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増

子

和

男

零
詩
語
奇
体
峻
、
意
亦
造
奇

前

口

 
三
碧
の
詩
人
・
蔭
参
は
、
「
辺
塞
詩
人
」
の
名
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
が

少
な
く
な
い
。
そ
れ
は
、
詩
人
自
ら
が
二
度
、
合
計
四
年
の
長
き
に
渉
っ
て
塞

外
に
滞
在
し
、
そ
の
目
で
見
、
耳
で
聞
き
、
肌
で
感
じ
た
事
ど
も
を
詩
に
詠
じ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
そ
の
詩
は
、
表
現
と
し
て
は
伝
統
に
の
っ
と
り
な

が
ら
も
、
臨
場
感
に
お
い
て
傑
出
し
、
読
む
者
を
惹
き
つ
け
ず
に
は
お
か
な
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ
 

迫
力
と
魅
力
と
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
勢
い
、
従
来
の
、
と
り
わ
け
我
が
国
の

人
々
の
関
心
は
、
よ
り
多
く
辺
塞
詩
に
集
中
し
が
ち
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
そ
れ
は
零
参
の
作
品
の
、
あ
く
ま
で
も
一
側
面
-
極
め
て
突
出
し

た
側
面
で
は
あ
る
が
一
に
過
ぎ
な
い
。

 
今
日
伝
え
ら
れ
る
、
そ
の
四
〇
三
篇
の
作
品
の
う
ち
、
辺
塞
詩
は
、
わ
ず
か

七
十
数
篇
に
過
ぎ
ず
、
し
か
も
、
彼
の
作
品
を
評
価
す
る
に
際
し
て
頻
用
さ
れ

る
評
語
「
奇
」
も
ま
た
、
元
来
は
辺
塞
詩
に
向
け
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。

 
そ
れ
は
、
零
参
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
人
で
あ
る
毒
血
が
、
自
ら
の
編
ん
だ
詞
華

集
の
『
河
岳
英
霊
集
』
（
巻
草
中
）
に
お
い
て
、

と
評
し
た
の
を
嗜
矢
と
す
る
が
、
『
河
岳
英
霊
集
』
に
、
辺
塞
詩
と
目
さ
れ
る

も
の
は
一
篇
も
な
い
。

 
そ
の
伝
統
を
引
き
継
い
で
か
、
中
国
で
は
我
が
国
と
同
じ
く
、
零
参
の
辺
塞

詩
人
と
し
て
の
側
面
に
、
強
い
関
心
が
払
わ
れ
て
い
る
一
方
で
、
そ
の
作
品
の

多
く
を
占
め
る
「
非
辺
塞
詩
」
と
も
言
う
べ
き
も
の
に
も
少
な
か
ら
ぬ
注
意
が

傾
け
ら
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

 
「
春
夢
一
春
の
夢
」
と
題
す
る
作
品
も
、
そ
う
し
た
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。

洞
房
昨
夜
春
風
起

遥
憶
美
人
湘
江
水

枕
上
片
時
春
夢
中

行
雨
江
南
数
千
里

ど
う
ば
う

洞
房
 
昨
夜
 
春
風
起
こ
り

は
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
も
 
 
 
 
し
や
う
か
う

遥
か
に
美
人
を
憶
ふ
 
湘
江
の
水

ち
ん
じ
や
う
 
 
へ
ん
じ
 
 
 
 
 
 
 
 
う
ち

枕
上
 
片
時
 
春
夢
の
中

 
 
 
 
 
 
か
う
な
ん

行
き
尽
く
す
 
江
南
 
数
千
里

 
こ
の
作
品
は
、
中
国
に
お
い
て
は
『
河
心
英
霊
集
』
以
来
、
比
較
的
多
く
の

詞
華
集
に
収
載
さ
れ
、
今
日
で
も
少
な
か
ら
ぬ
人
々
に
よ
っ
て
注
釈
が
加
え
ら

［197）

零
参
「
春
夢
」
詩
解
釈
存
疑



r
．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
）

れ
て
い
る
が
、
我
が
国
で
は
、
そ
の
例
が
極
め
て
少
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の

作
品
を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
よ
り
多
く
中
国
の
注
釈
書
を
参
考
に
す
る

こ
と
と
な
る
の
だ
が
、
そ
の
注
釈
書
の
大
部
分
の
示
し
た
「
伝
統
的
」
な
見
解

に
、
少
な
か
ら
ぬ
疑
問
を
覚
え
、
し
か
も
異
説
を
唱
え
る
声
が
あ
ま
り
に
小
さ

い
事
に
不
満
を
持
っ
た
。

 
山
陰
・
崔
国
輔
↓
L
議
に
、
「
美
人
清
江
・
嘩
、
是
・
時
垂
髪
ご
と

あ
る
が
、
こ
こ
に
言
う
美
人
が
崔
国
輔
そ
の
人
で
あ
る
と
い
う
例
の
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
6
）

る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

 
右
の
論
拠
を
検
証
し
た
い
。

 
ま
ず
ω
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
今
日
我
々
が
比
較
的
容
易
に
こ
の
作
品
を
見

る
こ
と
の
で
き
る
、
古
典
の
テ
キ
ス
ト
は
、
次
の
十
一
種
で
あ
る
。

 
 
 
 
ぬ

思
い
つ
つ
寝
れ
ば
や
人
の
見
え
つ
ら
む
夢
と
知
り
せ
ば
覚
め
ざ
ら
ま
し
を

 
『
古
今
和
歌
集
』
巻
十
二
に
収
め
る
、
小
野
小
町
の
歌
で
は
、
「
人
」
は
思

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぞ
 

う
人
で
あ
り
、
そ
れ
は
恋
の
歌
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

 
「
春
夢
」
と
題
す
る
零
話
の
作
品
を
一
読
し
た
時
、
筆
者
が
連
想
し
た
の
は
、

右
に
示
し
た
小
野
小
町
の
歌
で
あ
っ
た
。
恐
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
歌
を
伝
統
と

し
て
有
す
る
我
が
国
の
人
々
の
中
で
、
同
様
な
感
想
を
抱
く
の
は
、
筆
者
一
人

で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
と
こ
ろ
が
、
中
国
の
多
く
の
入
曽
は
そ
う
見
な
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぎ

 
劉
開
揚
『
零
参
詩
選
』
で
は
、
概
ね
次
の
二
点
を
理
由
と
し
て
、
こ
の
作

品
が
恋
愛
を
う
た
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
、
友
人
を
思
う
詩
で
あ
る

と
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
 
こ
く

①
唐
、
股
旙
『
河
岳
英
霊
集
』
中
 
②
五
代
・
蜀
、
章
穀
『
才
調
集
』
七

 
 
 
り
ぎ
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ
う
げ
ん

③
宋
、
李
萌
ら
奉
勅
撰
『
文
苑
英
華
』
一
五
七
 
④
宋
、
挑
鉱
『
唐
文
粋
』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ん
こ
う

一
五
 
⑤
宋
、
計
有
功
『
唐
詩
紀
事
』
一
ゴ
ニ
 
⑥
明
、
趙
宙
光
・
黄
習
遠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
う
へ
い

『
万
首
唐
人
絶
句
』
一
二
 
⑦
明
、
高
足
『
唐
詩
品
彙
』
四
八
 
⑧
清
、

ま
う
て
い
き
ゅ
う

彰
定
求
ら
奉
勅
撰
『
全
唐
詩
』
二
〇
一
 
以
上
、
総
集
⑨
『
正
嘉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
せ
い
な
ん

州
詩
』
七
（
明
、
正
徳
庚
辰
〔
一
五
二
〇
年
〕
済
南
刊
本
、
四
部
叢
刊
初

篇
影
印
）
 
⑩
『
峯
嘉
州
集
』
八
（
『
唐
五
十
家
詩
集
』
五
、
明
、
銅
活

字
本
、
上
海
古
籍
出
版
社
影
印
、
一
九
八
一
年
）
⑪
『
零
中
州
詩
』
八
（
引

上
菊
隠
谷
、
日
本
、
京
都
天
王
寺
屋
市
郎
兵
衛
刊
本
、
寛
保
元
年
〔
一
七

四
こ
、
『
和
刻
本
漢
詩
集
成
 
唐
詩
篇
』
第
五
輯
、
汲
古
書
院
影
印
、
一

九
七
五
年
）
1
以
上
、
別
集

（198）

ω
「
遥
憶
美
人
」
は
、
『
文
苑
英
華
』
（
巻
一
五
七
）
に
、
＝
に
故
人
尚

 
隔
に
作
る
」
と
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
「
美
人
」
と
は
「
故
人
」

