
頼
山
陽
「
西
遊
詩
巻
」
訳
注
（
三
）

谷

口

匡

 
今
回
訳
注
を
加
え
る
の
は
、
前
号
の
続
き
が
ら
、
底
本
の
順
序
で
最
後
に
な
る
3
4
の
詩
ま
で
の
、
以
下
の
十
七
首
で
あ
る
。

く
も
の
は
括
弧
内
に
初
句
を
示
す
。
こ
れ
で
「
西
遊
詩
巻
」
所
収
の
詩
を
一
通
り
す
べ
て
紹
介
し
た
こ
と
に
な
る
。

 
 
2
4
長
碕
寓
楼
作
倣
章
蘇
州
録
空
米
法
 
2
5
戯
題
自
画
山
水
似
校
平
袖
奥
袖
笑
嘗
侍
清
客
了
得
慰
者

 
 
2
6
又
代
袖
咲
憶
芸
閣
 
 
 
 
 
 
 
2
7
（
眠
驚
船
底
響
赤
潮
）
 
 
 
 
 
 
2
8
（
温
山
遥
面
阿
蘇
山
）

 
 
2
9
（
危
礁
乱
立
大
饗
間
）
 
 
 
 
 
 
3
0
（
一
澗
平
分
南
北
州
）
 
 
 
 
 
 
 
3
1
（
路
遇
朝
鮮
俘
獲
孫
）

 
 
3
2
魔
州
旅
舎
歌

 
 
3
3
題
画
像
七
首
 
A
武
安
 
 
B
壮
 
 
 
C
青
蓮
 
 
D
武
忠
 
 
E
和
靖
 
 
F
文
忠
 
 
G
音
感

 
 
3
4
七
星
春
歌

詩
題
を
欠

一206一

頼
山
陽
「
西
遊
詩
巻
」
訳
注
（
三
）
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ｷ
碕
寓
櫻
作
倣
卑

 
蘇
州
録
以
米
法

水
窩
夕
多
風

又
納
月
色
朗

客
贈
魚
與
酒

風
月
共
抵
掌

一
酔
忽
曹
騰

不
知
客
已
往

斜
影
猫
在
窟

臥
聴
柔
櫓
響

な
が
さ
き
 
 
ぐ
う
ろ
う
 
 
さ
く
 
 
い
 
そ
し
ゅ
う
 
な
ら

長
碕
の
寓
楼
の
作
。
章
蘇
州
に
倣
い
、

ろ
く
 
 
 
 
 
 
べ
い
ほ
う
 
 
も

録
す
る
に
米
法
を
以
っ
て
す

す
い
そ
う
 
ゆ
う
べ
 
か
ぜ
お
お

水
窓
 
夕
に
風
多
く
、

ま
 
 
 
げ
っ
し
ょ
く
 
 
あ
き
 
 
 
 
 
 
 
 
い

又
た
月
色
の
朗
ら
か
な
る
を
回
る
。

き
や
く
 
 
お
く
 
 
う
お
 
 
さ
け

客
は
贈
る
魚
と
酒
と
、

ふ
う
げ
つ
と
も
 
 
た
な
ご
こ
ろ
 
 
い
た

風
月
共
に
掌
に
抵
る
。

い
っ
す
い
た
ち
ま
 
ぼ
う
と
う

一
酔
忽
ち
曹
騰
、

し
 
 
 
 
 
き
や
く
す
で
 
 
ゆ

知
ら
ず
客
已
に
往
き
し
を
。

し
ゃ
え
い
な
 
 
 
ま
ど
 
 
あ

斜
影
猶
お
窓
に
在
り
、

ふ
 
 
 
 
 
き
 
 
 
じ
ゆ
う
ろ
 
 
 
ひ
び

臥
し
て
聴
く
柔
櫓
の
響
き
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
べ
い
ふ
つ

 
 
 
長
崎
の
寓
居
に
て
の
作
。
章
事
物
の
詩
の
ス
タ
イ
ル
を
真
似
し
て
作
り
、
米
帝
の
筆
法
で
書
い
た
。

水
辺
の
窓
は
夕
方
に
な
る
と
風
が
盛
ん
に
吹
き
込
み
、
明
る
い
月
光
を
室
内
に
引
き
入
れ
て
い
る
。
／
客
が
魚
と
酒
を
差
し
入
れ
て
く
れ

た
の
で
、
そ
れ
で
清
ら
か
な
風
と
明
月
の
両
方
を
手
に
入
れ
て
楽
し
む
。
／
一
旦
酔
う
と
あ
っ
と
言
う
間
に
気
持
ち
が
よ
く
な
り
、
気
が
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つ
け
ば
客
は
す
で
に
帰
っ
て
い
る
。
／
ふ
と
見
る
と
窓
か
ら
は
相
変
わ
ら
ず
月
光
が
斜
め
に
差
し
込
み
、

船
の
か
い
の
音
に
耳
を
傾
け
て
い
る
。

私
は
横
に
な
っ
て
静
か
に
響
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
け
も
と
と
う
と
う
あ
ん

『
話
説
』
巻
三
、
『
詩
集
』
巻
十
一
に
「
幾
程
五
首
」
と
題
し
、
そ
の
第
五
首
と
し
て
収
め
る
詩
の
初
案
。
長
崎
で
、
も
と
武
元
戸
々
庵
（
本
姓
、
明
石
。

名
、
正
質
・
質
。
字
、
景
文
。
号
、
丁
々
庵
）
の
寓
居
で
あ
っ
た
富
観
楼
に
滞
在
し
た
時
の
作
。
『
直
伝
』
文
政
元
年
六
月
五
日
に
「
築
地
．
長
門
屋
信
蔵

宅
の
寓
居
〔
富
観
楼
〕
に
移
る
。
家
は
、
海
口
に
臨
み
、
登
旧
庵
の
久
し
く
留
寓
し
た
跡
で
、
楼
の
黒
字
は
、
そ
の
遺
筆
で
あ
っ
た
」
と
見
え
、
ま
た

『
詩
妙
』
『
詩
集
』
の
題
下
に
「
即
武
〔
元
〕
景
文
旧
寓
」
の
自
注
が
あ
る
。
武
元
登
々
庵
と
山
陽
の
交
友
及
び
そ
の
詩
に
つ
い
て
は
『
頼
山
陽
と
そ
の
時

代
（
中
）
』
三
八
～
四
七
頁
に
詳
し
い
。
『
詩
集
』
に
は
詩
の
末
尾
に
「
倣
章
蘇
州
」
の
注
記
が
あ
る
。
〔
二
月
藁
葺
〕
六
朝
宋
の
飽
照
の
「
君
子
有
所
思
に

代
う
」
の
詩
に
「
旋
題
 
行
月
を
納
る
」
と
あ
る
。
〔
客
贈
魚
与
酒
〕
宋
の
蘇
転
の
「
後
の
赤
壁
の
賦
」
に
「
是
に
於
い
て
酒
と
魚
と
を
携
え
、
復
た
赤
壁

 
も
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う

の
下
に
遊
ぶ
」
と
あ
る
の
に
拠
る
。
『
軽
挙
』
『
詩
集
』
は
「
客
携
酒
与
魚
」
に
改
め
る
。
〔
抵
掌
〕
こ
こ
は
「
掌
を
撃
つ
」
と
読
め
ば
感
激
し
て
拍
手
す
る

意
。
〔
普
騰
〕
意
識
が
は
っ
き
り
せ
ず
、
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
さ
ま
。
〔
斜
影
〕
斜
め
に
差
し
込
ん
で
く
る
月
光
。
〔
童
蘇
州
〕
唐
の
詩
人
意
黒
物
。
〔
米
法
〕

北
宋
の
書
家
米
帯
の
筆
法
。

25

戯
題
自
豊
山
水
似
校
書
袖

笑
袖
笑
嘗
侍
清
客
江
芸
閣

者

た
わ
む
 
 
 
 
じ
 
が
 
さ
ん
す
い
 
 
だ
い
 
 
 
 
こ
う
し
ょ
そ
で
さ
き
 
 
さ
さ

戯
れ
に
自
画
山
水
に
題
し
て
校
書
誤
笑
に
似
ぐ
。

そ
で
さ
き
 
 
か
つ
 
 
し
ん
が
く
こ
う
う
ん
か
く
 
 
じ
 
 
 
 
 
も
の

袖
笑
は
嘗
て
清
客
江
芸
閣
に
侍
す
る
者
な
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
い
ぼ
く

醇
墨
映
佗
眉
黛
青
 
酔
墨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
 
え
ん

綺
錘
伸
紙
情
嫡
媒
 
綺
錘

 
 
 
頼
山
陽
「
西
遊
詩
巻
」
訳
注
（
三
）

か
れ
 
 
び
 
た
い
 
 
え
い
 
 
 
 
あ
お

佗
が
眉
黛
を
映
じ
て
青
く
、

か
み
 
 
の
 
 
 
 
 
 
ほ
う
て
い
 
 
や
と

紙
を
伸
ぶ
る
に
娚
辱
を
情
う
。

三



四
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知
卿
曾
捧
江
郎
研

得
似
渠
儂
泥
裏
釘

し
 
 
 
け
い
か
つ
 
 
こ
う
ろ
う
 
 
す
ず
り
 
 
さ
さ

知
る
卿
曾
て
江
郎
の
研
を
捧
げ
し
を
、

か
れ
 

で
い
り
て
い
 
に
 
 
え

渠
儂
が
泥
裏
釘
に
似
る
を
得
た
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
う
う
ん
か
く

 
 
 
自
分
で
画
い
た
山
水
画
に
た
わ
む
れ
に
題
し
、
妓
女
の
袖
笑
に
与
え
る
。
袖
笑
は
以
前
、
清
国
の
文
人
・
至
芸
閣
の
そ
ば
に
仕
え

 
 
 
て
い
た
人
で
あ
る
。

美
し
い
敷
物
の
上
に
紙
を
敷
く
仕
事
を
美
人
に
や
っ
て
も
ら
っ
た
の
で
、
酒
に
酔
っ
て
か
い
た
画
に
彼
女
の
眉
墨
の
色
が
青
く
反
射
し
て

い
る
。
／
あ
な
た
は
、
か
つ
て
当
芸
閣
の
そ
ば
で
す
ず
り
を
持
っ
て
仕
え
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
私
の
画
が
彼
の
「
泥
怪
童
釘
」
の
画
法
に

似
て
い
る
の
が
お
わ
か
り
で
し
ょ
う
ね
。

「
降
砂
』
巻
三
、
『
詩
集
』
巻
十
一
に
「
席
上
墨
戯
戯
題
」
と
題
し
て
収
め
る
詩
の
初
春
。
〔
朗
笑
）
長
崎
の
花
街
・
丸
山
の
妓
女
。
二
重
閣
の
押
妓
で

