 
あ
ら

 
 
古
文
未
だ
見
わ
れ
ざ
る
と
錐
も

 
 
 
 
 
そ
 
 
 
 
 
 
 
 
の

 
 
序
先
ず
厭
の
旨
を
暢
ぶ

 
 
こ
こ

 
 
云
に
何
ぞ
宋
の
諸
儒

 
 
深
文
も
て
共
に
排
回
せ
ん

 
馬
標
と
鄭
玄
は
漆
で
書
か
れ
た
『
古
文
尚
書
』
に
注
を
つ
け
、
こ
う
し
て
『
書
経
』
の
大
義
は
伝
え
ら
れ
て
き
た
。
『
古
文
尚
書
』
が

孔
子
の
旧
宅
か
ら
出
て
来
る
前
に
序
は
す
で
に
書
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
ど
う
し
て
、
宋
代
の
儒
者
た
ち
は
杓
子
定
規
に

こ
れ
を
斥
け
て
認
め
な
い
の
か
、
と
い
う
の
が
こ
こ
で
の
朱
の
主
張
で
あ
る
。

 
楊
謙
の
注
に
よ
れ
ば
、
詩
に
「
宋
の
諸
儒
」
と
い
う
の
は
、
旦
ハ
体
的
に
は
、
林
之
奇
・
林
光
朝
・
朱
喜
｛
ら
を
指
し
、
す
な
わ
ち
、
こ
の

「
其
三
」
の
詩
は
、
宋
代
の
儒
者
た
ち
が
『
書
芸
』
の
序
を
孔
子
が
書
い
た
と
は
認
め
な
い
の
に
対
し
て
、
朱
が
抗
議
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
其
四
」
は
、
仏
教
の
説
を
真
似
た
か
の
よ
う
な
宋
の
郡
雍
の
学
説
に
対
す
る
批
判
の
詩
で
あ
る
。
い
ま
、
そ
の
第
七
～
第
十
二
句
ま
で

を
示
す
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
か

 
 
桑
門
 
地
と
風
に
易
う
る
は

 
 
 
 
 
も

 
 
其
の
説
本
と
舛
互
す

朱
舞
尊
の
「
斎
中
読
書
十
二
首
」
（
其
十
一
）
に
つ
い
て

七



ノ' _

 
 
い
か
ん

 
 
奈
何
ぞ
洛
下
の
儒

 
 
 
 
あ
な
ど

 
 
聖
を
侮
り
て
催
る
る
を
知
ら
ざ
ら
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ら
た

 
 
三
を
用
い
て
其
の
二
を
革
め

 
 
一
を
変
じ
て
百
悟
を
成
す

「
桑
門
」
は
、
仏
徒
。
「
地
と
風
に
易
う
」
と
い
う
の
は
、
仏
教
で
「
五
行
」
の
う
ち
、
土
・
金
・
水
を
地
・
風
に
変
え
て
、
物
質
を
作

る
四
つ
の
元
素
を
地
・
水
・
火
・
風
と
す
る
い
わ
ゆ
る
「
四
大
」
の
考
え
方
で
あ
っ
て
、
こ
の
説
は
も
と
も
と
五
行
と
相
容
れ
な
い
も
の

で
あ
る
。
「
洛
下
の
儒
」
と
い
う
の
は
、
河
南
出
身
の
郡
雍
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ど
う
し
て
彼
は
聖
人
を
侮
っ
て
催
れ
な
い
の
だ
ろ
う
。

郡
雍
が
五
行
の
代
わ
り
に
「
火
・
水
・
土
・
石
」
を
言
う
の
は
、
五
行
の
う
ち
「
水
・
火
・
土
」
の
三
つ
を
用
い
て
、
「
木
・
土
」
の
二

つ
を
「
石
」
に
改
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
つ
だ
け
変
え
た
よ
う
で
、
実
は
、
そ
の
た
め
に
百
の
食
い
違
い
が
生
じ
て

い
る
。
…
…

 
詩
は
以
上
の
よ
う
に
述
べ
て
、
郡
雍
の
説
を
斥
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

「
其
五
」
で
は
、
『
詩
経
』
書
風
の
「
木
瓜
」
の
詩
に
つ
い
て
、
朱
子
の
『
集
伝
』
が
男
女
の
贈
答
の
詩
で
あ
る
と
い
う
の
を
否
定
し
、