 
（
友
人
）
を
指
す
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

ω
そ
れ
は
例
え
ば
、
王
昌
齢
の
「
曇
従
弟
善
南
斎
・
聾
韓
．
げ
具
騰

 
こ
れ
ら
の
う
ち
、
劉
氏
の
指
摘
以
外
に
、
そ
の
本
文
を
「
遥
憶
美
人
」
で
は

な
く
「
故
人
尚
隔
」
に
作
っ
て
い
る
の
は
、
⑤
『
唐
詩
紀
事
』
、
⑧
『
全
唐
詩
』
、

そ
し
て
⑪
『
和
刻
本
零
嘉
州
詩
』
の
三
種
で
あ
っ
た
。

 
劉
氏
が
特
に
『
文
苑
英
華
』
の
、
コ
に
『
故
人
二
面
』
に
作
る
」
と
い
う



記
述
を
重
視
し
た
の
は
、
奉
勅
撰
と
い
う
権
威
あ
る
、
し
か
も
田
代
に
成
立
し

た
総
集
に
、
既
に
「
故
人
尚
隔
」
と
す
る
テ
キ
ス
ト
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ
だ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
「
故
人
な
ほ
隔
つ
 
湘
江
の
水
」
一
こ
れ
が
零
参
の
オ

リ
ジ
ナ
ル
を
伝
え
て
い
る
と
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
作
品
は
当
然
、
唐
詩
に
多
く

見
ら
れ
る
典
型
的
な
友
愛
の
詩
と
解
釈
す
べ
き
も
の
と
な
る
。
ま
し
て
（
時
代

は
下
っ
、
て
も
、
奉
勅
撰
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
『
全
唐
詩
』
本
文
に
「
故

人
尚
隔
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
本
文
の
可
能
性
も
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
フ
 

否
定
し
難
い
影
響
力
を
持
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

 
②
に
つ
い
て
。
今
日
で
こ
そ
、
「
美
人
」
（
も
し
く
は
「
佳
人
」
）
と
い
う
こ

と
ば
は
、
女
性
を
示
す
語
と
し
て
定
着
し
て
い
る
が
、
古
く
は
、
男
女
を
問
わ

ず
用
い
ら
れ
、
容
姿
の
美
し
さ
の
み
な
ら
ず
、
賢
人
、
有
徳
の
人
な
ど
を
も
指

す
も
の
で
あ
っ
た
。

○
其
弟
美
人
也
。
愛
弟
非
愛
美
人
也
（
『
墨
子
』
巻
十
一
「
小
取
」
）

○
西
方
美
人
、
彼
美
人
分
、
西
方
之
早
撃
（
『
詩
経
』
祁
風
「
簡
分
」
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
〔
後
漢
、
鄭
雨
止
〕
彼
美
人
謂
画
人
也
。

○
望
美
人
分
未
来
（
『
楚
辞
』
九
歌
「
小
下
命
」
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
〔
後
漢
、
王
逸
注
〕
美
人
平
々
命
。

○
惟
佳
人
之
三
都
分
（
『
楚
辞
』
九
章
「
悲
回
風
」
）

 
〔
王
逸
注
〕
佳
人
謂
懐
嚢
王
也
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
朝
与
佳
無
期
、
日
夕
殊
角
々
（
魏
、
文
星
「
秋
胡
行
」
）

○
美
人
遊
不
還
、
佳
期
何
由
敦
（
南
朝
・
宋
、
謝
霊
運
「
石
門
新
3
二
-
営

・
、
所
プ
住
・
二
四
面
高
輿
逓
饗
聯
繋
茂
構
・
，
」
）

零
参
「
春
夢
」
詩
解
釈
存
疑

 
さ
ら
に
、
明
ら
か
に
女
性
の
こ
と
を
う
た
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
作
者
が

何
ら
か
の
寓
意
を
こ
め
る
1
或
い
は
何
ら
か
の
寓
意
を
こ
め
て
い
る
と
見
る

一
伝
統
を
、
こ
の
国
は
有
す
る
。

美
女
妖
且
閑

采
土
岐
垣
間

柔
条
紛
再
再

葉
落
何
嗣
嗣

 
（
中
略
）

衆
人
何
傲
傲

安
知
彼
所
再

挙
年
処
房
室

中
夜
起
長
歎

 
 
 
 
 
か
ん

美
女
妖
か
つ
閑
な
り

 
 
と

桑
を
起
る
 
岐
路
の
間

じ
う
じ
ゃ
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぜ
ん
ぜ
ん

柔
条
 
紛
と
し
て
再
再
た
り

 
 
 
 
 
へ
ん
ぺ
ん

葉
落
 
何
ぞ
翻
翻
た
る

衆
人

い
つ
く

 
 
が
う
が
う

何
ぞ
傲
当
た
る

 
 
み

安
ん
ぞ
彼
の
観
る
所
を
知
ら
ん

 
 
 
 
 
ば
う
し
つ
 
 
を

盛
年
に
し
て
房
室
に
処
り

中
夜
 
起
ち
て
長
歎
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ

（
魏
、
曹
植
「
美
女
篇
」
）

 
美
女
が
世
人
に
騒
が
れ
な
が
ら
も
、
夫
と
な
る
べ
き
人
を
選
び
つ
つ
、
な
お

わ
び
し
く
暮
ら
す
、
と
い
う
の
が
表
面
に
う
た
わ
れ
た
内
容
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
は
、
才
能
の
あ
る
人
が
、
才
能
を
認
め
ら
れ
な
が
ら
も
仕
え
る
こ
と
の
で

き
な
い
歎
き
を
、
美
女
に
託
し
て
う
た
っ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

（
1
3
）

る
。

 
以
上
、
劉
氏
の
示
し
た
二
点
の
論
拠
に
つ
い
て
見
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、

他
の
概
ね
の
注
釈
者
の
態
度
も
、
「
春
夢
」
詩
を
恋
愛
詩
と
見
る
こ
と
に
否
定

的
で
、
友
人
を
思
う
詩
と
見
為
す
と
い
う
点
で
は
、
劉
氏
の
説
と
同
じ
で
あ
る
。
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し
か
も
、
そ
う
し
た
見
解
を
示
す
に
際
し
て
は
、
敢
て
理
由
を
述
べ
る
も
の
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ

文
字
通
り
、
数
え
る
ほ
ど
に
過
ぎ
な
い
。

 
そ
れ
は
何
故
か
1
答
え
は
、
こ
の
国
の
、
詩
を
作
り
、
そ
の
作
品
を
愛
容

す
る
背
景
と
な
っ
た
「
伝
統
」
に
存
し
よ
う
。

 
こ
の
国
の
伝
統
で
は
、
愛
情
、
と
り
わ
け
作
者
自
身
の
恋
愛
体
験
を
、
一
人

称
的
な
視
点
か
ら
主
体
的
に
作
る
こ
と
に
、
あ
る
種
の
禁
忌
を
持
っ
て
来
た
。

そ
の
最
大
の
要
因
は
、
こ
の
国
の
人
々
を
長
く
拘
束
し
た
三
教
の
存
在
が
上
げ

ら
れ
よ
う
。
詩
作
を
し
、
詩
を
愛
歯
し
得
る
だ
け
の
知
識
と
教
養
を
持
っ
た
人

-
士
大
夫
 
 
で
あ
れ
ば
、
た
て
ま
え
と
し
て
、
そ
の
拘
束
に
従
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。
礼
教
に
従
っ
て
こ
そ
-
或
い
は
表
面
だ
け
で
も
従
っ
て
見
せ
て
こ