あ
っ
た
。
〔
江
芸
閣
〕
文
化
十
一
年
夏
の
交
易
船
で
長
崎
に
来
航
し
た
清
人
。
字
を
大
室
、
棄
石
・
十
二
瑠
台
使
者
と
号
し
、
詩
・
書
・
画
を
よ
く
し
た
。

〔
酔
墨
〕
酔
っ
て
い
る
時
に
か
い
た
画
。
〔
映
〕
『
詩
鋤
』
『
詩
集
』
は
「
輸
」
に
改
め
る
。
〔
佗
〕
袖
無
を
指
す
。
『
詩
妙
』
『
詩
集
』
は
「
他
」
に
改
め
る
。

〔
評
言
〕
眉
墨
で
書
い
た
女
性
の
眉
。
『
詩
紗
』
『
詩
集
』
は
「
心
構
」
に
改
め
る
。
〔
綺
錘
〕
美
し
い
敷
物
。
『
詩
華
』
『
詩
集
』
は
「
和
毫
」
に
改
め
る
。

〔
情
〕
頼
ん
で
代
わ
り
に
や
っ
て
も
ら
う
。
〔
娚
嬉
〕
美
人
。
〔
渠
儂
〕
三
人
称
を
表
す
。
〔
泥
裏
釘
〕
宋
の
画
家
漉
獄
が
用
い
た
絵
画
の
技
法
「
郷
嚢
携
鋸
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぎ
サ
り

の
こ
と
。
点
苔
を
描
く
の
に
錐
の
よ
う
な
長
点
を
打
っ
た
の
が
、
泥
の
中
か
ら
抜
き
出
た
釘
の
よ
う
に
見
え
た
か
ら
そ
う
呼
ば
れ
た
。

26

泊
繿
ｳ
険
憶
芸
閣

眼
穿
鱗
羽
信
沈
沈

 
ま
 
 
 
そ
で
さ
き
 
 
か
 
 
 
 
 
 
う
ん
か
く
 
 
お
も

 
又
た
袖
咲
に
代
わ
っ
て
芸
閣
を
憶
う

め
 
 
 
り
ん
う
 
 
 
う
が
 
 
 

ま
こ
と
 
 
ち
ん
ち
ん

眼
は
鱗
羽
を
穿
っ
て
信
に
沈
沈
た
り
、



翠
袖
碕
寒
江
閣
深

三
十
六
湾
秋
水
緑

不
如
一
寸
憶
回
心

す
い
し
ゅ
う
 
か
ん
 
 
よ
 
 
 
 
こ
う
か
く
ふ
か

翠
袖
寒
に
碕
っ
て
江
閣
深
し
。

さ
ん
じ
ゅ
う
ろ
く
わ
ん
 
し
ゅ
う
す
い
み
ど
り

三
十
六
湾
秋
水
緑
な
る
も
、

し
 
 
 
 
 
い
っ
す
ん
 
 
き
み
 
 
お
も
 
 
こ
こ
ろ

如
か
ず
一
寸
の
君
を
憶
う
心
に
。

 
 
 
ま
た
袖
笑
の
代
わ
り
に
江
芸
閣
の
こ
と
を
想
う

私
は
あ
な
た
の
お
手
紙
を
穴
が
あ
く
ほ
ど
読
ん
で
、
逢
え
な
い
気
持
ち
が
晴
れ
ず
、
奥
深
い
江
の
ほ
と
り
の
高
楼
の
寂
し
い
窓
に
寄
り
か

か
っ
て
い
ま
す
。
／
三
十
六
湾
の
秋
の
水
は
一
様
に
緑
色
だ
が
、
こ
の
秋
の
水
も
、
私
が
あ
な
た
を
恋
い
慕
う
一
寸
の
真
心
に
は
、
深
さ

に
お
い
て
及
ば
な
い
で
し
ょ
う
。

『
詩
集
』
巻
十
一
に
「
樋
代
校
書
重
継
三
江
辛
夷
〔
芸
閣
〕
三
春
吾
憶
也
二
首
」
と
題
し
、
そ
の
第
一
首
と
し
て
収
め
る
。
当
時
、
長
崎
の
遊
郭
に
は
清

国
か
ら
の
客
が
多
か
っ
た
の
で
、
知
識
人
が
遊
女
の
た
あ
に
恋
文
を
代
作
し
て
や
る
こ
と
が
あ
っ
た
（
『
頼
山
陽
と
そ
の
時
代
（
中
）
』
四
五
～
四
六
頁
参

照
）
。
こ
れ
も
そ
の
一
種
。
〔
京
樽
〕
2
5
の
詩
に
見
え
る
袖
丈
の
こ
と
。
〔
芸
閣
〕
江
津
閣
の
こ
と
。
〔
即
自
〕
穴
が
あ
く
ほ
ど
じ
っ
と
見
つ
め
る
。
す
な
わ

ち
、
非
常
に
待
ち
焦
が
れ
る
意
。
〔
鱗
羽
〕
魚
と
雁
。
転
じ
て
手
紙
の
意
。
〔
沈
沈
〕
気
持
ち
が
重
苦
し
い
さ
ま
。
〔
翠
袖
〕
青
緑
色
の
袖
。
こ
こ
で
は
袖
笑

を
指
す
。
〔
三
十
六
湾
〕
コ
ニ
十
六
」
は
数
多
い
意
。
唐
の
許
渾
の
「
三
十
六
湾
」
の
詩
に
コ
ニ
十
六
湾
 
秋
月
明
ら
か
な
り
」
、
長
崎
の
詩
人
．
吉
村
迂
斎

の
「
大
村
湾
」
の
詩
に
コ
ニ
十
六
湾
 
湾
 
湾
に
接
す
」
と
あ
る
。
〔
一
寸
〕
心
に
つ
い
て
僅
か
ば
か
り
で
あ
る
と
へ
り
く
だ
っ
て
用
い
る
語
。
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ね
む
り
 
 
 
さ
 
 
 
 
せ
ん
て
い
 
 
か
ん
ち
ょ
う
ひ
び

眠
驚
船
底
響
寒
潮
 
眠
よ
り
驚
め
て
船
底
に
寒
潮
響
き
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ま
く
さ
よ
う
ち
ゆ
う
よ
る
か
じ
 
 
つ
な

天
草
洋
中
夜
繋
僥
 
天
草
洋
中
夜
僥
を
繋
ぐ
。

 
 
頼
山
陽
「
西
遊
詩
巻
」
訳
注
（
三
）

五
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太
白
一
星
光
似
月

波
間
照
見
巨
魚
跳

た
い
は
く
 
 
い
っ
せ
い
 
 
ひ
か
り
 
 
つ
き
 
 
に

太
白
の
一
星
 
光
 
月
に
似
た
り
、

は
 
か
ん
 
 
て
 
 
 
 
 
み
 
 
 
き
ょ
ぎ
よ
 
 
お
ど

波
間
に
照
ら
し
見
る
巨
魚
の
跳
る
を
。

船
底
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
冷
た
い
潮
の
音
に
安
眠
を
破
ら
れ
、
天
草
の
海
に
夜
、
罹
を
つ
な
い
で
舟
を
泊
め
る
。

た
か
も
月
光
の
よ
う
で
、
波
間
か
ら
大
き
な
魚
が
躍
り
上
が
る
の
を
照
ら
し
出
し
て
い
る
。

／
宵
の
明
星
の
光
は
あ

『
詩
鋤
』
巻
四
に
「
泊
天
草
洋
」
と
題
し
て
収
め
る
詩
の
再
案
。
人
口
に
膳
噂
す
る
「
泊
天
草
洋
」
の
詩
は
「
雲
耶
山
亡
母
耶
越
、
水
天
髪
髭
青
一
髪
。

万
里
泊
舟
天
草
洋
、
姻
横
重
窓
日
量
没
。
瞥
見
大
魚
波
間
跳
、
太
白
当
量
明
四
月
」
と
、
全
体
を
大
き
く
改
め
て
い
る
。
『
詩
集
』
巻
十
二
に
は
「
豊
年
草

洋
」
の
題
で
い
ず
れ
の
詩
も
収
あ
る
。
『
全
伝
』
文
政
元
年
九
月
一
日
に
「
早
天
、
天
草
島
に
寄
泊
。
佐
敷
に
入
る
。
『
天
草
洋
』
の
短
古
は
、
そ
の
初
嵐
、

『
眠
驚
船
底
斜
地
寒
潮
一
。
天
草
洋
中
夜
繋
レ
僥
。
太
白
一
星
光
似
レ
月
。
波
間
照
見
巨
魚
跳
。
』
の
七
絶
で
あ
っ
た
が
、
長
崎
に
て
吉
村
迂
斎
の
『
大
村
湾
』

の
作
、
『
三
十
六
湾
湾
又
〔
一
作
レ
接
〕
湾
。
蜻
艇
西
国
白
雲
間
。
洪
濤
万
里
豊
〔
一
作
レ
非
〕
無
レ
国
。
一
髪
青
分
呉
越
山
。
』
を
愛
吟
し
て
、
後
に
『
雲
耶

山
耶
』
の
作
を
得
た
と
い
ふ
。
〔
第
二
句
は
、
初
め
『
水
天
之
三
見
二
一
髪
一
。
』
、
ま
た
『
天
際
髪
髭
青
一
髪
。
』
な
ど
に
作
る
〕
」
と
あ
る
が
、
八
月
二
十
三

日
長
崎
の
茂
木
を
出
航
後
、
天
草
灘
を
望
ん
で
の
作
と
考
え
る
の
が
通
説
。
〔
天
草
洋
〕
天
草
灘
。
〔
太
白
〕
い
わ
ゆ
る
宵
の
明
星
。
金
星
。

28
温
山
遙
面
阿
蘇
山

山
脈
逡
迄
碧
玉
轡

う
ん
ざ
ん
は
る
 
 
 
あ
 
そ
 
さ
ん
 
 
め
ん

温
山
遥
か
に
阿
蘇
山
に
面
し
、

さ
ん
み
ゃ
く
い
 
い
 
 
 
 
 
 
へ
き
ぎ
ょ
く
 
 
わ
ん

山
脈
透
進
と
し
て
碧
玉
の
轡
。
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か
い
は
 
 
 
ち
よ
 
 
え
 
 
 
い
っ
き
ょ
う
 
 
ひ
ら

瀦
得
海
波
開
一
鏡
 
海
波
を
瀦
し
得
て
一
鏡
を
開
き
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
の
ぞ
 