斉
の
桓
公
を
称
え
た
も
の
と
す
る
。
そ
の
第
十
九
句
か
ら
末
尾
ま
で
を
次
に
掲
げ
る
。

 
 
木
瓜
は
斉
桓
を
美
す

 
 
 
あ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
か

 
 
情
豊
に
男
女
に
係
わ
ら
ん

 
 
詩
の
教
え
は
人
倫
を
厚
く
し

 
 
 
 
お
し

 
 
淫
を
誇
う
る
こ
と
何
ぞ
独
り
許
さ
ん

 
 
怪
し
む
べ
し
上
票
の
師



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
な
は
 
 
お
お

 
 
力
を
為
す
こ
と
亦
た
太
だ
鍾
し

 
 
蔓
棄
す
鄭
衛
の
篇

 
 
窟
改
す
雅
頒
の
所

 
 
誰
か
異
同
を
弁
じ

 
 
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
た
が

 
 
復
た
箋
伝
の
語
に
遵
う
こ
と
を
為
さ
ん

 
斉
の
桓
公
を
賛
美
し
た
詩
で
あ
る
と
い
う
の
な
ど
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
い
わ
ゆ
る
「
小
序
」
の
立
場
に
立
っ
た
も
の
で
、
「
人
倫
を

厚
く
す
」
と
い
う
「
大
序
」
の
言
葉
も
引
用
し
な
が
ら
、
こ
の
詩
で
は
『
詩
経
』
の
中
に
は
「
淫
詩
」
、
す
な
わ
ち
淫
奔
の
詩
は
存
在
し

な
い
と
す
る
。
「
上
薬
の
師
」
は
、
宋
代
、
上
票
書
院
の
先
生
で
あ
っ
並
在
柏
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
彼
は
『
詩
経
』
三
百
篇
の
詩
に
対
し

て
、
「
鄭
風
」
「
衛
風
」
の
諸
篇
を
淫
詩
と
し
て
棚
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
「
召
書
」
の
詩
を
「
王
風
」
に
移
し
た
り
等
々
の
改
変
を
施
し
て

い
る
が
、
朱
は
こ
れ
に
も
批
判
的
で
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
毛
伝
・
鄭
箋
と
い
っ
た
豊
代
の
古
注
の
語
に
従
う
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

 
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
朱
は
こ
く
ご
と
く
三
代
に
出
て
き
た
説
を
斥
け
て
、
伝
統
的
な
古
来
か
ら
の
説
に
依
ろ
う
と
し
て
い
る
か

の
よ
う
で
あ
る
。
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
「
其
一
」
で
、
郡
雍
の
先
天
の
易
・
後
天
の
易
の
説
に
疑
問
を
呈
し
、
「
其
二
」
で
、
周
急
心
の
「
無

極
而
太
極
」
の
説
を
批
判
的
に
と
り
あ
げ
る
の
は
、
『
易
』
本
来
の
考
え
方
に
帰
ろ
う
と
す
る
か
ら
あ
る
し
、
あ
と
の
「
其
七
」
で
は
、

胡
安
国
の
『
春
秋
両
氏
伝
』
を
と
り
と
め
の
な
い
説
で
あ
る
と
批
判
し
、
そ
の
書
物
を
廃
棄
し
て
『
左
伝
』
に
基
づ
く
べ
き
だ
と
説
い
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
伝
統
的
な
昔
か
ら
の
学
説
に
従
お
う
と
す
る
立
場
が
、
特
に
『
詩
経
』
に
つ
い
て
は
、
「
其
五
」
の
よ
う

に
古
注
に
準
ず
る
解
釈
と
な
る
の
で
あ
る
。

「
聖
血
」
の
詩
で
、
「
葉
風
」
「
真
風
」
を
淫
詩
と
す
る
朱
子
の
説
に
反
対
す
る
の
も
、
古
注
を
重
ん
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
「
島
風
」

の
「
風
雨
」
の
詩
は
、
「
風
雨
凄
凄
た
り
、
鶏
鳴
払
腰
た
り
」
、
風
雨
の
激
し
い
夜
に
い
つ
も
と
変
わ
ら
ず
鶏
が
鳴
い
て
い
る
、
そ
し
て
、