そ
 
 
士
大
夫
は
士
大
夫
た
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。

 
も
ち
ろ
ん
、
中
国
の
古
典
詩
に
恋
愛
詩
が
皆
無
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
作

者
自
身
が
直
接
に
関
与
し
な
い
三
人
称
的
な
視
点
か
ら
三
人
称
的
な
女
性
を
描

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

く
と
い
う
形
の
恋
愛
詩
は
極
め
て
多
く
存
在
す
る
。
だ
が
、
左
に
示
す
晩
唐

 
 
 
 
ち
ょ
う
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め
 

の
詩
人
、
趙
暇
の
「
江
回
書
感
I
I
江
楼
に
て
感
を
書
す
」
の
よ
う
な
例
は

必
ず
し
も
多
く
な
い
。

独
上
江
楼
思
滑
然

月
光
如
水
水
連
天

同
来
翫
三
人
何
処

風
景
依
稀
似
去
年

 
 
か
う
ろ
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
べ
う
ぜ
ん

独
り
江
楼
に
上
れ
ば
 
思
ひ
平
然

月
光
 
水
の
如
く
 
水
 
天
に
連
な
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
て
あ
そ

同
に
来
た
り
て
 
月
を
翫
び
し
 
人
は
何
れ
の
処

ぞ 
 
 
い
 
き

風
景
 
依
稀
と
し
て
去
年
に
似
た
り

我
が
国
、
江
戸
期
の
服
部
南
郭
は
、
伝
統
的
解
釈
に
従
っ
て
「
人
」
を
知
音

（
親
友
）
と
見
て
い
る
施
、
『
唐
詩
紀
事
』
（
五
六
）
や
五
代
・
南
漢
、
鑑
定

 
 
と
う
せ
き
げ
ん

保
『
唐
撫
言
』
（
一
五
）
、
或
い
は
元
、
辛
文
房
『
唐
才
子
伝
』
（
七
）
な
ど
に
、

作
者
と
愛
住
と
の
悲
恋
の
逸
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
人
」
と
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

そ
の
愛
姫
を
指
す
と
の
説
が
広
く
行
わ
れ
て
い
る
。

 
こ
の
作
品
の
よ
う
に
、
作
者
の
一
人
称
的
な
恋
愛
詩
が
、
そ
う
し
た
作
品
に

禁
忌
を
持
つ
伝
統
の
中
で
、
比
較
的
早
期
か
ら
人
々
に
認
知
さ
れ
た
の
は
、
作

者
の
悲
恋
と
い
う
、
い
わ
ば
免
罪
符
の
存
在
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
「
春
夢
」
詩
に
は
、
右
の
例
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
作
者
の
零
参
に
は
、
恋
愛
に
ま
つ
わ
る
有
名
な
逸
話

が
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

 
従
っ
て
、
零
参
が
、
伝
統
を
重
ん
じ
、
礼
教
に
忠
実
た
る
べ
き
士
大
美
で
あ

る
限
り
、
そ
の
作
品
で
あ
る
「
春
夢
」
詩
も
ま
た
、
伝
統
の
閾
の
内
に
置
い
て
 
、
⑩

解
釈
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
大
方
の
注
釈
者
た
ち
の
見
解
と
す
る
こ
と
 
 
喀

が
で
き
る
。

 
こ
の
ほ
か
、
美
人
1
1
友
人
説
を
「
補
強
」
す
る
指
摘
も
存
在
す
る
。

 
そ
れ
は
「
春
夢
」
詩
の
第
二
句
「
遥
憶
美
人
湘
江
水
」
が
、
魏
、
曹
植
の
「
雑

詩
」
（
六
首
其
ノ
四
）
の
第
一
句
か
ら
第
四
句
を
ふ
ま
え
て
い
る
と
い
う
指
摘

 
 
（
1
9
）

で
あ
る
。

南
国
有
佳
人

容
華
若
桃
李

朝
三
江
北
岸

日
夕
宿
白
丸

南
国
に
佳
人
あ
り

 
 
 
 
 
 
リ
ナ
ロ
と

亡
霊
 
桃
李
の
若
し

 
 
か
う
ほ
く

朝
に
江
北
の
岸
に
遊
び

 
 
 
 
し
や
う
し

'
日
夕
に
 
湘
祉
に
宿
る



時
俗
薄
三
二

誰
為
発
皓
歯

下
歯
歳
将
暮

栄
耀
難
久
侍

 
 
 
 
 
 
か
ろ

時
俗
 
朱
顔
を
薄
ん
ず

た
た
め
 
か
う
し
ひ
ら

誰
が
為
に
か
皓
歯
を
発
か
ん

ふ
ぎ
や
う
 
 
 
 
 
 
 
と
し
 
 
ま
さ

挽
仰
に
し
て
汐
止
に
暮
れ
ん
と
す

え
い
や
う
 
 
 
 
 
 
 
 
た
の

栄
耀
も
久
し
く
は
侍
み
難
し

 
『
文
選
』
巻
二
九
に
収
載
さ
れ
る
右
の
詩
は
、
打
ち
棄
て
ら
れ
て
顧
み
ら
れ

な
い
「
佳
人
」
を
う
た
い
な
が
ら
、
そ
の
裏
に
は
、
才
能
あ
る
人
が
用
い
ら
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ぬ
歎
き
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。

 
「
春
夢
」
詩
が
、
こ
の
作
品
を
ふ
ま
え
て
い
る
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
が
ど

れ
ほ
ど
か
が
問
題
に
な
ろ
う
。
或
い
は
「
美
人
」
の
性
別
に
関
係
な
く
、
文
字

や
情
景
の
共
通
性
か
ら
、
こ
う
し
た
指
摘
が
為
さ
れ
た
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

が
、
こ
こ
で
「
春
夢
」
詩
を
友
人
を
思
う
詩
と
見
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
用
語

だ
け
で
は
な
く
、
「
雑
芸
」
が
結
局
は
男
性
の
こ
と
を
う
た
っ
て
い
る
と
い
う

点
を
も
ふ
ま
え
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

二

 
こ
う
し
た
伝
統
的
解
釈
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
「
美
人
」
は
当
然
男
性
で
あ
り
、

「
春
夢
」
詩
が
友
人
を
う
た
っ
た
作
品
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
の
は
至
極
当
然

の
こ
と
と
な
る
。
そ
の
結
果
と
じ
て
、
多
く
の
注
釈
者
た
ち
は
、
そ
う
し
た
「
自

明
の
常
識
」
に
敢
て
説
明
を
労
す
る
必
要
を
認
め
ず
、
「
美
人
は
故
人
を
指
す
」

 
 
或
い
は
ま
た
、
こ
の
作
品
は
友
人
を
指
す
と
の
み
記
し
、
他
の
可
能
性
に

つ
い
て
も
言
及
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

 
し
か
し
、
本
当
に
他
の
解
釈
の
成
立
す
る
余
地
が
全
く
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
は
、
伝
統
的
解
釈
が
、
そ
れ
ほ
ど
完
壁
な
の
で
あ
ろ
う
か
一
こ
れ
が