こ
も
 
て
 
り
ょ
う
え
ん
か
ん

相
臨
交
照
爾
煙
髪
 
相
い
臨
ん
で
交
こ
も
照
ら
す
両
煙
髪
。

う
ん
ぜ
ん
だ
け

雲
仙
岳
は
海
を
隔
て
て
遥
か
に
阿
蘇
山
と
相
対
し
、
青
々
と
し
た
山
脈
が
う
ね
う
ね
と
続
い
て
弓
な
り
に
曲
が
っ
て
い
る
。
／
海
の
波
を

た
め
た
水
面
が
鏡
の
よ
う
に
開
け
、
雲
仙
岳
と
阿
蘇
山
が
こ
の
鏡
の
よ
う
な
海
に
そ
の
姿
を
か
わ
る
が
わ
る
映
し
出
し
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
ん
ぜ
ん

『
詩
鋤
』
巻
四
、
『
詩
集
』
巻
十
二
に
「
舟
中
所
見
」
と
題
し
て
収
め
る
詩
の
初
案
。
〔
温
山
〕
雲
仙
岳
の
こ
と
。
雲
仙
を
も
と
は
温
泉
と
書
い
た
。
〔
逡

迄
〕
う
ね
う
ね
と
続
く
さ
ま
。
〔
碧
玉
〕
青
緑
色
の
美
し
い
石
。
青
く
澄
ん
だ
自
然
の
景
物
を
喩
え
る
。
〔
轡
〕
『
詩
鋤
』
『
詩
集
』
は
「
環
」
に
改
め
る
。

〔
瀦
〕
『
詩
鋤
』
『
詩
集
』
は
「
潅
」
に
改
め
る
。
〔
一
八
〕
く
も
り
の
な
い
鏡
の
よ
う
な
水
面
。
〔
交
〕
『
詩
心
』
『
詩
集
』
は
「
自
」
に
改
め
る
。
〔
両
煙
髪
〕

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

雲
仙
岳
と
阿
蘇
山
を
指
す
。
「
煙
嵐
」
は
女
性
の
び
ん
の
毛
の
こ
と
で
あ
る
が
、
転
じ
て
、
雲
や
霧
に
つ
つ
ま
れ
た
連
峰
の
喩
え
に
用
い
ら
れ
る
。

29
危
礁
齪
立
大
濤
間

官
道
沿
縁
海
又
山

鵤
影
低
迷
帆
影
滅

天
連
水
庭
是
塁
湾

き
し
よ
う
り
ん
り
つ
 
だ
い
と
う
 
か
ん

危
礁
乱
立
す
大
濤
の
間
、

か
ん
ど
う
 
 
え
ん
え
ん
 
 
う
み
ま
 
 
 
や
ま

官
道
の
沿
縁
 
海
又
た
山
。

こ
つ
え
い
て
い
め
い
 
 
 
 
 
ほ
 
え
い
め
つ

鵤
影
低
迷
と
し
て
帆
影
滅
し
、

て
ん
 
 
み
ず
 
 
つ
ら
 
 
 
 
と
こ
ろ
こ
 
 
 
た
い
わ
ん

天
水
に
連
な
る
処
是
れ
台
湾
。

頼
山
陽
「
西
遊
詩
巻
」
訳
注
（
三
）

七
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八

大
き
な
波
の
間
か
ら
険
し
い
岩
礁
が
見
え
た
り
隠
れ
た
り
し
、
海
岸
を
め
ぐ
る
公
道
の
両
側
は
海
や
山
が
迫
っ
て
い
る
。
／
は
や
ぶ
さ
の

飛
ぶ
影
が
ぼ
ん
や
り
と
し
て
帆
船
の
影
が
遠
く
か
す
み
、
空
と
海
が
連
な
る
あ
た
り
は
台
湾
で
あ
ろ
う
。

『
詩
紗
』
巻
四
、
『
詩
集
』
五
十
二
に
「
阿
偶
嶺
」
と
題
し
て
収
め
る
詩
の
初
案
。
「
阿
偶
嶺
」
は
阿
久
根
の
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
現
在
の
鹿
児
島
県
阿
久

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
 
マ

根
市
。
『
全
伝
』
文
政
元
年
九
月
に
「
阿
久
根
〔
阿
偶
〕
嶺
を
越
ゆ
」
と
あ
る
。
〔
危
礁
〕
水
面
に
見
え
隠
れ
す
る
危
険
な
岩
。
〔
官
道
〕
公
道
。
な
お
こ
の

第
二
句
、
『
詩
章
』
『
詩
集
』
は
「
決
砦
西
南
不
見
山
」
に
改
め
る
。
〔
幻
影
〕
は
や
ぶ
さ
の
飛
ぶ
姿
。
〔
低
迷
〕
ぼ
ん
や
り
し
て
定
か
で
な
い
さ
ま
。
〔
帆

影
〕
遠
ざ
か
っ
て
か
す
ん
だ
帆
船
の
形
を
い
う
。
〔
滅
〕
『
詩
鋤
』
『
詩
集
』
は
「
没
」
に
改
め
る
。
〔
天
連
水
戸
〕
水
平
線
の
果
て
の
、
空
と
海
が
一
続
き

に
な
る
所
。
な
お
こ
の
詩
の
後
半
の
二
句
は
、
宋
の
蘇
転
の
「
高
見
駅
の
通
潮
閣
二
首
」
の
詩
の
第
二
首
に
「
杳
杳
と
し
て
天
は
低
く
鴫
の
没
す
る
処
、

青
山
一
髪
是
れ
中
原
」
と
あ
る
の
が
意
識
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
◎

30

一
澗
李
分
南
北
州

細
沙
幽
草
爾
三
秋

曾
無
所
屡
唯
渓
水

幾
股
渥
渥
随
意
流

い
っ
か
ん
へ
い
ぶ
ん
 
 
な
ん
ぼ
く
 
 
し
ゆ
う

一
澗
平
分
す
南
北
の
州
、

さ
い
さ
 
 
 
ゆ
う
そ
う
 
 
り
ょ
う
へ
ん
 
 
あ
き

細
沙
 
幽
草
 
両
辺
の
秋
。

か
つ
 
 
ぞ
く
 
 
 
 
と
こ
ろ
な
 
 
 
 
た
 
 
 
け
い
す
い

曾
て
属
す
る
所
無
き
は
唯
だ
渓
水
、

い
く
こ
 
 
 
せ
ん
せ
ん
 
 
 
 
 
ず
い
い
 
 
 
な
が

幾
股
か
渥
渥
と
し
て
随
意
に
流
る
。

一
筋
の
谷
川
が
南
と
北
に
公
平
に
国
を
分
け
、
い
ず
れ
の
地
も
細
か
い
砂
地
に
こ
ん
も
り
と
草
む
ら
が
茂
り
、
ひ
と
し
く
秋
が
訪
れ
て
い



る
。
／
肥
後
・
薩
摩
の
ど
ち
ら
に
も
つ
か
な
い
の
は
ひ
と
り
こ
の
谷
川
だ
け
で
あ
っ
て
、
幾
筋
か
さ
ら
さ
ら
と
気
ま
ま
に
流
れ
て
い
る
。

『
詩
妙
』
巻
四
、
『
詩
集
』
巻
十
二
に
「
過
肥
薩
界
」
と
題
し
て
収
め
る
詩
の
初
音
。
『
全
伝
』
文
政
元
年
九
月
七
日
に
「
風
雨
を
冒
し
つ
＼
、
夜
に
入
り

て
出
水
口
〔
薩
摩
境
〕
に
著
し
…
…
」
と
あ
る
ゆ
〔
平
分
〕
公
平
に
分
け
る
。
〔
南
北
州
〕
肥
後
と
薩
摩
を
指
す
。
当
時
、
肥
後
の
細
川
氏
と
薩
摩
の
島
津

氏
が
互
い
に
力
を
競
っ
て
い
た
。
〔
細
沙
〕
『
詩
鋤
』
『
詩
集
』
は
「
乱
言
」
に
改
め
る
。
〔
幽
草
〕
こ
ん
も
り
と
深
く
茂
っ
た
草
む
ら
。
『
詩
鋤
』
『
詩
集
』

は
「
深
草
」
に
改
め
る
。
〔
曾
無
〕
全
く
～
し
な
い
。
〔
渥
渥
〕
水
の
流
れ
る
さ
ま
。
『
詩
妙
』
『
詩
集
』
は
「
渥
援
」
に
改
め
る
。

31
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路
遇
朝
鮮
俘
獲
孫

窯
陶
爲
活
別
成
村

可
昌
憐
埴
得
扶
桑
土

造
出
當
年
高
麗
盆

み
ち
あ
 
ち
ょ
う
せ
ん
ふ
か
く
そ
ん

路
に
遇
う
朝
鮮
俘
獲
の
孫
、

よ
う
と
う
 
 
か
つ
 
 
な
 
 
 
 
 
べ
つ
 
 
む
ら
 
 
な

窯
陶
 
活
を
為
し
て
別
に
村
を
成
す
。

あ
わ
 
 
 
 
べ
 
 
 
し
よ
く
 
 
 
 
 
ふ
 
そ
う
 
 
つ
ち
 
 
え

憐
れ
む
可
し
埴
と
し
て
扶
桑
の
土
を
得
て
、

つ
く
 
 
い
 
 
 
 
と
う
ね
ん
こ
う
ら
い
 
 
ぼ
ん

造
り
出
だ
す
当
年
高
麗
の
盆
。

道
の
途
中
で
遇
っ
た
朝
鮮
国
の
捕
虜
の
子
孫
た
ち
は
、
陶
器
を
焼
い
て
生
活
の
糧
と
し
、
日
本
人
と
は
別
に
一

／
悲
し
い
か
な
彼
ら
は
異
国
で
あ
る
日
本
の
土
を
材
料
と
し
て
、
往
年
の
高
麗
茶
碗
を
作
っ
て
い
る
。

『
詩
妙
』
増
血
に
は
「
薩
摩
詞
八
首
」
の
第
二
首
、

 
 
頼
山
陽
「
西
遊
詩
巻
」
訳
注
（
三
）
・

つ
の
村
を
作
っ
て
い
る
。

『
詩
集
』
巻
十
二
に
は
「
薩
摩
詞
十
首
」
の
第
二
首
と
し
て
収
め
る
。
〔
俘
獲
〕

九

戦
争
に

お

い

て

生
け



o
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捕
り
に
し
た
人
。
こ
こ
で
は
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
侵
攻
の
際
、
島
津
氏
が
日
本
に
連
れ
て
来
た
陶
工
た
ち
を
指
す
。
〔
窯
陶
〕
「
窯
」
は
陶
器
を
焼
く
か
ま
ど
。