朱
舞
尊
の
「
斎
中
読
書
十
二
首
」
（
其
十
一
）
に
つ
い
て

九
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こ
こ
 
 
な
ん
 
 
た
い
ら

そ
の
声
を
聞
き
な
が
ら
、
「
既
に
君
子
を
見
る
、
云
に
胡
ぞ
夷
か
な
ら
ざ
ら
ん
や
」
、
立
派
な
君
子
に
会
え
た
な
ら
心
も
安
ら
ぐ
の
に
、

と
思
う
詩
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
「
小
序
」
が
乱
世
に
お
い
て
立
派
な
君
子
が
い
な
い
の
を
嘆
い
た
も
の
と
と
る
の
に
対
し
て
、
朱
子
は
男

女
の
密
会
の
詩
と
す
る
。
「
二
六
」
の
第
九
、
十
句
で
は
、
こ
の
「
風
雨
」
の
詩
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、

 
 
鶏
鳴
風
雨
の
夜

 
 
は
し

 
 
奔
る
者
亦
た
危
う
か
る
べ
し

と
い
う
。
こ
こ
で
、
こ
ん
な
風
雨
の
夜
に
男
の
も
と
へ
走
る
女
性
が
い
た
ら
ぶ
っ
そ
う
だ
、
と
う
だ
う
の
は
、
朱
子
の
解
釈
は
成
り
立
た

な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
「
小
序
」
の
説
に
依
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
た
が
 
 
 
 
 
 
し
 
 
 
 
 
 
 
と
 
 
 
と

 
ま
た
、
同
じ
く
「
鄭
風
」
に
「
遵
大
路
」
と
い
う
詩
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
大
路
に
遵
っ
て
、
子
の
手
を
儲
り
執
る
」
、
大
道
に
従
っ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
 
 
す
み
や
か

で
追
い
か
け
て
人
の
た
も
と
に
取
り
す
が
る
、
「
我
を
悪
む
こ
と
無
か
れ
、
故
を
憲
に
せ
ざ
れ
」
、
私
を
憎
ま
な
い
で
く
れ
、
ふ
る
な
じ

み
の
者
を
突
然
捨
て
な
い
で
く
れ
、
と
う
た
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
も
、
「
小
序
」
は
人
民
が
君
子
を
思
う
詩
と
と
り
、
 
一

方
、
朱
子
は
男
に
捨
て
ら
れ
た
女
性
の
言
葉
を
述
べ
た
も
の
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
其
六
」
の
第
十
一
、
十
二
句
で
は
、

 
 
た
も
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
た
が

 
 
怯
を
執
り
大
路
に
遵
う
は

 
 
豊
に
人
の
知
る
を
畏
れ
ざ
ら
ん
や

 
つ
ま
り
、
そ
う
し
た
女
性
が
い
た
と
す
れ
ば
人
目
を
揮
ら
な
い
の
も
甚
だ
し
い
、
と
言
い
、
朱
子
の
新
注
の
想
定
を
あ
り
得
な
い
こ
と

と
し
て
否
定
す
る
。
こ
の
詩
の
最
後
を
朱
が
、

 
 
よ
こ
し
ま

 
 
邪
無
し
尼
父
の
教
え

 
 
も

 
 
用
っ
て
童
子
の
師
に
告
げ
ん

と
結
ぶ
の
は
、
楊
謙
の
注
に
よ
れ
ば
、
「
思
い
芯
無
し
」
（
『
論
語
』
為
政
篇
）
と
い
う
孔
子
の
言
葉
を
前
面
に
出
し
て
『
詩
経
』
に
は
淫



詩
は
存
在
し
な
い
と
し
た
宋
の
呂
祖
謙
と
、
逆
に
曲
譜
の
存
在
を
認
め
た
朱
子
の
論
争
を
踏
ま
え
た
上
で
、
結
局
、
呂
の
説
を
支
持
し
た
、

と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
呂
祖
謙
の
説
を
と
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
や
は
り
、
古
注
の
立
場
を
尊
重
し

て
い
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。

「
其
十
二
」
は
、
明
代
の
詩
に
つ
い
て
年
代
を
追
っ
て
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
い
ま
、
そ
の
後
半
部
、
第
十
五
句
以
下
を
示
す
。
こ
こ
に