零
参
「
春
夢
」
詩
解
釈
存
疑

本
稿
一
で
見
た
伝
統
的
解
釈
に
対
す
る
素
朴
な
疑
問
で
あ
る
。

 
今
度
は
、
別
の
角
度
か
ら
劉
氏
の
説
等
を
見
直
す
こ
と
と
し
た
い
。

 
ま
ず
、
第
二
句
目
「
監
督
美
人
」
を
「
故
人
懸
隔
」
と
す
る
テ
キ
ス
ト
が
、

古
く
か
ら
存
在
す
る
と
い
う
指
摘
に
つ
い
て
。

 
確
か
に
、
宋
、
計
有
功
『
唐
詩
紀
事
』
を
は
じ
め
と
す
る
数
種
の
テ
キ
ス
ト

が
「
故
人
尚
隔
」
と
し
て
い
た
。
し
か
も
、
唐
詩
を
見
よ
う
と
す
れ
ば
、
ま
ず

依
拠
す
る
『
文
苑
英
華
』
（
こ
こ
で
は
〔
注
〕
で
あ
っ
た
が
）
、
そ
し
て
『
全
唐

詩
』
の
「
権
威
」
に
よ
る
裏
付
け
も
あ
っ
た
。

 
し
か
し
、
零
参
と
同
じ
時
期
の
人
で
あ
る
段
旙
の
『
河
岳
英
霊
集
』
を
は
じ

め
、
五
代
・
蜀
、
章
穀
『
才
調
集
』
、
『
文
苑
英
華
』
（
本
文
）
な
ど
、
ほ
と
ん

ど
の
テ
キ
ス
ト
が
「
遥
憶
美
人
」
と
し
て
い
る
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
。

 
ま
た
、
「
美
人
」
（
佳
人
）
が
、
女
性
ば
か
り
で
は
な
く
男
性
を
も
指
す
こ
と

は
先
に
示
し
た
例
に
よ
っ
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
直
ち
に

友
人
と
結
び
つ
く
か
ど
う
か
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

 
申
国
の
古
典
詩
に
は
、
劉
氏
の
指
摘
し
た
作
品
の
み
な
ら
ず
、
友
人
を
思
う

作
品
が
数
多
く
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
思
う
友
人
を
「
美
人
」
（
佳
人
）

と
す
る
作
品
も
、
劉
氏
の
示
し
た
例
以
外
に
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
こ
と
も
ま
た

 
 
 
 
 
む

事
実
で
あ
る
。

 
け
れ
ど
も
、
「
春
夢
」
詩
の
場
合
は
、
そ
れ
ら
の
例
と
は
異
な
り
、
詩
題
や

本
文
か
ら
、
「
美
人
」
が
友
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
必
然
性
は
見
出

し
得
な
い
と
言
っ
て
良
い
。
仮
に
伝
統
的
解
釈
に
従
え
ば
そ
う
な
る
と
の
主
張

が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
伝
統
に
即
し
て
類
推
で
き
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
「
美

人
」
（
佳
人
）
が
男
性
を
指
す
可
能
性
が
大
き
い
こ
と
、
そ
の
男
性
が
時
と
し

て
友
人
を
指
す
場
合
が
あ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
多
く
の
注
釈
者
の
よ
う
に
、
そ

（201）



れ
以
外
の
解
釈
を
認
み
な
い
ほ
ど
絶
対
的
解
釈
で
は
あ
り
得
ま
い
。

 
そ
し
て
「
春
夢
」
詩
の
第
二
句
「
遥
憶
美
人
湘
江
水
」
と
い
う
句
が
典
故
と

し
て
ふ
ま
え
た
と
指
摘
さ
れ
る
魏
、
曹
植
「
雑
詩
」
の
「
南
国
有
佳
人
～
日

夕
宿
湘
泄
」
が
、
時
代
の
推
移
と
共
に
典
故
と
し
て
の
ふ
ま
え
ら
れ
方
に
変
化

を
来
た
し
て
い
る
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
本
来
形
姿
は
、
表
面

的
に
は
打
ち
棄
て
て
顧
み
ら
れ
な
い
女
性
を
う
た
い
な
が
ら
、
そ
の
裏
に
、
用

い
ら
れ
な
い
不
遇
な
才
子
の
歎
き
を
こ
め
た
も
の
と
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
時

代
が
経
つ
に
つ
れ
、
そ
の
寓
意
は
い
つ
し
か
閑
却
さ
れ
、
や
が
て
は
単
に
美
女

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま

そ
の
も
の
を
う
た
う
場
合
の
典
故
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
さ
れ
る
。

 
こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
美
人
」
（
佳
人
）
が
男
性
を
指
す
可
能
性
が
高
く
と
も
、

女
性
を
指
す
可
能
性
も
全
く
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
。 

唐
詩
の
中
に
も
「
美
人
」
（
佳
人
）
が
女
性
そ
の
も
の
を
指
し
、
そ
の
裏
に

何
ら
の
寓
意
も
こ
め
ら
れ
て
い
な
い
、
次
の
よ
う
な
作
品
も
存
す
る
こ
と
を
思

っ
た
と
き
、
伝
統
的
解
釈
も
必
ず
し
も
完
壁
な
も
の
と
は
言
え
な
い
こ
と
に
な

ろ
う
。

此
地
曽
経
翠
螢
過

浮
雲
流
水
寛
如
何

香
錆
南
国
美
人
尽

怨
入
東
風
芳
草
多

残
柳
宮
前
空
露
葉

夕
陽
江
上
浩
姻
波

行
人
遥
起
広
陵
思

 
 
 
 
か
つ
て
 
 
す
み
れ
ん
 
 
よ
ぎ

此
の
地
曽
経
翠
賛
過
る

 
 
 
 
 
 
つ
い
 
 
 
い
か
ん

浮
雲
 
流
水
 
寛
に
如
何

 
 
 
 
せ
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ

香
は
南
国
に
錆
し
て
 
美
人
尽
き

怨
み
は
東
風
に
入
り
て
 
芳
草
多
し

 
 
 
き
う
ぜ
ん

残
柳
 
宮
前
 
茎
葉
空
し
く

夕
陽
 
江
上
 
煙
波
 
浩
た
り

行
人
 
遥
か
に
起
こ
す
 
広
陵
の
思
ひ

＼

古
渡
月
明
聞
樟
歌
 
古
渡

 
 
 
 
 
 
 
た
う
か

月
明
ら
か
に
し
て
 
悼
歌
を
聞
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
3
）

 
 
 
 
（
劉
槍
「
経
3
リ
場
帝
行
宮
ご
）

以
上
の
三
点
か
ら
、
伝
統
的
解
釈
も
必
ず
し
も
完
壁
で
は
な
く
、

の
成
り
立
つ
余
地
が
存
す
る
と
言
え
よ
う
。

三

界
の
解
釈

 
伝
統
的
解
釈
か
ら
離
れ
て
、
こ
の
作
品
を
解
釈
す
る
と
し
た
な
ら
ば
、

よ
う
な
可
能
性
が
生
じ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

 
清
、
唐
草
詞
は
、
『
唐
詩
解
』
に
お
い
て
、

ど
の

①
．
」
の
「
美
人
」
は
必
ず
や
槙
淋
的
歌
吻
を
指
し
て
い
よ
㌔
 
 
吻

②
そ
の
人
物
は
、
『
詩
経
』
翻
風
「
桑
中
」
に
示
さ
れ
た
、
衛
の
国
の
 
陀

 
娘
の
類
で
あ
る
。

と
し
、
「
美
人
」
を
女
性
と
と
ら
え
、
こ
の
作
品
を
作
者
の
恋
愛
経
験
を
ふ
ま

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

え
た
、
第
一
人
称
的
恋
愛
詩
と
見
て
い
る
。

裳
采
唐
 

沫
之
郷
 

云
誰
之
思

美
孟
姜
 

こ
こ袋

に
唐
を
采
る

沫
の
郷
に

こ
こ
に
誰
を
か

 
 
 
ま
う
き
や
う

美
な
る
孟
姜

こ
れ
思
ふ

（『

轟
o
』
学
風
「
桑
中
」
）



 
古
典
的
解
釈
に
従
え
ば
、
衛
の
公
室
は
淫
乱
で
、
身
分
の
上
下
を
問
わ
ず
互

い
の
妻
妾
と
通
じ
、
桑
中
の
野
（
今
の
河
北
省
漢
陽
県
の
付
近
）
に
密
会
し
た

と
す
る
。

 
爾
来
、
「
桑
中
」
と
言
え
ば
、
男
女
が
ひ
そ
か
に
逢
引
き
を
す
る
こ
と
を
称

す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
「
洞
房
（
奥
ま
っ
た
部
屋
）
」
で
ひ
と
り
眠
る
作
者
の