「
陶
」
は
陶
器
を
焼
く
意
。
こ
こ
で
は
二
字
で
窯
業
の
意
に
用
い
る
で
あ
ろ
う
。
〔
為
活
〕
生
計
を
立
て
る
。
〔
表
土
村
〕
朝
鮮
の
陶
工
た
ち
は
薩
摩
に
土
地

 
 
 
 
 
か
ま

を
与
え
ら
れ
て
窯
を
お
こ
し
、
隅
田
を
そ
の
ま
ま
名
乗
っ
て
代
々
居
住
し
た
。
〔
埴
得
扶
桑
土
〕
日
本
の
土
を
材
料
に
用
い
て
。
「
埴
」
は
粘
土
の
こ
と
。

〔
当
年
〕
往
年
の
。
〔
高
麗
盆
〕
朝
鮮
半
島
で
焼
か
れ
た
茶
の
湯
茶
碗
の
こ
と
。
高
麗
茶
碗
。
室
町
以
後
、
我
が
国
で
も
着
目
さ
れ
、
茶
碗
の
主
流
と
し
て

流
行
し
た
。
薩
摩
に
渡
っ
た
朝
鮮
の
陶
工
た
ち
が
作
っ
た
焼
き
物
は
、
現
在
の
薩
摩
焼
の
も
と
と
な
っ
た
。
「
盆
」
は
比
較
的
底
の
浅
く
、
平
た
い
器
。

録
自
長
碕
至
薩
摩
途
上
所
得
五
首
。

な
が
さ
き
よ
 

さ
つ
ま
 
 
い
た
 
と
じ
よ
う
 
う
 

と
こ
ろ
 
こ
し
ゆ
 
ろ
く

長
碕
自
り
薩
摩
に
至
る
途
上
に
得
る
所
の
五
首
を
録
す
。

長
崎
か
ら
薩
摩
に
至
る
道
中
で
作
っ
た
詩
五
首
を
書
く
。

〔
録
自
長
碕
…
…
〕
以
上
の
十
三
字
は
底
本
に
の
み
見
え
る
。
「
五
首
」
は
2
7
～
3
1
の
詩
を
指
す
。

32

尞
F
旅
舎
歌

鮫
蟹
氣
蒸
萬
家
煙

隔
岸
山
影
墜
城
邉

京
貨
攣
深
列
騨
講

 
げ
い
し
ゅ
う
り
ょ
し
や
 
 
う
た

 
廃
洲
旅
舎
の
歌

こ
う
し
ん
き
 
む
 

ば
ん
か
け
む
り

絞
蚕
 
気
は
蒸
す
 
万
家
の
煙
、

か
く
が
ん
 
 
さ
ん
え
い
 
じ
ょ
う
へ
ん
 
 
あ
っ

隔
岸
の
山
影
 
城
辺
を
圧
す
。

け
い
か
 
 
 
ば
ん
ち
ん
 
 
み
せ
 
 
つ
ら
 
 
 
 
ひ
さ

京
貨
 
蛮
環
 
騨
を
列
ね
て
粥
ぎ
、



質
舶
中
篠
島
夷
船

吾
來
津
櫻
卸
行
李

九
月
葛
衣
暑
未
已

焼
筍
醗
豚
旅
飯
膣

寄
身
側
肩
累
跡
裏

墨
止
便
傑
知
囁
商

語
言
輕
脆
認
京
妓

椒
踏
誰
憐
一
儒
生

食
時
孚
席
出
孚
履

萬
里
誰
迫
爲
此
行

逆
境
未
當
読
不
卒

閑
肱
行
嚢
披
書
讃

堆
薪
携
槍
尺
五
明

こ
 
は
く
 
 
な
か
 
 
ま
じ
 
 
と
う
い
 
 
 
ふ
ね

頁
舶
 
中
に
雑
る
島
夷
の
船
。
，

わ
し
ん
ろ
う
き
た
 
こ
う
り
お
ろ

吾
れ
津
楼
に
来
り
て
行
李
を
卸
せ
ば
、

く
が
つ
 
か
つ
い
 
し
ょ
い
ま
 
や

九
月
 
葛
衣
 
暑
未
だ
已
ま
ず
。

し
ょ
う
じ
ゅ
ん
 
え
ん
と
ん
 
 
り
よ
は
ん
 
な
ま
ぐ
さ

焼
筍
 
醜
豚
 
旅
飯
 
腱
く
、

み
 
 
 
よ
 
 
 
そ
つ
け
ん
る
い
せ
き
 
 
う
ち

身
を
寄
す
側
肩
累
跡
の
裏
。

き
よ
し
 
べ
ん
け
ん
 
 
ぜ
っ
し
よ
う
 
 
 
 
 
し

挙
止
便
憬
 
摂
商
な
る
を
知
り
、

こ
 
げ
ん
け
い
ぜ
い
 
 
け
い
ぎ
 
 
 
 
 
 
み
と

語
言
軽
脆
 
京
妓
な
る
を
認
む
。

し
ゅ
く
せ
き
 
 
た
れ
 
 
あ
わ
 
 
 
 
 
 
い
ち
じ
ゅ
せ
い

椒
躇
 
誰
か
憐
れ
ま
ん
一
儒
生
、

く
と
き
せ
き
あ
ら
そ
い
 
く
つ
あ
ら
そ

食
ら
う
時
に
席
を
争
い
出
ず
る
に
履
を
争
う
。

ば
ん
り
 
 
 
た
れ
 
 
せ
ま
 
 
 
 
こ
 
 
 
こ
う
 
 
な

万
里
 
誰
か
迫
り
て
此
の
行
を
為
さ
し
め
ん
、

ぎ
や
っ
き
ょ
う
 
 
い
ま
 
 
ま
さ
 
 
ふ
 
へ
い
 
 
と

逆
境
 
未
だ
当
に
不
平
を
説
く
べ
か
ら
ず
。

か
ん
 
 
こ
う
の
う
 
 
ひ
ら
 
 
し
ょ
 
 
ひ
ら
 
 
 
よ

閑
に
行
嚢
を
肱
き
書
を
披
い
て
読
め
ば
、

た
い
し
ん
 
 
の
き
 
 
さ
さ
 
 
 
 
せ
き
ご
 
あ
き

堆
薪
 
櫓
を
携
え
て
尺
五
明
ら
か
な
り
。

196 一

 
 
 
鹿
児
島
の
旅
館
に
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

海
の
水
蒸
気
が
立
ち
こ
あ
、
家
々
の
炊
事
の
煙
と
も
や
が
か
か
っ
て
、
そ
の
向
こ
う
に
対
岸
の
山
の
輪
郭
が
ぐ
っ
と
町
に
迫
っ
て
見
え

る
。
／
こ
の
あ
た
り
で
は
都
の
品
物
や
南
方
の
珍
品
を
売
る
店
が
連
な
り
、
港
に
停
泊
す
る
商
船
の
中
に
は
琉
球
か
ら
の
船
も
混
じ
っ
て

い
る
。
／
船
着
き
場
に
あ
る
旅
館
に
旅
の
荷
物
を
お
ろ
し
た
私
は
、
暑
さ
が
ひ
か
な
い
の
で
九
月
に
な
っ
て
も
葛
衣
を
着
て
い
る
。
／
焼

頼
山
陽
「
西
遊
詩
巻
」
訳
注
（
三
）

二



三
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い
た
タ
ケ
ノ
コ
、
塩
漬
け
の
豚
な
ど
、
旅
先
の
生
臭
い
料
理
を
日
々
口
に
し
つ
つ
、
客
で
混
み
あ
う
旅
館
に
身
を
寄
せ
て
い
る
。
／
客
の

う
ち
、
動
作
の
す
ば
や
い
の
は
大
阪
の
商
人
、
歯
切
れ
の
よ
い
口
調
は
京
都
の
妓
女
。
／
食
べ
る
時
に
は
座
席
を
奪
い
合
い
、
出
掛
け
る

際
に
は
我
先
に
履
き
物
を
履
こ
う
と
す
る
彼
ら
の
誰
が
、
ひ
と
り
か
し
こ
ま
っ
た
こ
の
町
儒
者
な
ど
を
気
に
か
け
た
り
し
よ
う
。
／
自
ら

好
ん
で
万
里
の
果
て
ま
で
旅
し
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
居
心
地
の
悪
さ
に
も
不
平
を
こ
ぼ
す
べ
き
で
は
な
い
。
／
手
持
ち

ぶ
さ
た
に
荷
物
を
ほ
ど
い
て
書
物
を
出
し
て
読
み
出
す
と
、
う
ず
た
か
く
積
ま
れ
た
薪
と
軒
の
僅
か
な
透
き
間
か
ら
光
が
差
し
込
ん
で
く

る
。

 
『
詩
紗
』
巻
四
、
『
詩
集
』
巻
十
二
に
「
魔
州
逆
旅
歌
」
と
題
し
て
収
め
る
詩
の
初
案
。
「
魔
洲
」
は
鹿
児
島
の
こ
と
。
〔
玉
壷
〕
み
ず
ち
。
蚊
竜
。
1
0
の
詩

の
注
釈
参
照
。
〔
気
節
〕
水
蒸
気
が
す
っ
ぽ
り
覆
う
。
『
唐
詩
選
』
に
収
め
る
孟
浩
然
の
「
洞
庭
に
臨
む
」
の
詩
に
「
気
は
蒸
す
雲
夢
の
沢
」
と
あ
る
。
〔
煙
〕

炊
事
の
煙
。
『
詩
集
』
は
「
姻
」
に
改
め
る
。
〔
隔
岸
〕
対
岸
。
『
詩
紗
』
『
詩
集
』
は
「
対
岸
」
に
改
め
る
。
〔
山
影
〕
遠
く
の
山
の
輪
郭
。
こ
こ
で
は
桜
島

'
の
北
岳
・
中
坪
・
南
岳
を
指
す
。
『
詩
草
』
『
詩
集
』
は
「
岳
影
」
に
改
め
る
。
〔
城
辺
〕
町
の
ほ
と
り
。
『
詩
章
』
『
詩
集
』
は
「
堂
堂
」
に
改
め
る
。
〔
京

貨
〕
都
の
品
物
の
意
か
。
〔
蛮
環
〕
南
方
の
珍
宝
。
こ
こ
で
は
当
時
島
津
氏
に
隷
属
し
て
い
た
琉
球
を
通
し
て
南
方
の
諸
外
国
か
ら
輸
入
し
た
品
々
を
指