は
、
「
古
文
辞
派
」
の
七
子
以
後
の
詩
に
つ
い
て
の
朱
の
持
論
が
披
露
さ
れ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
お
よ

 
 
嘉
靖
の
季
に
泊
ん
で

 
 
 
 
 
 
 
 
お
ご

 
 
七
子
の
言
何
ぞ
奄
れ
る

 
 
 
 
 
た
と
 
 
 
え
ら

 
 
鉤
金
の
縦
い
棟
ぶ
べ
き
も

 
 
 
 
 
す
な
 
 
ひ
ら

 
 
黄
河
の
沙
を
披
く
も
の
莫
し

 
 
 
 
か
ま
び
す

 
 
一
た
び
琳
し
く
す
れ
ば
衆
楚
和
し

 
 
 
 
 
も
っ
と

 
 
是
の
後
尤
も
卑
畦

 
 
先
公
は
朕
舌
を
聞
き

 
 
と
み

 
 
頓
に
亡
国
の
嵯
き
を
生
ず

 
 
吾
れ
正
始
に
返
さ
ん
と
欲
す

 
 
我
を
助
く
る
者
は
誰
そ
や

 
引
用
部
分
の
大
意
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
密
雲
年
間
（
一
五
二
二
～
六
六
）
の
末
に
及
ん
で
、
七
子
の
言
は
何
と
自
信
満
々
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
「
鉤
金
」
は
帯
の
金
具
で
、
こ

こ
で
は
き
ら
り
と
光
る
文
学
の
才
能
と
い
っ
た
意
で
使
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
た
と
え
発
掘
さ
れ
る
べ
き
そ
う
し
た
才
能
が
あ
っ

朱
舞
尊
の
「
斎
中
読
書
十
二
首
」
（
其
十
一
）
に
つ
い
て

i



量

て
も
「
黄
河
の
沙
」
を
よ
り
分
け
て
捜
し
出
す
人
が
い
な
い
。
こ
こ
で
「
黄
河
の
沙
」
と
あ
る
の
は
、
七
子
の
リ
ー
ダ
ー
格
で
あ
る
李
墓

竜
の
出
身
地
が
黄
河
流
域
の
山
東
の
磐
城
で
あ
る
こ
と
に
ひ
っ
か
け
た
表
現
で
、
古
文
辞
派
一
派
を
指
す
語
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
彼
ら

が
一
た
び
喧
し
く
喚
く
と
、
「
衆
楚
和
す
」
、
す
な
わ
ち
、
多
く
の
楚
の
人
々
が
唱
和
す
る
。
こ
れ
は
湖
北
公
安
県
出
身
で
あ
る
衰
氏
三
兄

弟
ら
の
公
安
派
の
こ
と
で
、
そ
れ
が
さ
ら
に
「
是
の
後
患
も
卑
畦
」
、
下
品
で
み
だ
ら
な
声
に
な
っ
た
、
と
い
う
の
は
整
準
派
の
流
行
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

指
す
の
で
あ
る
。
曾
祖
父
の
朱
国
管
が
、
も
ず
の
鳴
き
声
、
つ
ま
り
喧
し
い
だ
け
の
意
味
の
通
じ
な
い
音
声
と
し
て
そ
れ
を
聞
き
、
「
亡

国
の
音
」
だ
と
嘆
い
た
。
以
上
が
七
子
以
後
の
詩
に
対
す
る
朱
墨
尊
の
見
方
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
其
丈
＝
と
も
通
ず
る
主
張
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
類
似
す
る
の
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
詩
の
末
尾
で
あ
っ
て
、
「
煮
れ
正
始
に
返
さ
ん
と
欲
す
、
我
を
助
く
る
者
は
誰
そ

や
」
、
自
分
は
詩
の
あ
り
方
を
「
正
始
」
の
道
に
戻
そ
う
と
思
う
、
自
分
に
賛
同
し
て
く
れ
る
の
は
誰
だ
ろ
う
か
、
と
結
ぶ
。

「
正
始
」
は
、
『
毛
詩
』
の
「
大
序
」
に
見
え
る
、
「
『
鋸
南
』
『
官
署
』
は
正
始
の
道
、
王
化
の
基
な
り
」
に
由
来
す
る
語
で
、
詩
の
そ
も