枕
辺
に
結
ぶ
春
の
夢
が
恋
の
夢
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
今
日
の
異
国
の
民
で
あ

る
我
々
に
も
、
は
な
は
だ
解
り
易
い
と
言
え
ば
解
り
易
い
。

 
我
が
国
で
も
な
じ
み
深
い
『
三
体
詩
』
（
巻
一
）
に
載
せ
る
次
の
作
品
は
、

「
春
夢
」
詩
と
同
じ
く
春
の
夢
を
う
た
い
、
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
女
性
を
思

う
詩
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

酷
憐
風
月
為
多
情

還
詫
言
層
別
壬
生

椅
柱
尋
思
倍
個
恨

一
場
春
夢
不
分
明

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
め

酷
だ
風
月
を
憐
れ
む
は
多
情
な
る
が
為
な
り

ま還
た
春
時
に
到
っ
て
 
別
恨
生
ず

 
 
よ
 
 
 
 
じ
ん
し
 
 
 
 
 
 
ま
す
ま
す
ち
ゅ
う
ち
や
う

柱
に
回
り
て
尋
思
す
れ
ば
倍
個
恨
た
り

一
場
の
春
夢
 
分
明
な
ら
ず

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
張
挺
「
寄
憂
人
二
」
）

 
こ
の
作
品
も
、
古
く
は
「
春
夢
」
詩
と
同
じ
く
、
友
人
を
思
う
詩
と
さ
れ
た

が
、
我
が
国
、
江
戸
期
の
説
（
雪
）
心
慈
母
（
弓
隠
）
は
、
『
三
体
詩
素
隠
抄
』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

（
上
）
に
お
い
て
「
妻
ノ
処
ヘ
ヨ
ス
ル
詩
ナ
リ
。
旅
ニ
テ
ノ
作
ナ
リ
。
」
と
し
た
。

さ
ら
に
、
村
上
哲
見
『
三
体
詩
』
（
一
）
で
は
、

①
「
人
」
と
は
し
ば
し
ば
あ
る
特
定
の
人
を
指
す
。
「

 
こ
こ
は
お
そ
ら
く
は
お
も
い
人
で
あ
ろ
う
。

零
参
「
春
夢
」
詩
解
釈
存
疑

②
第
一
句
を
旧
訓
は
み
な
、
「
多
情
」
を
風
月
に
か
け
る
が
、
風
月
を
は

 
な
は
だ
し
く
憐
れ
む
に
は
（
自
分
が
）
多
情
な
る
ゆ
え
だ
、
と
ど
こ
ま

 
で
も
作
者
自
身
を
主
に
し
て
い
う
と
考
え
る
方
が
良
い
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
し
、
こ
の
作
品
を
（
一
人
称
的
）
恋
愛
詩
と
す
る
。

 
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
作
品
と
「
春
夢
」
詩
と
が
良
く
似
た
構
想
で
あ
る
か
ら
と

い
っ
て
、
「
春
夢
」
詩
を
男
性
が
女
性
を
お
も
う
詩
で
あ
る
と
断
定
す
る
の
は

短
絡
的
に
過
ぎ
よ
う
が
、
似
た
構
想
の
、
し
か
も
「
春
夢
」
詩
と
思
じ
唐
代
の

作
品
が
、
恋
愛
詩
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
見
過
ご
し
に
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
。
伝
統
的
解
釈
が
必
ず
し
も
完
壁
た
り
え
ぬ
以
上
、
他
の
解
釈
が
成
立
す
る

可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
伝
統
的
見
地
と
真
正
面
か
ら
対
立
し
よ

う
と
も
さ
ら
に
は
、
本
稿
一
で
見
た
よ
う
な
問
題
が
そ
の
説
に
あ
ろ
う
と
⑬

も
 
 
「
春
夢
」
詩
を
、
男
性
が
女
性
を
思
う
詩
と
見
為
す
こ
と
は
不
可
能
で
 
 
田

は
な
い
。

 
し
か
し
、
右
の
よ
う
に

能
性
は
生
じ
て
も
、

「
春
夢
」
詩
を
男
性
が
女
性
を
思
う
詩
と
見
為
す
可

①
た
て
ま
え
と
し
て
、
一
人
称
の
恋
愛
詩
を
認
め
な
い
と
い
う
伝
統
に
そ

 
む
く
と
い
う
点

②
作
者
で
あ
る
峯
参
に
恋
愛
に
ま
つ
わ
る
有
名
な
逸
話
が
残
さ
れ
て
い
な

 
い
と
い
う
点

が
、
い
わ
ば
こ
の
説
の
ア
キ
レ
ス
腱
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
の

＼



辺
が
、
伝
統
的
解
釈
を
奉
ず
る
人
々
か
ら
の
批
判
材
料
と
な
り
、
劉
開
手
『
零

参
詩
選
』
で
は
、
唐
汝
詞
の
説
を
紹
介
し
た
後
、
「
恐
ら
く
、
そ
の
説
は
誤
ま

り
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。

 
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
は
や
は
り
、
伝
統
に
即
し
つ
つ
、
し
か
も
従
来
の
説
と

は
別
の
可
能
性
を
示
す
、
と
い
う
解
釈
が
望
ま
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
 
 
 
 
 
 
 
四

 
こ
の
問
題
を
解
く
鍵
は
、
「
春
夢
」
詩
中
の
「
洞
房
」
と
い
う
語
で
あ
ろ
う
。

 
「
洞
房
」
は
、
一
般
的
に
は
奥
深
い
部
屋
を
指
す
語
と
さ
れ
る
が
、
婦
人
部

屋
（
閨
房
）
を
も
指
す
語
で
あ
る
。

あ
く
ま
で
零
参
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
洞
房
が
婦
人
部
屋
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、

夢
を
見
る
の
は
女
性
で
あ
り
、
美
人
は
す
な
わ
ち
、
そ
の
女
性
の
お
も
う
人
（
男

性
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

 
今
回
、
筆
者
が
調
査
し
た
「
春
夢
」
詩
の
注
釈
書
の
う
ち
、
”
「
美
人
」
は
誰

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ
み
 

か
”
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
も
の
は
十
九
種
。
そ
の
う
ち
、
”
誰
が
「
美
人
」

を
夢
見
て
い
る
か
”
に
つ
い
て
、
そ
の
主
語
を
「
女
性
」
と
見
た
の
は
、
次
の

三
種
で
あ
っ
た
。

①
劉
逸
成
『
唐
詩
小
札
』
 
②
高
光
復
『
耳
管
製
粉
詩
校
注
』

 
 
錯
ほ
か
『
唐
代
絶
句
賞
析
・
続
篇
』

③
劉
学

○
嫡
容
修
態
々
洞
房
些
、
蛾
眉
昌
二
目
騰
光
些
（
『
言
辞
』
招
魂
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ
 
 

○
洞
房
叫
冬
田
漏
壷
（
後
漢
、
王
廷
寿
「
魯
ノ
霊
光
殿
ノ
賦
」
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
う
し
ょ
し
か
う
 
 
 

○
甲
第
崇
高
閣
、
洞
房
結
盟
閣
（
晋
、
陸
機
「
君
子
有
所
思
行
」
）

○
洞
房
殊
未
暁
清
光
信
悠
哉
（
果
沈
約
「
垂
王
臣
丞
聾
心
遠
・
詠
誘
胞

 
，
」
）

○
往
年
曽
約
奮
金
林

 
隈
裏
不
知
金
鋼
落

暗
中
唯
覚
繍
鞭
香

暗懐£往
中三年

か
つ予

て
約
す

知
ら
ず

た唯
だ
覚
ゆ

う
つ
ニ
ん
 
 
し
や
う

欝
金
の
亡

き
ん
で
ん

金
釦
の
落
つ
る
を

し
う
け
い
 
 
か
ん

繍
鞭
の
香
ば
し
き
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（
唐
、
韓
握
「
五
更
」
）