す
。
〔
島
夷
〕
島
に
住
む
異
民
族
。
こ
こ
で
は
琉
球
を
指
す
。
『
埋
葬
』
『
詩
集
』
は
「
琉
球
」
に
改
め
る
。
〔
津
々
〕
渡
し
場
に
あ
る
旅
館
。
〔
葛
衣
〕
葛
布

製
の
夏
用
の
衣
類
。
〔
焼
筍
醜
豚
〕
焼
い
た
タ
ケ
ノ
コ
と
塩
漬
け
の
豚
。
南
方
の
料
理
の
一
種
で
あ
ろ
う
。
『
事
事
』
『
詩
集
』
は
「
豚
肉
敬
命
」
に
改
め

る
。
〔
側
肩
累
跡
〕
肩
を
斜
め
に
し
、
足
の
か
か
と
が
接
す
る
。
す
な
わ
ち
人
で
混
雑
す
る
さ
ま
。
〔
便
債
〕
す
ば
や
い
さ
ま
。
〔
摂
商
〕
摂
州
の
商
人
。

〔
軽
脆
〕
歯
切
れ
の
よ
い
さ
ま
。
『
詩
鋤
』
『
詩
集
』
は
「
嬌
軟
」
に
改
め
る
。
〔
認
京
妓
〕
京
都
の
妓
女
で
あ
る
と
わ
か
る
。
衰
枚
の
『
随
園
詩
話
』
巻
五

に
引
く
清
の
楊
守
知
の
「
西
湖
竹
枝
」
の
句
「
白
肪
青
尊
前
を
挟
ん
で
遊
ぶ
、
語
音
軽
脆
蘇
州
な
る
を
認
む
」
に
拠
る
か
。
『
詩
鋤
』
『
詩
集
』
は

「
認
」
を
「
知
」
に
改
め
る
。
〔
蹴
踏
〕
か
し
こ
ま
っ
て
お
ど
お
ど
し
て
い
る
さ
ま
。
〔
誰
〕
『
詩
妙
』
『
詩
集
』
は
「
自
」
に
改
め
る
。
〔
一
儒
生
〕
山
陽
自

身
を
指
す
。
『
詩
妙
』
『
詩
集
』
は
コ
書
生
」
に
改
め
る
。
〔
争
席
〕
座
席
を
奪
い
あ
う
。
う
ち
と
け
て
礼
儀
に
こ
だ
わ
ら
な
い
様
子
。
『
荘
子
』
寓
言
篇



 
 
 
か
え

に
「
其
の
反
る
や
、
舎
者
（
1
1
宿
屋
の
客
）
之
と
席
を
争
う
」
と
あ
る
の
に
拠
る
。
〔
万
里
二
恩
為
暴
行
〕
誰
に
迫
ら
れ
て
こ
の
よ
う
な
万
里
の
果
て
ま
で

旅
を
し
て
き
た
の
か
。
誰
に
迫
ら
れ
た
の
で
も
な
い
、
自
ら
好
ん
で
や
っ
て
来
た
の
だ
、
と
い
う
反
語
の
句
。
〔
当
〕
『
翌
旦
』
『
詩
集
』
は
「
可
」
に
改
め

る
。
〔
肱
行
嚢
〕
旅
行
用
の
袋
を
開
け
る
。
『
詩
鋤
』
『
詩
集
』
は
「
啓
行
筐
」
に
改
め
る
。
〔
携
櫓
〕
軒
を
支
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
軒
に
届
か
ん
ば
か
り

の
高
さ
に
な
っ
て
い
る
。
〔
尺
五
〕
一
尺
五
寸
。
き
わ
め
て
距
離
が
近
い
喩
え
。
こ
こ
で
は
高
く
積
ま
れ
た
薪
と
軒
の
透
き
間
が
非
常
に
狭
い
こ
と
を
い

う
。
従
っ
て
本
を
読
も
う
に
も
僅
か
し
か
光
線
が
差
し
込
ま
な
い
。
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濶
鞫
恷
ｵ
首

 
 
A
武
侯

有
魚
頬
尾
泣
窮
冬

澗
轍
無
人
憐
瞼
嘱

誰
料
南
陽
一
勺
水

養
渠
忽
地
化
爲
龍

人
物
画
に
題
す
る

諸
葛
亮

が
 
ぞ
う
 
 
だ
い
 
 
 
 
し
ち
し
ゅ

画
像
に
題
す
 
七
首

 
 
ぶ
 
こ
う

 
 
武
侯

う
お
あ
 
 
 
て
い
び
 
 
ぎ
ゅ
う
と
う
 
 
な

魚
有
り
頽
尾
 
窮
冬
に
泣
き
、

こ
 
て
つ
 
 
ひ
と
 
 
げ
ん
ぎ
ょ
う
 
 
あ
わ
 
 
 
 
な

澗
轍
人
の
瞼
嘱
を
憐
れ
む
無
し
。

た
れ
 
 
は
か
 
 
 
 
な
ん
よ
う
い
っ
し
や
く
 
 
み
ず

誰
か
料
ら
ん
南
陽
一
勺
の
水
、

か
れ
 
 
や
し
な
 
 
 
 
た
ち
ま
ち
か
 
 
 
 
 
り
ゆ
う
 
 
な

渠
を
養
え
ば
忽
地
化
し
て
竜
と
為
ら
ん
と
は
。

七
首

疲
れ
て
尾
を
赤
く
し
た
魚
が
冬
に
干
か
ら
び
た
水
溜
ま
り
で
苦
し
そ
う
に
あ
え
い
で
い
る
の
を
見
て
も
、
そ
れ
を
哀
れ
む
人
は
い
な
い
。

／
誰
が
想
像
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
魚
に
南
陽
郡
か
ら
ひ
し
ゃ
く
一
杯
の
水
を
与
え
て
養
っ
て
や
っ
た
ら
、
あ
っ
と
い
う
聞
に
竜
に

変
わ
る
と
い
う
こ
と
を
。

頼
山
陽
「
西
遊
詩
巻
」
訳
注
（
三
）
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〔
題
画
像
七
首
〕
制
作
時
期
の
異
な
る
作
品
を
集
め
て
七
首
と
し
た
も
の
。
『
詩
集
』
の
編
年
を
手
掛
か
り
と
し
て
考
え
れ
ば
、
C
・
E
は
西
遊
に
先
立
つ

文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
、
D
・
F
・
G
は
同
じ
く
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
に
作
ら
れ
た
旧
作
を
基
に
し
た
も
の
に
見
え
る
が
、
韻
律
の
整
い
方
か
ら

判
断
す
る
限
り
、
む
し
ろ
「
西
遊
詩
巻
」
が
初
案
で
、
『
詩
型
』
『
詩
集
』
所
収
の
諸
作
は
そ
れ
に
手
を
加
え
た
定
稿
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
A
・
B

は
西
遊
後
の
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
に
連
作
と
し
て
完
成
す
る
「
詠
三
国
人
物
十
二
絶
句
」
（
『
詩
砂
』
巻
八
、
『
詩
集
』
巻
十
六
）
の
一
部
で
、
そ
の
う

ち
こ
の
A
の
詩
は
、
『
謄
躍
』
『
詩
集
』
で
は
「
十
二
絶
句
」
の
第
二
に
「
孔
明
」
と
題
し
て
収
め
る
詩
の
初
案
で
あ
ろ
う
。
〔
武
豊
〕
三
国
時
代
の
蜀
の
丞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
く
り
な

相
諸
葛
亮
の
こ
と
。
死
後
、
丞
相
武
郷
侯
の
印
綬
と
忠
武
侯
の
誼
を
贈
ら
れ
た
こ
と
か
ら
こ
う
呼
ば
れ
た
。
〔
魚
〕
劉
備
（
1
0
の
詩
参
照
）
を
指
す
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
れ

『
三
国
志
』
蜀
書
・
諸
葛
亮
伝
に
見
え
る
戦
備
の
言
葉
「
孤
の
孔
明
（
諸
葛
亮
）
有
る
は
、
猶
お
魚
の
水
有
る
が
ご
と
き
也
」
を
踏
ま
え
る
。
〔
預
出
〕
疲

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
か

れ
て
赤
く
な
っ
た
魚
の
尾
。
『
詩
経
』
周
南
の
「
露
呈
」
の
詩
に
「
鯖
魚
頼
尾
」
の
句
が
あ
り
、
「
毛
伝
」
に
「
魚
労
る
れ
ば
則
ち
尾
赤
し
」
と
注
す
る
。

劉
備
が
、
荊
州
の
劉
表
の
も
と
に
身
を
寄
せ
た
の
ち
、
戦
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
活
躍
の
場
を
失
い
、
意
気
消
沈
し
て
い
た
こ
と
を
喩
え
る
。
〔
窮
冬
〕
冬
の
末

の
月
、
陰
暦
十
二
月
を
い
う
。
〔
澗
轍
〕
乾
い
て
し
ま
っ
た
わ
だ
ち
の
水
た
ま
り
。
『
荘
子
』
外
物
篇
の
、
わ
だ
ち
の
水
た
ま
り
か
ら
救
い
を
求
め
る
鮒
の

話
に
基
づ
き
、
困
難
な
境
遇
を
い
う
。
〔
瞼
嘱
〕
魚
が
水
面
で
口
を
あ
け
て
呼
吸
す
る
さ
ま
。
〔
南
陽
一
貫
水
〕
諸
葛
亮
を
指
す
。
劉
備
が
訪
ね
た
諸
葛
亮

の
庵
が
南
陽
郡
郵
県
の
隆
中
（
現
在
の
湖
北
省
嚢
二
心
）
に
あ
っ
た
。
な
お
『
詩
心
』
『
詩
集
』
は
「
一
管
」
を
「
半
溝
」
に
改
め
る
。
〔
養
渠
〕
劉
備
が

い
わ
ゆ
る
「
三
顧
の
礼
」
に
よ
っ
て
諸
葛
亮
を
幕
僚
に
迎
え
入
れ
た
こ
と
を
い
う
。
〔
若
君
竜
〕
野
に
う
ず
も
れ
て
い
た
諸
葛
亮
が
具
備
の
参
謀
と
し
て
力

を
発
揮
し
、
蜀
漢
の
丞
相
の
位
に
上
っ
た
こ
と
を
い
う
。
「
竜
」
は
才
知
の
優
れ
た
人
の
喩
え
で
、
「
諸
葛
亮
伝
」
に
見
え
る
徐
庶
の
言
葉
「
諸
葛
孔
明
は
、

臥
竜
也
」
を
踏
ま
え
る
。

 
 
B
肚
 

北
伐
長
騙
不
備
呉

髭
公
終
被
阿
蒙
愚

 
 