そ
も
の
あ
り
方
と
し
て
、
人
倫
の
始
あ
を
正
し
く
す
る
た
め
の
詩
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
し
て
も
、

朱
に
お
い
て
は
『
詩
経
』
の
場
合
、
「
大
序
」
「
小
序
」
に
基
づ
く
古
注
の
立
場
を
と
る
こ
と
し
か
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ

の
こ
と
は
「
其
五
」
「
其
六
」
で
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
外
の
詩
は
、
こ
の
立
場
を
他
の
経
典
に
つ
い
て
も
守
ろ
う
と
し
た
こ
と
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主
張
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

八
、
結
び

 
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
「
其
十
一
」
を
再
び
眺
め
て
み
れ
ば
、
こ
の
詩
で
も
や
は
り
、
彼
の
主
張
の
根
本
に
あ
る
の
は
『
詩
経
』

の
詩
の
あ
り
方
で
、
す
な
わ
ち
、
詩
の
末
尾
に
「
義
子
」
と
述
べ
ら
れ
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
風
・
賦
・
比
・
興
・
雅
・
頗
と
い
ヶ



「
六
義
」
と
、
風
・
小
雅
・
大
雅
・
頒
の
「
四
始
」
を
合
わ
せ
て
言
っ
た
言
葉
で
、
「
六
義
」
「
四
始
」
と
い
う
「
大
序
」
に
見
え
る
理
論

に
こ
こ
で
も
依
り
か
か
ろ
う
と
し
て
い
る
。

 
そ
し
て
、
上
述
し
た
黒
羽
や
公
安
・
寛
陵
派
に
対
す
る
批
判
も
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
こ
の
立
場
か
ら
出
て
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
朱
が
ど

う
ず
れ
ば
『
詩
経
』
以
来
の
本
来
の
詩
に
帰
れ
る
か
を
考
え
た
時
に
ぶ
つ
か
っ
た
の
が
、
当
代
の
詩
人
に
如
実
に
現
れ
て
い
た
「
空
疎
」

と
い
う
一
点
で
あ
り
、
そ
れ
を
学
問
を
根
底
に
お
い
て
克
服
す
る
こ
と
で
、
『
詩
経
』
三
百
篇
の
詩
に
近
づ
こ
う
と
し
た
こ
と
が
、
彼
の

独
自
性
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め
 

 
陳
止
血
の
作
っ
た
朱
の
墓
誌
銘
に
、
「
君
（
1
1
輪
舞
尊
）
は
閑
居
す
る
と
、
孫
の
稲
孫
に
対
し
て
『
お
よ
そ
詩
文
を
学
ぶ
に
あ
た
っ
て
は
、

経
・
史
の
学
問
を
根
本
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
し
て
は
じ
め
て
古
人
の
深
遠
な
境
地
に
深
く
入
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
空
疎
浅

随
で
、
使
い
古
さ
れ
た
言
葉
を
掠
め
取
っ
て
借
用
し
て
い
る
よ
う
な
者
で
、
詩
文
の
作
者
と
呼
ぶ
に
値
す
る
よ
う
な
人
は
い
な
い
。
…
…
』

と
言
っ
て
い
た
」
（
君
間
居
、
謂
其
孫
稲
孫
日
、
凡
学
詩
文
、
須
根
本
経
史
、
方
能
深
入
古
人
塞
奥
。
未
有
空
疎
浅
随
、
勒
襲
陳
言
、
三

戸
以
称
作
者
。
…
…
）
と
見
え
る
よ
う
に
、
晩
年
の
朱
は
、
詩
文
を
学
ぶ
に
は
、
経
学
史
学
の
学
問
を
根
本
と
し
、
「
空
疎
」
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
孫
の
朱
稲
孫
に
も
力
説
し
て
い
た
。
そ
れ
は
彼
が
理
想
と
す
る
『
詩
経
』
の
詩
の
あ
り
方
に
到
達
す
る
た
め

の
方
法
で
あ
り
、
朱
舞
尊
は
特
に
「
空
疎
」
な
寛
陵
派
に
影
響
さ
れ
た
当
時
の
詩
の
惨
状
を
目
の
当
り
に
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う