 
「
春
夢
」
詩
に
お
け
る
「
洞
房
」
を
、
右
に
示
し
た
例
の
よ
う
に
婦
人
部
屋

と
す
る
な
ら
、
そ
の
解
釈
は
従
来
と
は
異
な
っ
た
も
の
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、

従
来
の
解
釈
で
は
、
洞
房
（
こ
の
説
で
は
奥
ま
っ
た
部
屋
）
で
夢
を
見
る
の
は

 
但
し
、
こ
の
う
ち
①
は
、
「
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
女
性
か
も
知
れ
な
い
一
也

許
就
是
一
箇
女
子
屯
」
と
述
べ
る
の
み
で
、
確
た
る
理
由
を
述
べ
ず
、
よ
う

や
く
②
と
③
に
お
い
て
、
「
洞
房
」
を
婦
人
部
屋
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
女

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
 

性
が
男
性
を
夢
に
見
る
詩
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

 
十
九
種
の
注
釈
書
の
う
ち
、
わ
ず
か
二
種
の
示
し
た
見
解
と
は
言
え
、
こ
こ

で
は
そ
の
い
わ
ば
小
さ
な
声
に
、
も
っ
と
耳
を
傾
け
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

 
何
故
な
ら
、
女
性
が
男
性
を
夢
に
見
る
と
い
う
1
或
い
は
遠
く
に
居
る
夫
、

或
い
は
恋
人
を
思
う
と
い
う
三
人
称
的
構
想
こ
そ
は
、
一
人
称
的
恋
愛
詩
に
原

則
と
し
て
禁
忌
を
持
つ
中
国
の
伝
統
の
中
で
、
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
認
知
さ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

れ
て
来
た
「
閨
怨
詩
」
の
そ
れ
に
連
な
る
か
ら
で
あ
る
。

 
そ
の
閨
怨
詩
の
う
ち
、
遠
く
に
あ
る
男
性
を
夢
に
見
る
と
い
う
内
容
を
持
つ

作
品
は
、
今
日
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
『
文
選
』
巻
二
二
に
収
め
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る
漢
代
の
楽
府
「
飲
馬
長
立
春
行
」
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

青
青
河
辺
草

翼
壁
思
遠
道

遠
道
不
可
思

夙
昔
夢
見
之

夢
見
在
我
傍

忽
覚
在
佗
郷

三
郷
各
異
県

軽
転
不
可
見

青
青
た
り
 
河
辺
の
草

め
ん
め
ん

縣
縣
と
し
て
遠
道
を
思
ふ

遠
道
 
思
ふ
べ
か
ら
ざ
る
も

し
ゅ
く
せ
き
 
 
 
 
 
 
こ
れ

夙
昔
 
夢
に
之
を
見
る

 
 
 
 
 
 
 
か
た
は
ら

夢
に
見
て
は
我
が
傍
に
在
れ
ど
も

 
 
 
 
さ
 
 
 
 
 
 
 
た
き
や
う

忽
と
し
て
覚
む
れ
ば
佗
郷
に
在
り

 
 
 
お
の
お
の

佗
郷
各
県
を
異
に
し

軽
転
ず
る
も
見
る
べ
か
ら
ず

 
さ
ら
に
ま
た
、
「
春
に
は
女
思
ひ
、
秋
に
は
士
悲
し
む
 
 
春
女
腹
、
秋
思
悲
」

（『

y
南
子
』
 
称
訓
）
と
い
う
こ
と
ば
通
り
、
春
に
夢
見
る
の
は
、
女
性
こ
そ

が
、
或
い
は
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
「
春
に
も
の
思
う
女
性
」
を
う
た
う
の
は
、
『
詩
経
』
以
来
の
伝
統
で
あ
る
。

野
有
死
盛

白
茅
包
之

有
女
懐
春

吉
士
誘
之

 
 
 
き
ん

野
に
死
齋
有
り

は
く
ば
う
 
 
 
 
 
 
こ
れ

白
茅
も
て
 
之
を
包
む

 
 
 
 
 
 
お
も

女
有
り
 
春
を
懐
へ
ば

吉
士
 
之
を
誘
ふ

（『

轟
o
』
野
南
「
野
有
名
躇
」
）

 
ま
た
、
男
性
の
作
者
が
女
性
の
代
り
に
、
そ
の
気
持
ち
を
う
た
う
と
い
う
の

も
、
閨
怨
詩
に
お
い
て
は
最
も
普
遍
的
な
パ
タ
ー
ン
と
し
て
、
そ
の
例
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。
「
春
夢
」
詩
の
作
者
で
あ
る
零
参
と
、
ほ
ぼ
同
時
代
を
生

き
た
李
白
の
「
子
夜
回
歌
（
四
首
其
ノ
三
）
」
は
、
そ
の
最
も
良
く
知
ら
れ
た

例
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

長
安
一
片
月
．

万
戸
播
衣
声

秋
風
吹
不
尽

総
呑
玉
関
情

何
日
平
胡
虜

良
人
罷
遠
征

長
安
 
一
片
の
月

ば
ん
こ
 
 
 
 
 
 
 
う

万
戸
 
衣
を
且
つ
の
声

秋
風
吹
い
て
尽
き
ず

す
 
 
 
 
 
 
 
 
ぎ
ょ
く
く
わ
ん

総
べ
て
是
れ
玉
筆
の
怪

い
つ何

れ
の
日
か
胡
虜
を
平
ら
げ

り
や
う
じ
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や

良
人
 
遠
征
を
罷
め
ん

 
暮
夢
L
詩
を
ど
の
よ
う
に
と
髪
る
か
、
A
・
後
．
」
の
ほ
か
に
も
解
釈
の
可
醐

能
性
が
示
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
段
階
で
は
、
「
閨
怨
の
女
性
が
、
 
陀

遠
い
江
南
の
男
性
（
美
人
）
を
思
う
詩
」
と
見
る
の
が
、
よ
り
実
態
に
近
い
と

言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
 
 
 
 
 
 
結
 
 
 
語

 
以
上
、
「
春
夢
」
詩
に
つ
い
て
、
従
来
大
半
を
ど
め
て
来
た
伝
統
的
解
釈
へ

の
疑
問
と
批
判
、
お
よ
び
別
個
の
解
釈
の
可
能
性
二
種
を
述
べ
て
来
た
。

 
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
検
討
し
て
来
た
三
種
の
解
釈
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
一
つ

を
「
正
し
い
」
と
断
定
す
る
に
は
、
「
春
夢
」
詩
は
決
定
的
な
手
が
か
り
を
欠

い
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
四
に
お
い
て
示
し
た
見
解
も
、
よ
り

実
態
に
近
か
ろ
う
と
い
う
可
能
性
を
示
し
得
て
も
、
そ
れ
を
絶
対
と
述
べ
る
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 

は
、
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
。

零
参
「
春
夢
」
詩
解
釈
存
疑



 
従
っ
て
、
こ
こ
に
示
し
た
三
種
の
解
釈
の
い
ず
れ
を
是
と
見
る
か
、
或
い
は

全
て
を
否
定
し
て
新
た
な
見
解
を
示
す
か
は
、
最
終
的
に
は
読
者
の
判
断
に
委

ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

 
或
い
は
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
に
、
決
定
的
証
拠
を
持
た
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
解

釈
を
成
り
立
た
せ
得
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
作
品
の
「
魅
力
」
が
有
る
と
言
う
べ

き
で
あ
ろ
う
か
。

 
本
稿
の
最
後
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
た
と
え
伝
統
に
の
っ
と
っ
た

通
説
に
従
う
場
合
で
も
、
旧
来
の
説
に
無
批
判
で
あ
る
こ
と
の
危
険
性
で
あ
る
。

 
本
稿
で
見
た
、
従
来
の
主
流
的
な
解
釈
が
、
三
説
の
中
で
仮
に
正
鵠
を
射
て

い
る
に
し
て
も
、
大
部
分
の
注
釈
者
の
「
論
議
無
用
」
的
な
態
度
は
、
少
な
く

と
も
注
釈
書
と
し
て
は
不
十
分
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

 
「
常
識
」
「
自
明
な
こ
と
」
を
一
通
り
検
討
し
た
後
に
作
品
と
向
い
あ
っ
て

こ
ぞ
、
そ
れ
ま
で
と
は
違
う
視
点
も
見
え
て
来
る
。
そ
の
上
で
、
「
常
識
」
「
自

明
」
の
解
釈
に
戻
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
十
分
な
説
得
力
を
も
つ
で