そ
う
ぼ
く

 
 
壮
 

ほ
く
ば
つ
 
ち
ょ
う
く
 
 
 
 
 
こ
 
 
 
そ
な

北
伐
 
長
駆
し
て
呉
に
備
え
ず
、

ぜ
ん
こ
う
つ
い
 
あ
も
う
 
お
ろ
 
 
 
ら

髭
公
終
に
阿
蒙
に
愚
か
に
せ
被
る
。



聞
君
曾
讃
春
秋
日

亦
記
秦
軍
敗
椴
無

き
き
み
か
つ
し
ゆ
ん
じ
ゆ
う
よ
ひ

聞
く
君
曾
て
春
秋
を
読
む
日
、

ま
し
ん
ぐ
ん
こ
う
や
ぶ
 

し
る
 
い
な

亦
た
秦
軍
 
鍛
に
敗
る
る
を
記
す
や
無
や
。

 
 
 
 
関
羽

 
 
 
 
 
 
 
 
は
ん
じ
よ
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
よ
も
う

北
上
し
て
遠
く
魏
の
奨
城
を
攻
め
た
時
、
呉
に
対
し
て
油
断
し
、
あ
な
た
は
つ
い
に
呂
蒙
に
し
て
や
ら
れ
た
。
／
あ
な
た
に
質
問
し
よ

う
、
昔
、
『
春
秋
左
氏
伝
』
を
読
ん
だ
時
に
、
秦
の
軍
隊
が
遠
方
の
鄭
を
攻
め
た
め
に
椴
の
地
で
敗
れ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
た
か
ど
う
か

を
。

『
詩
鋤
』
巻
八
、
『
詩
集
』
巻
十
六
に
「
詠
三
国
人
物
十
二
絶
句
」
の
第
三
首
と
し
て
「
関
羽
」
と
題
し
て
収
め
る
詩
の
初
案
。
〔
尊
墨
〕
・
三
国
時
代
の
蜀

の
武
将
関
羽
の
こ
と
。
死
後
、
壮
綾
里
の
認
を
贈
ら
れ
た
。
〔
北
伐
長
駆
不
備
呉
〕
二
一
九
年
、
劉
備
に
よ
っ
て
里
中
の
前
将
軍
に
任
命
さ
れ
た
関
羽
が
、

品
質
か
ら
北
上
し
て
魏
の
落
城
を
攻
め
た
時
、
呉
の
呂
蒙
の
計
略
に
は
ま
り
、
守
備
に
残
し
て
お
い
た
兵
を
も
前
線
に
回
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
呉
に
背

後
か
ら
攻
略
さ
れ
た
こ
と
を
指
す
。
〔
髭
公
〕
関
羽
の
こ
と
。
関
羽
は
立
派
な
ひ
げ
を
蓄
え
て
い
た
の
で
諸
葛
亮
か
ら
「
髭
」
（
1
1
ひ
げ
）
と
呼
ば
れ
て
い

た
と
『
三
国
志
』
密
書
・
関
羽
伝
に
あ
る
。
〔
阿
蒙
〕
呂
蒙
の
こ
と
。
始
め
一
介
の
武
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
呂
蒙
が
、
努
力
し
て
儒
者
を
凌
ぐ
学
問
を
積
ん

だ
の
に
驚
い
た
魯
粛
の
言
葉
「
復
た
呉
下
の
阿
蒙
に
非
ず
」
（
『
三
国
志
』
真
書
・
呂
雨
曇
の
注
に
見
え
る
）
に
拠
る
。
〔
愚
〕
騙
す
。
〔
聞
〕
質
問
す
る
。

『
歯
質
』
『
詩
集
』
は
「
問
」
に
改
め
る
。
〔
君
曾
読
春
秋
日
〕
関
羽
が
『
春
秋
耳
茸
伝
』
を
好
み
、
そ
の
内
容
を
ほ
ぼ
そ
ら
ん
じ
て
い
た
こ
と
が
「
関
羽

伝
」
の
注
に
見
え
る
。
〔
亦
〕
『
詩
妙
』
『
詩
集
』
は
「
卸
」
に
改
め
る
。
〔
秦
軍
敗
椴
〕
前
六
二
七
年
、
秦
の
軍
隊
が
遠
方
に
あ
る
鄭
を
攻
略
し
よ
う
と
し

て
、
椴
の
地
で
晋
に
敗
れ
た
こ
と
が
『
春
秋
左
氏
伝
』
僖
公
三
十
三
年
に
見
え
る
。
『
詩
紗
』
『
詩
集
』
は
「
秦
人
殻
役
」
に
改
め
る
。
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C
青
蓮

盧
嶽
雲
松
未
可
墓

桃
花
何
庭
聞
仙
簑

長
安
市
上
一
杯
裏

別
有
天
地
非
人
間

 
 
せ
い
れ
ん

 
 
青
蓮

う
 
が
く
 
 
う
ん
し
ょ
う
い
ま
 
 
よ
 
 
 
べ

盧
岳
の
雲
松
未
だ
墓
ず
可
か
ら
ず
、

と
う
か
 
 
 
い
ず
 
 
 
と
こ
ろ
 
 
 
せ
ん
か
ん
 
 
き

桃
花
 
何
れ
の
処
に
か
仙
簑
を
聞
く
。

ち
ょ
う
あ
ん
し
じ
ょ
う
 
い
つ
ば
い
 
 
う
ち

長
安
市
上
 
一
杯
の
裏
、

べ
つ
 
 
て
ん
ち
 
 
 
じ
ん
か
ん
 
 
あ
ら
 
 
 
 
あ

別
に
天
地
の
人
間
に
非
ざ
る
有
り
。

 
 
 
 
李
白

盧
山
の
雲
を
凌
ぐ
松
の
木
に
も
ま
だ
登
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ど
こ
に
桃
の
花
び
ら
を
流
水
に
浮
か
べ
た
仙
境
が
あ
る
の
か
見
当
も
つ
か
な

い
。
／
そ
し
て
相
変
わ
ら
ず
長
安
市
中
の
酒
場
で
一
杯
ま
た
一
杯
と
酒
を
飲
ん
で
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
も
俗
界
と
は
異
な
る
別
世
界
は

あ
る
の
だ
。

『
詩
鋤
』
巻
一
、
『
詩
集
』
巻
六
に
「
題
李
白
酔
止
」
と
題
し
て
収
め
る
詩
の
初
漁
。
〔
青
蓮
〕
唐
の
詩
人
李
白
の
こ
と
。
「
湖
州
の
迦
葉
司
馬
の
白
は
是
れ

何
人
ぞ
と
問
い
し
に
答
う
」
の
詩
に
「
青
蓮
居
士
 
請
仙
人
、
下
穿
に
名
を
蔵
す
る
こ
と
三
十
春
」
と
あ
る
よ
う
に
、
彼
は
自
ら
青
蓮
居
士
と
号
し
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
さ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す

〔
盧
岳
〕
江
西
省
九
番
市
の
南
に
あ
る
鷹
山
の
こ
と
。
〔
雲
松
〕
李
白
の
「
鷹
山
の
五
目
峰
を
望
む
」
の
詩
に
「
慮
れ
将
に
此
の
地
に
て
雲
松
に
巣
く
わ
ん

と
す
」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
。
〔
桃
花
〕
六
朝
・
東
堺
の
等
々
明
が
理
想
の
仙
境
を
描
い
た
「
桃
花
源
の
記
」
を
連
想
さ
せ
る
語
で
あ
る
が
、
直
接
に
は

李
白
の
「
山
中
問
答
」
の
詩
に
「
桃
花
流
水
官
然
と
し
て
去
る
、
別
に
天
地
の
人
間
に
非
ざ
る
有
り
」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
。
〔
聞
〕
『
詩
紗
』
『
詩
集
』

は
「
問
」
に
改
め
る
。
〔
勲
等
〕
仙
境
。
以
上
の
二
句
は
、
安
車
山
の
乱
の
時
、
永
王
の
軍
に
加
わ
っ
て
敗
れ
、
罪
を
得
た
た
め
に
、
理
想
と
す
る
自
由
気

ま
ま
な
生
活
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
い
う
。
〔
長
安
市
上
一
杯
裏
〕
『
唐
詩
選
』
に
収
め
る
杜
甫
の
「
飲
中
八
仙
歌
」
の
詩
に
「
李
白
は
一
斗
 
詩
百
篇
、

長
安
市
上
 
酒
家
に
眠
る
」
と
あ
る
の
に
拠
る
。
〔
別
有
天
地
非
人
間
〕
「
山
中
問
答
」
の
詩
の
第
四
句
を
用
い
る
。



 
 
D
武
忠

令
公
孫
子
似
毒
斯

何
濁
膝
前
撃
繰
嬉

曾
逐
虎
狼
全
海
宇

蒼
生
誰
不
郭
爺
見

 
 
ぶ
ち
ゆ
う

 
 
武
忠

れ
い
こ
う
 
 
そ
ん
し
 
 
し
ゅ
う
し
 
 
 
に

令
公
の
孫
子
 
三
三
に
似
た
り
、

な
ん
 
 
ひ
と
 
 
し
つ
ぜ
ん
 
 
ぐ
ん
さ
い
た
わ

何
ぞ
独
り
膝
前
に
群
繰
嬉
ぶ
る
る
の
み
な
ら
ん
や
。

か
つ
 
 
こ
 
ろ
う
 
 
お
 
 
 
 
か
い
う
 
 
ま
っ
と

曾
て
虎
狼
を
逐
っ
て
海
宇
を
全
う
す
、

そ
う
せ
い
た
れ
 
 
か
く
や
 
 
 
じ

蒼
生
誰
か
郭
爺
の
児
な
ら
ざ
ら
ん
。

 
 
 
 
郭
子
儀

中
書
令
ど
の
の
子
孫
は
い
な
ご
の
よ
う
に
数
が
多
い
が
、
子
や
孫
た
ち
が
色
鮮
や
か
な
衣
服
で
着
飾
っ
て
、
彼
の
膝
元
で
戯
れ
て
い
る
だ

け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
／
か
つ
て
安
史
の
乱
で
は
悪
党
を
追
い
散
ら
し
て
西
安
・
洛
陽
を
奪
回
し
、
唐
の
天
下
を
保
っ
た
の
だ
か
ら
、
人

民
の
中
で
郭
翁
の
子
孫
で
な
い
も
の
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
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『
詩
妙
』
巻
二
、
『
詩
集
』
巻
九
に
「
紀
要
陽
聚
児
孫
図
」
と
題
し
て
収
め
る
詩
の
陰
雲
。
〔
武
忠
〕
「
忠
武
」
の
誤
り
。
忠
武
は
唐
の
武
将
三
子
儀
の
論
。