し
た
自
己
の
主
張
に
確
信
を
も
ち
、
「
斎
中
読
書
十
二
首
」
の
「
其
十
一
」
の
よ
う
な
詩
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
九
九
六
年
九
月
二
日
）

注本
稿
は
、

平
成
八
年
度
大
塚
漢
文
学
会
大
会
（
一
九
九
六
年
六
月
二
十
九
日
）
に
お
い
て
、
「
朱
舞
尊
の
『
斎
中
読
書
十
二
首
』
に
つ
い
て
］
と
題
し

朱
舞
尊
の
「
斎
中
読
書
十
二
首
」
（
其
十
一
）
に
つ
い
て

量



四

て
行
な
っ
た
口
頭
発
表
を
も
と
に
、

よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
。

そ
の
後
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
に
対
し
て
貴
重
な
ご
教
示
を
下
さ
っ
た
諸
先
生
に
は
、
こ
こ
に
心

（
1
）
 
『
曝
書
亭
集
』
巻
二
十
一
。

（
2
）
 
「
夕
蝉
読
書
」
と
い
う
題
名
の
詩
は
、
早
く
は
六
朝
宋
の
謝
霊
運
の
作
品
が
あ
り
、
『
文
選
』
巻
三
十
（
雑
詩
下
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
3
）
 
「
其
十
＝
に
関
す
る
注
釈
と
し
て
従
来
、
次
の
三
種
が
あ
る
。

 
 
 
王
鎮
遠
『
朱
舞
尊
詩
詞
選
注
』
（
上
海
古
品
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）
八
二
～
八
四
頁
。

 
 
 
葉
元
章
・
鍾
夏
『
朱
舞
尊
選
集
』
（
上
海
古
寺
出
版
社
、
一
・
九
九
一
年
）
二
二
八
～
一
三
＝
頁
。

 
 
 
拙
稿
「
朱
舞
尊
『
斎
中
読
書
十
二
首
』
（
其
十
一
）
訳
注
」
（
『
言
語
文
化
論
集
』
第
三
十
五
号
、
筑
波
大
学
、
一
九
九
二
年
）
。

 
 
本
稿
は
以
上
の
注
釈
の
成
果
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
拙
稿
（
以
下
「
訳
注
」
と
呼
ぶ
）
と
異
な
る
見
解
を
生
ず
る
部
分
に
つ
い
て

 
 
は
、
の
ち
に
注
記
す
る
。

（
4
）
 
胡
薇
元
『
夢
痕
館
詩
話
』
巻
四
に
「
此
十
二
首
為
竹
籠
全
集
之
冠
、
亦
清
朝
三
百
年
之
冠
」
と
あ
る
。

（
5
）
 
民
国
時
代
に
出
た
清
詩
の
総
集
で
あ
る
三
世
昌
輯
『
晩
清
霧
詩
匪
」
巻
四
十
四
に
「
雪
中
読
書
十
二
首
足
見
平
生
為
学
宗
旨
、
故
備
録
之
」
と

 
 
見
え
る
。

（
6
）
 
『
銭
研
堂
文
集
』
巻
二
十
六
。

（
7
）
 
『
射
鷹
倭
詩
話
』
巻
五
に
「
厳
訓
口
置
詩
有
認
証
、
是
 
。
而
謂
詩
調
関
学
、
巨
富
也
。
謹
話
有
別
趣
、
是
 
。
而
謂
非
関
理
、
亦
非
也
。
…
…

 
 
塊
翁
詩
、
得
作
者
之
旨
、
真
知
言
哉
」
と
あ
る
。

（
8
）
 
『
雪
橋
詩
話
詩
集
』
巻
六
参
照
。
な
お
、
『
槍
浪
詩
話
」
の
引
用
部
分
は
、
『
詩
人
玉
屑
』
本
で
は
別
の
文
に
作
る
。

（
9
）
 
朱
則
傑
『
朱
舞
尊
研
究
』
（
漸
江
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）
三
七
頁
参
照
。

（
1
0
）
従
っ
て
、
こ
こ
で
「
空
疎
の
人
」
が
聖
子
を
指
す
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
か
つ
て
、
「
訳
注
」
で
「
空
疎
」
に
つ
い
て
、
「
こ
こ
で
は
、
厳
羽
を

 
 