あ
ろ
う
。
本
稿
が
あ
え
て
「
存
疑
」
の
意
を
呈
す
る
所
以
も
、
ま
た
こ
こ
に
存

す
る
と
言
っ
て
良
い
。

※
小
稿
は
、
現
在
執
筆
中
の
『
続
校
注
唐
詩
解
釈
辞
典
』
（
大
修
館
書
店
）

 
の
執
筆
課
程
に
生
じ
た
疑
問
を
出
発
点
と
す
る
。
出
版
の
暁
に
は
小
稿
と

 
相
補
う
こ
と
と
思
う
。

※
小
稿
が
成
る
に
あ
た
っ
て
は
、
弘
前
大
学
の
植
木
久
行
教
授
、
恩
師
で
あ

 
る
早
稲
田
大
学
の
松
浦
友
久
教
授
か
ら
助
言
と
資
料
の
提
供
を
い
た
だ
い

 
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

（
注
）

（
1
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
零
参
詩
に
対
す
る
評
語
『
奇
』
の
解
決

 
 
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
中
国
詩
文
論
叢
』
第
六
集
、
中
国
詩
文
研
究
会
、
一
九

 
 
八
七
年
六
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

 
 
 
 
 
 
ひ
が
し
け
い

（
2
）
①
江
戸
、
東
取
衣
（
夢
亭
）
『
唐
詩
正
声
箋
註
』
巻
七
（
『
和
刻
本
漢
詩
集

 
 
成
 
総
集
篇
』
第
三
輯
、
汲
古
書
院
影
印
、
一
九
七
八
年
）
 
②
松
枝
茂

 
 
夫
『
中
国
名
詩
選
（
中
）
』
（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
四
年
第
一
刷
）
 
③
松

 
 
浦
友
久
『
中
国
名
詩
集
』
（
朝
日
文
庫
、
一
九
九
二
年
一
月
刊
行
予
定
）
。

 
 
こ
の
よ
う
に
注
釈
書
が
我
が
国
で
少
な
い
の
は
、
一
つ
に
は
『
三
体
詩
』
、

 
 
『
唐
詩
選
』
、
そ
し
て
『
唐
詩
三
百
首
』
な
ど
の
我
々
に
な
じ
み
深
い
詞
華

 
 
集
に
、
こ
の
作
品
が
収
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
関
連
し
て
い
よ
う
。

（
3
）
山
口
博
『
愛
の
歌
-
日
本
と
中
国
』
（
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
ほ
か
『
墨
黒
・

 
 
日
本
の
文
学
1
』
、
新
生
社
、
一
九
八
九
年
）
で
は
、
『
古
今
和
歌
集
』
中

 
 
最
も
日
本
的
歌
人
と
さ
れ
る
小
野
小
町
の
作
品
に
、
中
国
の
古
典
詩
の
一

 
 
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
閨
怨
詩
の
影
響
を
指
摘
し
、
こ
の
歌
も
そ
の
典
型
と
す

 
 
る
。

（
4
）
四
川
文
芸
出
版
社
、
一
九
八
六
年
。

（
5
）
『
全
唐
詩
』
巻
一
四
〇
。
但
し
、
「
崔
国
輔
」
は
「
崔
襲
踏
」
に
作
る
。

 
 
少
府
は
県
尉
の
別
称
で
あ
り
、
当
時
の
崔
国
輔
の
官
名
で
あ
る
。

（
6
）
『
文
苑
英
華
』
一
作
”
故
人
尚
隔
”
、
美
人
同
称
故
人
。
如
王
昌
齢
「
同

 
 
従
弟
錆
鼠
斎
玩
違
濫
山
陰
崔
国
輔
」
（
『
零
参
詩
選
』
二
四
九
頁
）
。

（
7
）
劉
氏
は
「
遥
憶
美
人
」
と
い
う
記
載
に
よ
り
な
が
ら
も
、
「
故
人
尚
隔
」

 
 
と
い
う
テ
キ
ス
ト
の
存
在
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
説
の
論
拠
と
し
て
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い
る
の
だ
が
、
「
故
人
尚
隔
」
が
正
し
い
と
す
る
注
釈
書
も
存
在
す
る
。

 
 
筆
者
が
見
る
を
得
た
も
の
は
、
次
の
六
種
で
あ
る
。

 
 
①
劉
難
生
『
唐
詩
札
記
』
（
広
東
人
民
出
版
社
、
一
九
六
一
年
第
一
版
、

 
 
 
一
九
七
八
年
第
八
次
印
刷
）
②
中
国
社
会
科
学
院
文
学
研
究
所
『
唐
詩

 
 
 
選
』
（
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
七
八
年
第
一
次
印
刷
、
一
九
八
六
年

 
 
第
五
次
印
刷
）
 
③
房
開
江
・
播
中
心
『
唐
人
絶
句
五
百
首
』
（
貴
州

 
 
 
人
民
出
版
社
、
一
九
八
一
年
第
一
版
、
一
九
八
二
年
第
三
次
印
刷
）

 
 
④
程
千
帆
・
沈
祖
棄
『
古
詩
今
選
』
（
上
海
秦
荘
出
版
社
、
一
九
八
三

 
 
年
）
 
⑤
呉
奔
星
『
歴
代
好
情
詩
選
』
（
湖
南
人
民
出
版
社
、
一
九
八

 
 
 
三
年
）
 
⑥
上
海
古
籍
出
版
社
『
歴
代
情
詩
』
（
同
出
版
社
、
一
九
九

 
 
 
〇
年
）

 
 
こ
れ
ら
の
う
ち
、
①
と
⑥
を
除
い
た
四
種
は
「
春
夢
」
を
友
を
思
う
詩
と

 
 
し
、
①
、
⑥
は
他
の
可
能
性
を
示
す
も
の
の
、
理
由
を
ほ
と
ん
ど
明
確
に

 
 
せ
ず
、
そ
の
判
断
に
あ
る
種
の
躊
躇
が
見
て
と
れ
る
（
詳
細
は
後
述
）
。

（
8
）
碩
人
と
は
大
徳
の
人
、
偉
人
。

（
9
）
司
命
と
は
神
の
名
。
人
の
寿
命
を
つ
か
さ
ど
る
と
い
う
（
大
司
命
」
王
逸

 
 
注
）
。

（
1
0
）
宋
、
郭
茂
情
『
楽
府
詩
集
』
券
三
六
所
収
。
な
お
「
秋
胡
行
」
は
、
漢
、

 
 
回
向
『
列
女
伝
』
巻
五
な
ど
に
見
え
る
逸
話
を
詠
じ
た
楽
府
題
。
「
佳
人
」

 
 
は
夫
を
指
す
。

（
1
1
）
『
文
選
』
立
命
〇
所
収
。

（
1
2
）
『
文
選
』
巻
二
十
七
所
収
。
「
妖
且
閑
」
は
、
な
ま
め
か
し
く
、
そ
の
う

 
 
え
み
や
び
や
か
。
「
柔
条
」
は
柔
ら
か
な
枝
。
「
再
再
」
は
盛
ん
な
様
子
。

（
1
3
）
銑
日
、
以
美
女
喩
君
子
。
言
君
子
貝
器
美
行
、
上
人
錐
見
微
求
、
終
不
能

零
参
「
春
夢
」
詩
解
釈
存
疑

 
 
屈
（
唐
、
張
篭
の
説
。
『
六
臣
注
文
選
』
）
。

（
1
4
）
こ
の
う
ち
、
本
稿
の
注
（
2
）
に
示
し
た
松
浦
友
久
『
中
国
名
詩
集
』
は
、

 
 