〔
令
公
〕
中
書
令
に
対
す
る
尊
称
。
こ
こ
で
は
中
書
令
を
務
め
た
郭
子
儀
を
指
す
。
〔
毒
斯
〕
い
な
ご
。
一
説
に
き
り
ぎ
り
す
。
『
詩
経
』
周
南
の
夏
思
立
」

の
詩
を
踏
ま
え
、
こ
こ
で
は
子
孫
が
多
い
喩
え
。
雲
華
儀
は
数
十
人
も
孫
が
い
た
た
め
、
孫
た
ち
が
安
否
を
問
い
に
来
て
も
区
別
が
つ
か
ず
、
た
だ
頷
く

だ
け
で
あ
っ
た
と
両
『
唐
書
』
の
郭
子
儀
伝
に
あ
る
。
〔
群
繰
嬉
〕
子
や
孫
が
彩
り
鮮
や
か
な
衣
服
を
着
て
戯
れ
遊
ん
で
い
る
意
。
春
秋
時
代
、
楚
の
老
雄

子
が
七
十
歳
に
な
っ
て
も
幼
な
子
の
よ
う
に
ふ
る
ま
い
、
色
鮮
や
か
な
服
を
着
て
親
を
喜
ば
せ
た
故
事
（
『
初
学
記
』
巻
十
七
に
引
く
「
孝
子
伝
」
、
『
芸
文

類
聚
』
巻
二
十
に
引
く
「
宣
命
伝
」
な
ど
に
見
え
る
）
に
拠
る
。
〔
虎
狼
〕
凶
悪
残
忍
な
人
の
喩
え
。
こ
こ
で
は
安
史
の
乱
の
首
謀
者
で
あ
る
安
曇
山
・
史

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ウ
イ
グ
ル

思
明
を
指
す
。
〔
全
海
宇
〕
郭
子
儀
が
、
回
絶
・
西
域
諸
国
の
援
軍
を
得
て
、
安
史
の
乱
で
失
っ
た
西
安
と
洛
陽
を
至
徳
二
年
（
七
五
七
）
に
奪
回
し
た
こ

と
を
指
す
。
〔
蒼
生
〕
人
民
。
『
詩
紗
』
『
詩
集
』
は
「
生
霊
」
に
改
め
る
。
〔
郭
爺
〕
郭
盛
儀
を
指
す
。
「
爺
」
は
年
長
の
男
性
に
対
す
る
尊
称
。
『
詩
妙
』

頼
山
陽
「
西
遊
詩
巻
」
訳
注
（
三
）

七
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『
詩
集
』
は
「
郭
家
」
に
改
め
る
。

 
 
E
和
靖

壇
淵
胡
馬
籏
塵
埃

一
黙
不
來
湖
水
隈

湖
上
落
楳
花
満
地

也
勝
蟷
涙
積
成
堆

 
 
わ
 
せ
い

 
 
口
主
目

 
 
壬
↑
立

せ
ん
え
ん
 
こ
ば
 

じ
ん
あ
い
む
ら

漣
淵
の
胡
馬
 
塵
埃
籏
が
る
も
、

い
っ
て
ん
 
 
き
た
 
 
 
 
こ
 
す
い
 
 
く
ま

一
点
も
来
ら
ず
湖
水
の
隈
。

こ
 
じ
よ
う
 
ら
く
ば
い
 
 
は
な
 
 
ち
 
 
 
み

湖
上
落
楳
花
地
に
満
ち
、

ま
 
 
 
ま
さ
 
 
ろ
う
る
い
 
 
つ
 
 
 
 
 
た
い
 
 
な

也
た
勝
る
蟷
涙
の
積
ん
で
堆
を
成
す
に
。

ノN

 
 
 
 
り
ん
ぽ

 
 
 
林
通

せ
ん
し
ゆ
う

漉
州
で
は
遼
の
大
軍
が
土
け
む
り
を
あ
げ
て
攻
め
込
ん
で
き
た
が
、
こ
こ
西
湖
の
ほ
と
り
に
は
塵
ひ
と
つ
飛
ん
で
こ
な
い
。
／
地
面

い
っ
ぱ
い
に
梅
の
花
び
ら
が
散
り
落
ち
て
い
る
こ
の
静
か
な
湖
畔
の
毎
日
は
、
夜
通
し
の
宴
会
の
あ
げ
く
蝋
燭
の
し
ず
く
が
地
に
山
を
な

す
よ
う
な
お
役
人
の
生
活
よ
り
ず
っ
と
す
ば
ら
し
い
。

『
詩
妙
』
巻
一
、
『
詩
集
』
巻
六
に
「
林
通
図
」
と
題
し
て
収
め
る
詩
の
初
案
。
〔
和
靖
〕
宋
の
詩
人
林
通
の
こ
と
。
死
後
、
仁
宗
か
ら
和
靖
先
生
の
論
を

賜
っ
た
。
〔
漉
淵
〕
漉
州
（
現
在
の
河
南
省
の
清
適
県
・
漢
陽
県
・
萢
県
に
ま
た
が
6
地
）
の
別
称
。
景
徳
元
年
（
一
〇
〇
四
）
、
遼
の
大
軍
が
こ
こ
へ
攻

め
て
来
た
時
、
宰
相
福
福
が
真
宗
を
説
得
し
て
親
征
さ
せ
、
コ
曲
淵
の
盟
」
と
呼
ば
れ
る
和
議
が
成
立
し
た
。
〔
胡
馬
〕
北
方
・
西
域
の
異
民
族
の
軍
隊
。

こ
こ
で
は
遼
の
軍
隊
を
指
す
。
『
詩
鋤
』
『
詩
集
』
は
「
万
馬
」
に
改
め
る
。
〔
籏
〕
多
く
集
ま
る
。
『
血
温
』
『
詩
集
』
は
「
闇
」
に
改
あ
る
。
〔
一
点
〕
非

常
に
少
な
い
数
量
を
い
う
。
〔
湖
水
隈
〕
湖
の
ほ
と
り
の
湾
曲
し
た
所
。
林
通
が
隠
棲
し
て
い
た
杭
州
西
湖
の
湖
畔
の
地
・
孤
山
を
指
す
。
な
お
こ
の
第
二

句
、
『
男
鹿
』
『
詩
集
』
は
「
埃
章
典
正
室
我
梅
」
に
改
め
る
。
〔
楳
〕
「
梅
」
の
異
体
字
。
林
通
は
梅
の
花
を
愛
し
た
詩
人
と
し
て
知
ら
れ
る
。
こ
の
第
三



句
、
『
詩
妙
』
『
詩
集
』
は
「
愛
個
落
梅
香
満
地
」
に
改
め
る
。
〔
鷹
詞
蝋
涙
釜
澤
堆
〕
「
蝋
涙
」
は
蝋
燭
を
と
も
し
た
時
に
垂
れ
る
蝋
の
し
ず
く
。
憲
準
は

若
い
頃
か
ら
富
貴
で
、
上
州
の
知
事
の
時
代
に
は
宴
会
を
好
み
、
夜
通
し
蝋
燭
を
と
も
し
て
い
た
の
で
、
便
所
の
中
に
ま
で
蝋
の
し
ず
く
が
垂
れ
て
地
に

山
を
な
し
て
い
た
と
宋
の
欧
陽
修
の
『
帰
田
録
』
巻
一
に
あ
る
。
当
時
の
照
明
と
し
て
、
蝋
燭
は
油
を
燃
料
と
す
る
ラ
ン
プ
な
ど
よ
り
も
贅
沢
品
で
あ
っ

た
。
こ
の
句
は
、
そ
う
し
た
高
級
官
僚
・
憲
準
の
贅
沢
な
生
活
よ
り
も
、
湖
畔
の
梅
に
囲
ま
れ
た
、
林
適
の
清
ら
か
な
日
々
の
方
が
ま
さ
る
意
。
な
お

『
詩
紗
』
『
詩
集
』
は
「
蝋
」
を
「
燭
」
に
改
め
る
。

 
 
F
文
忠

幾
秩
三
編
掃
白
魚

還
衝
泥
檸
過
村
境

憶
磨
蓮
燭
迭
蹄
院

坐
讃
玉
堂
森
寳
書

 
 
ぶ
ん
ち
ゅ
う

 
 
文
忠

い
く
ち
つ
 
 
ざ
ん
ぺ
ん
 
 
は
く
ぎ
よ
 
 
は
ら

幾
秩
の
残
編
 
白
魚
を
掃
い
、
、

ま
 
で
い
ね
い
つ
 

そ
ん
き
ょ
す

還
た
泥
潭
を
衝
い
て
村
嘘
を
過
ぐ
。

お
も
 
 
 
 
い
な
 
 
れ
ん
し
ょ
く
お
く
 
 
 
 
 
い
ん
 
 
か
え

憶
う
や
磨
や
蓮
燭
送
ら
れ
て
院
に
帰
り
、

ざ
よ
ぎ
ょ
く
ど
う
ほ
う
し
ょ
し
ん

坐
し
て
読
む
玉
堂
に
宝
書
森
た
る
を
。

 
 
 
 
蘇
転

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
 
み

や
つ
と
見
つ
け
た
何
秩
か
の
残
巻
を
紙
魚
を
払
い
落
と
し
な
が
ら
読
む
た
め
に
、
ぬ
か
る
み
に
も
か
ま
わ
ず
笠
と
履
き
物
を
借
り
て
ま
た

今
日
も
村
里
の
道
を
通
っ
て
い
る
。
／
覚
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
、
か
つ
て
は
翰
林
学
士
院
に
帰
る
の
に
も
金
蓮
燭
に
よ
っ
て
送
ら
れ
、

数
多
く
の
珍
し
い
書
物
を
何
の
苦
労
も
な
く
読
む
こ
と
が
で
き
た
の
を
。
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だ
ん
し
ゅ
う

『
詩
鋤
』
巻
二
に
「
東
披
盗
品
図
」
、
『
詩
集
』
射
影
に
「
影
干
評
点
」
と
題
し
て
収
め
る
。
宋
の
詩
人
蘇
転
が
晩
年
、
海
南
島
の
憺
州
に
流
さ
れ
た
時
の

生
活
ぶ
り
を
描
い
た
「
東
専
念
履
図
」
を
見
て
作
っ
た
詩
。
当
時
、
書
物
に
窮
し
て
い
た
雪
転
は
、
黎
子
の
家
に
柳
宗
元
の
文
集
数
冊
を
見
つ
け
、
そ
こ