諺
っ
て
言
う
こ
と
ば
で
あ
る
」
と
し
た
の
は
誤
り
で
あ
る
。

（
1
1
）
 
こ
の
詩
は
楊
謙
の
『
黒
竹
塊
先
生
年
譜
』
で
は
康
煕
四
十
五
年
に
編
年
す
る
が
、
朱
氏
前
掲
書
一
七
五
頁
の
説
に
従
い
、
康
煕
四
十
四
年
の
作



 
 
に
改
め
る
。

（
1
2
）
 
「
訳
注
」
の
「
開
口
致
楊
陸
」
の
注
釈
参
照
。

（
1
3
）
 
『
静
志
居
詩
話
』
巻
十
八
の
謂
元
春
の
条
に
は
「
充
其
意
不
読
一
巻
書
、
喜
泣
錬
於
作
者
。
此
先
文
恪
斥
為
亡
国
之
音
也
」
と
あ
る
。

（
1
4
）
 
『
静
志
居
詩
話
』
巻
十
七
、
鍾
梶
の
条
。

（
1
5
）
 
例
え
ば
、
吉
川
幸
次
郎
『
元
明
詩
概
説
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
年
）
二
二
四
頁
参
照
。

（
1
6
）
 
「
王
学
士
西
征
草
序
」
（
『
曝
書
亭
集
」
巻
三
十
七
）
。

（
1
7
）
 
「
葉
李
二
使
君
合
刻
詩
序
」
（
『
曝
書
亭
集
』
巻
三
十
八
）
。

（
1
8
）
 
『
静
志
居
詩
話
』
巻
二
十
二
の
李
折
の
条
に
「
愈
愈
間
、
詩
家
多
惑
干
寛
陵
流
派
」
と
あ
り
、
朱
の
い
う
寛
陵
派
の
詩
体
の
流
行
と
は
天
啓
・

 
 
崇
禎
年
間
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
9
）
 
「
訳
注
」
参
照
。
ま
た
、
王
氏
前
掲
書
も
こ
の
解
釈
を
と
る
。

（
2
0
）
 
葉
・
鍾
氏
前
掲
書
参
照
。

（
2
1
）
 
拙
稿
「
朱
舞
尊
に
お
け
る
宋
詩
批
判
」
（
『
言
語
文
化
論
集
』
第
三
十
三
号
、
筑
波
大
学
、
一
九
九
一
年
）
参
照
。

（
2
2
）
 
「
訳
注
」
の
「
紛
紛
流
派
別
」
の
注
釈
参
照
。

（
2
3
）
 
『
説
郭
』
続
弓
十
九
に
収
あ
る
『
挙
止
余
話
』
で
も
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
が
、
「
始
一
変
時
習
」
を
「
始
欲
一
変
時
習
」
に
作
る
。

（
2
4
）
 
こ
の
解
釈
は
王
氏
前
掲
書
の
所
説
に
よ
る
。

（
2
5
）
 
拙
稿
「
朱
舞
尊
に
お
け
る
宋
詩
批
判
」
参
照
。

（
2
6
）
 
な
お
、
取
り
上
げ
な
か
っ
た
詩
の
う
ち
、
「
其
八
」
「
其
九
」
は
、
孔
子
の
七
十
二
人
の
弟
子
の
一
人
の
公
伯
寮
と
後
漢
の
大
儒
平
谷
を
孔
子
と

 
 
あ
わ
せ
て
祭
る
べ
き
で
な
い
と
す
る
論
へ
の
反
対
意
見
を
表
す
も
の
で
、
「
其
十
」
は
達
意
の
辞
を
尊
重
し
、
い
た
ず
ら
に
多
く
の
言
葉
を
費
や

 
 
す
こ
と
を
戒
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
詩
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
に
つ
い
て
は
問
題
が
残
る
が
、
そ
う
し
た
十
二
首
全
体
の
構
造
に
関
わ

 
 
る
点
は
、
ま
た
稿
を
改
め
て
論
ず
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
2
7
）
 
「
日
講
官
起
居
注
翰
林
院
検
討
朱
公
舞
尊
墓
誌
銘
」
（
『
碑
白
蔓
』
巻
四
十
五
）
。

朱
舞
尊
の
「
斎
中
読
書
十
二
首
」
（
其
十
一
）
に
つ
い
て

五