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
検
討
し
た
上
で
、
「
春
夢
」
詩
を
友
愛
の
詩
と
結

 
論
づ
け
て
い
る
。
極
め
て
稀
な
例
と
言
っ
て
良
い
。

（
1
5
）
松
浦
友
久
「
唐
詩
に
表
わ
れ
た
女
性
像
と
女
性
観
 
 
閨
怨
詩
の
意
味
す

 
 
る
も
の
i
」
（
石
川
忠
久
編
『
中
国
文
学
の
女
性
像
』
、
汲
古
書
院
、
一

 
九
八
二
年
三
月
）
。
同
論
文
は
、
松
浦
友
久
『
中
国
詩
歌
原
論
』
（
大
修
館

 
書
店
、
一
九
八
六
年
目
の
第
一
部
「
二
、
詩
と
性
愛
」
に
再
録
さ
れ
て
い

 
 
る
。

（
1
6
）
『
全
唐
詩
』
巻
五
五
〇
。

（
1
7
）
『
唐
詩
選
国
字
解
』
七
言
絶
句
（
漢
籍
国
字
解
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、

 
 
一
九
一
〇
年
）
。

（
1
8
）
詳
し
く
は
、
増
子
執
筆
担
当
の
、
「
江
津
書
感
」
（
松
浦
友
久
編
『
校
注

 
唐
詩
解
釈
辞
典
』
、
大
下
館
書
店
、
一
九
八
七
年
、
二
五
七
頁
）
を
参
照

 
 
さ
れ
た
い
。

（
1
9
）
本
稿
の
注
（
2
）
引
く
『
唐
詩
正
声
箋
註
』
の
指
摘
。

（
2
0
）
此
六
篇
、
並
託
喩
傷
政
急
、
朋
友
道
絶
、
賢
人
為
人
窃
勢
、
別
京
已
後
、

 
在
宿
城
思
郷
而
作
（
「
雑
詩
」
六
首
の
冒
頭
に
付
せ
ら
れ
た
李
善
注
）
。
な

 
 
 
 
 
 
 
 
え
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
け
ん

 
 
お
、
こ
こ
で
は
「
落
城
」
（
湖
北
省
江
陵
の
東
南
）
と
し
て
い
る
が
、
「
郵

 
 
城
」
す
な
わ
ち
今
日
の
山
東
省
西
部
の
地
と
す
べ
き
と
さ
れ
る
（
花
房
英

 
 
樹
『
文
選
』
四
、
全
釈
漢
文
体
系
二
九
、
集
英
社
、
一
九
八
六
年
第
五
刷
、

 
 
二
九
八
頁
）
。

（
2
1
）
例
え
ば
、
李
白
「
早
春
寄
コ
王
漢
直
筆
に
「
美
人
不
来
空
断
腸
」
と
あ

 
．
る
「
美
人
」
は
黒
革
陽
-
漢
書
の
県
令
で
あ
っ
た
王
氏
一
を
指
す
（
『
全

（207）



 
唐
詩
』
巻
一
七
三
）
。

（
2
2
）
曹
植
有
詩
以
南
国
佳
人
為
寄
託
。
后
因
用
作
詠
美
女
典
故
（
萢
之
麟
ほ
か

 
 
『
全
唐
詩
典
故
辞
典
』
下
、
湖
北
辞
書
出
版
社
、
一
九
八
九
年
、
一
四
一

 
 
四
頁
）
。

（
2
3
）
『
全
唐
詩
』
巻
五
八
六
。

（
2
4
）
此
美
人
必
有
所
指
、
磐
屋
桑
中
衛
女
之
梼
耳
（
巻
二
七
）

（
2
5
）
巻
二
（
中
田
祝
夫
『
抄
物
体
系
』
、
勉
上
社
、
一
九
七
七
年
）

（
2
6
）
『
中
国
古
典
選
』
二
九
（
文
庫
版
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
八
年
、
一
二

 
 
三
頁
）
。

（
2
7
）
『
文
選
』
巻
十
一
。

（
2
8
）
『
文
選
』
巻
二
八
。

（
2
9
）
『
文
選
』
巻
三
〇
。

（
3
0
）
『
全
唐
詩
』
巻
六
八
三
。

（
3
1
）
本
稿
の
注
②
、
㈲
に
示
し
た
九
種
お
よ
び
、
「
春
夢
」
を
、
作
者
の
一
人

 
 
称
的
恋
愛
詩
と
見
た
清
、
唐
汝
詞
『
唐
詩
解
』
の
ほ
か
に
次
の
九
種
が
あ

 
 
る
。

 
 
 
①
清
、
主
翼
雲
『
古
唐
詩
合
解
』
（
台
北
、
文
化
図
書
公
司
、
一
九
七

 
 
 
〇
年
）
 
②
陳
鉄
民
・
侯
忠
義
『
零
参
集
校
注
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、

 
 
 
一
九
八
一
年
）
 
③
黄
粛
秋
ほ
か
『
唐
人
絶
句
選
』
（
新
華
書
店
北
京

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
よ
う
で
き
ひ

 
 
 
発
行
所
、
一
九
八
二
年
）
 
④
粛
條
非
ほ
か
『
唐
詩
鑑
賞
辞
典
』
（
上

 
 
 
海
辞
書
出
版
社
、
一
九
八
三
年
）
 
⑤
高
光
復
『
高
適
零
参
詩
訳
釈
』

 
 
 
（
黒
竜
江
人
民
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）
 
⑥
劉
学
錯
ほ
か
『
唐
代
絶

 
 
 
句
賞
析
・
続
篇
』
（
安
徽
文
芸
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）
 
⑦
富
寿
孫

 
 
 
ほ
か
『
千
首
唐
人
絶
句
』
上
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）

 
 
⑧
劉
開
揚
『
琴
参
詩
選
』
（
既
出
）
 
⑨
播
仲
華
ほ
か
『
全
唐
詩
精
華

 
 
分
類
鑑
賞
集
成
』
（
河
海
大
学
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）
。

（
3
2
）
「
洞
房
」
を
、
一
般
に
婦
人
部
屋
を
指
す
と
指
摘
し
な
が
ら
、
結
局
友
人

 
を
思
う
詩
と
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
（
房
開
江
・
播
中
心
『
唐
人
絶
句
五

 
百
首
』
程
千
帆
・
沈
祖
券
木
『
古
詩
今
選
』
、
三
豊
星
『
歴
代
好
情
詩
選
』
）
。

 
 
こ
れ
ら
は
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
拠
っ
た
『
全
唐
詩
』
に
「
故
人
尚
隔
」
と

 
 
あ
る
の
に
影
響
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
3
3
）
閨
怨
詩
は
、
伝
説
の
帝
舜
の
時
代
に
、
里
山
氏
の
女
が
禺
を
慕
っ
て
作
っ

 
 
た
と
い
う
「
塗
山
歌
」
を
そ
の
始
め
と
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
が
、
そ
れ

 
 
は
と
も
か
く
と
し
て
、
『
詩
経
』
国
風
に
数
多
く
見
ら
れ
て
以
来
、
詩
史

 
 
と
共
に
在
る
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

（
3
4
）
例
え
ば
、
「
洞
房
」
が
こ
の
場
ム
只
婦
人
部
屋
と
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
か
。
 
姻

 
 
或
い
は
、
春
に
友
人
を
夢
に
見
る
と
い
う
作
品
の
存
在
 
 
斐
説
「
早
春
 
 
陀

 
 
華
下
の
同
志
に
寄
す
（
早
春
寄
右
下
同
志
）
」
（
『
一
二
体
詩
』
孟
春
。
但
し
、

 
 
『
全
唐
詩
』
巻
七
五
七
に
は
、
湯
引
の
作
と
し
て
こ
の
作
品
を
載
せ
る
）

 
 
 
な
ど
も
、
無
視
し
去
る
に
は
あ
ま
り
に
重
い
も
の
を
持
っ
て
い
る
と

 
 
言
え
よ
う
。