頼
山
陽
「
西
遊
詩
巻
」
訳
注
（
三
）

九



o
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に
行
っ
て
は
一
日
中
読
み
耽
っ
て
い
た
。
あ
る
日
雨
に
遇
っ
て
笠
と
履
き
物
を
借
り
て
帰
っ
た
が
、
そ
の
様
子
を
あ
る
人
が
絵
に
か
い
た
と
『
貴
耳
集
』

巻
上
に
見
え
る
。
〔
文
忠
〕
蘇
執
の
謹
。
〔
秩
〕
線
装
の
書
物
を
数
え
る
助
数
詞
。
〔
残
編
〕
欠
け
た
巻
の
あ
る
不
完
全
な
書
物
。
こ
こ
で
は
蘇
転
が
黎
子
の

家
で
見
た
柳
宗
元
の
文
集
を
指
す
。
〔
泥
淳
〕
泥
が
水
を
含
ん
で
ど
ろ
ど
ろ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。
〔
磨
〕
疑
問
を
表
す
助
字
。
〔
尊
長
送
帰
院
〕
蘇
転
が
翰

林
学
士
の
時
、
宮
中
で
の
宿
直
か
ら
帰
る
の
に
、
帝
の
居
室
の
金
蓮
燭
（
ハ
ス
の
花
の
形
を
し
た
黄
金
製
の
照
明
）
に
よ
っ
て
送
ら
れ
た
こ
と
が
『
宋
史
』

自
転
伝
な
ど
に
見
え
る
。
臣
下
と
し
て
の
最
高
の
栄
誉
瓦
浴
し
て
い
た
こ
と
を
い
う
。
〔
玉
堂
〕
翰
林
学
士
院
の
こ
と
。
〔
森
〕
数
の
多
い
さ
ま
。
〔
槍
脇
〕

貴
重
な
書
物
。
な
お
こ
の
第
四
句
は
、
黄
玉
堅
の
「
双
井
の
茶
 
子
謄
に
送
る
」
の
詩
に
「
天
上
の
玉
堂
 
宝
書
森
た
り
」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
。

 
 
G
武
穆

痛
飲
黄
龍
志
已
空

爾
河
百
郡
虜
塵
重

西
湖
繍
得
墳
三
尺

留
與
遊
人
認
宋
封

 
 
ぶ
 
ぼ
く

 
 
武
穆

つ
う
い
ん
 
 
ご
う
り
ゅ
う
こ
こ
ろ
ざ
し
す
で
 
 
む
な

痛
飲
 
黄
竜
 
志
 
已
に
空
し
く
、

り
ょ
う
が
 
 
 
ひ
や
く
ぐ
ん
 
 
り
よ
じ
ん
か
さ

両
河
百
郡
虜
塵
重
な
る
。

せ
い
こ
 
か
 
 
 
え
 
 
 
 
は
か
さ
ん
じ
ゃ
く

西
湖
蘇
ち
得
た
り
墳
三
尺
、

ゆ
う
じ
ん
 
 
り
ゆ
う
よ
 
 
 
 
 
そ
う
ほ
う
 
 
み
と

遊
人
に
留
与
し
て
宋
封
を
認
め
し
む
。

 
 
 
 
岳
飛

車
竜
府
に
行
っ
て
痛
飲
し
よ
う
と
意
気
軒
昂
で
あ
っ
た
の
も
今
や
む
な
し
く
、
河
北
・
河
東
に
ま
た
が
る
百
郡
は
そ
の
後
、
金
や
元
の
軍

に
侵
略
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
／
し
か
し
西
湖
の
ほ
と
り
に
は
今
で
も
岳
飛
の
墓
が
残
っ
て
、
旅
人
に
こ
こ
が
宋
の
領
土
で
あ
っ
た
こ
と
を

知
ら
せ
て
い
る
。

『
詩
鋤
』
巻
二
、
『
詩
集
』
巻
九
に
「
二
重
」
と
題
し
て
収
あ
る
詩
の
初
昔
。
〔
轡
型
〕
岳
飛
の
誼
。
〔
痛
飲
黄
竜
〕
各
地
で
金
軍
を
破
り
、
得
意
の
絶
頂
に



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
だ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
た

あ
っ
た
岳
飛
が
部
下
の
武
将
た
ち
に
対
し
て
華
北
回
復
の
決
意
を
述
べ
た
言
葉
「
直
ち
に
黄
怨
府
に
遷
り
、
諸
君
と
痛
飲
せ
ん
」
（
『
宋
史
』
岳
飛
伝
）
に

基
づ
く
。
黄
竜
府
は
現
在
の
吉
林
省
農
安
県
。
『
詩
想
』
『
詩
集
』
は
「
唾
手
翠
雲
」
に
改
め
る
。
〔
寒
河
百
郡
〕
「
両
河
」
は
当
時
の
河
北
・
河
東
の
一
帯
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

す
な
わ
ち
現
在
の
河
北
・
山
西
の
両
省
に
ま
た
が
る
黄
河
以
北
の
一
帯
を
指
す
。
常
常
が
金
と
の
和
議
に
反
対
し
た
上
書
の
中
に
「
地
を
両
論
に
収
め
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
と
を
期
す
」
の
語
が
あ
っ
た
と
い
い
（
『
御
批
半
里
治
通
鑑
綱
目
』
巻
十
四
・
紹
興
九
年
）
、
ま
た
南
郷
の
陸
游
の
「
感
憤
」
の
詩
に
も
「
両
河
 
百

 郡
宋
の
山
川
」
と
あ
る
。
〔
虜
塵
〕
敵
軍
の
侵
略
。
〔
西
湖
〕
漸
江
省
杭
州
市
に
あ
る
湖
。
こ
の
ほ
と
り
に
岳
飛
の
墓
と
彼
を
祭
っ
た
岳
王
臣
が
あ
る
。

〔
藏
得
〕
手
に
入
れ
る
。
勝
ち
と
る
。
〔
昌
吉
遊
人
認
面
白
〕
『
三
体
詩
』
に
収
め
る
唐
の
鄭
谷
の
「
曲
江
の
春
草
」
の
詩
に
「
遊
人
に
留
与
し
て
一
た
び
酔

眠
せ
し
め
よ
」
と
あ
る
の
と
同
類
の
表
現
。
旅
人
の
た
め
に
岳
飛
の
墓
を
残
し
て
、
そ
こ
が
宋
の
領
土
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
。
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34

ｵ
星
春
歌

重
碧
激
漉
濃
長
耕

何
縁
命
名
喚
七
星

腕
敬
手
號
珀
光
送
掌

語
佗
寒
芒
照
壼
橘

吾
戸
錐
小
嫌
甜
酒

常
恨
泉
醸
不
可
口

宴
酎
煩
君
更
往
除

始
鬼
萬
愁
付
一
帯

君
不
見
吾
胸
未
甲
羅

二
十
八
宿

頼
山
陽
「
西
遊
詩
巻
」
訳
注
（
三
）

 
し
ち
せ
い
し
ゅ
ん
 
う
た

 
七
星
春
の
歌

じ
ゆ
う
へ
き
れ
ん
え
ん
 
 
 
 
 
 
ち
ょ
う
へ
い
 
 
み
な
ぎ

重
碧
激
漉
と
し
て
長
餅
に
溢
る
、

な
に
 
 
よ
 
 
 
 
 
 
 
め
い
め
い
 
 
 
 
し
ち
せ
い
 
 
よ

何
に
縁
っ
て
か
命
名
し
て
七
星
と
喚
ぶ
。

う
で
 
 
こ
 
は
く
 
 
さ
さ
 
 
 
 
 
 
ひ
か
り
た
な
ご
こ
ろ
 
ほ
と
ば
し

腕
 
號
珀
を
玉
手
ぐ
れ
ば
光
 
掌
に
送
り
、

い
ぶ
か
 
 
か
 
 
 
か
ん
ぼ
う
 
 
が
 
れ
い
 
 
て

要
る
佗
の
寒
芒
 
画
櫨
を
照
ら
す
を
。

わ
 
 
 
こ
 
し
よ
う
 
 
 
 
 
い
え
ど
 
 
て
ん
し
ゅ
 
 
き
ら

吾
が
戸
小
な
り
と
錐
も
甜
酒
を
嫌
い
、

つ
ね
 
 
う
ら
 
 
せ
ん
じ
よ
う
 
 
く
ち
 
 
よ

常
に
恨
む
泉
醸
 
口
に
可
か
ら
ざ
る
を
。

え
ん
た
け
な
わ
 
 
 
 
 
 
き
み
 
 
わ
ず
ら
 
 
 
 
さ
ら
 
 
ゆ
 
 
 
 
 
お
ぎ
の

上
宿
に
し
て
君
を
煩
わ
し
更
に
往
き
て
除
ら
し
め
、

は
じ
 
 
 
 
お
ぼ
 
 
ば
ん
し
ゅ
う
 
い
っ
そ
う
 
 
ふ

始
め
て
鬼
ゆ
万
愁
 
；
冊
に
付
す
る
を
。

き
み
み
 
 
 
 
わ
 
 
 
む
ね
い
ま
 
 
に
じ
ゅ
う
は
っ
し
ゆ
く
 
 
つ
ら
 
 
 
 
あ
た

君
見
ず
や
吾
が
胸
未
だ
二
十
八
宿
を
羅
ぬ
る
能
わ
ざ
る
も
、

三



量

一185一

猫
能
向
腹
藏
北
斗

な
 
 
 
よ
 
 
 
は
ら
 
 
む
か
 
 
 
 
ほ
く
と
 
 
 
ぞ
う

猶
お
能
く
腹
に
向
っ
て
北
斗
を
蔵
す
る
を
。

 
 
 
七
星
春
の
歌

細
長
い
か
め
に
満
々
と
み
な
ぎ
っ
て
い
る
、
こ
の
深
緑
色
を
し
た
酒
は
、
ど
の
よ
う
な
わ
け
で
「
七
星
春
」
と
命
名
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

／
腕
で
高
く
持
ち
上
げ
る
と
本
伝
色
の
光
が
手
の
ひ
ら
に
ほ
と
ば
し
っ
て
、
ま
る
で
北
斗
七
星
の
冷
た
い
光
が
、
装
飾
を
こ
ら
し
た
れ
ん

 じ
を
照
ら
す
か
の
よ
う
だ
。
／
自
分
は
酒
の
飲
あ
る
質
で
は
な
い
が
甘
い
酒
は
真
っ
平
で
あ
っ
て
、
い
つ
も
泉
州
の
酒
が
口
に
合
わ
な
い

の
を
恨
め
し
く
思
っ
て
き
た
。
／
宴
た
け
な
わ
に
な
っ
て
あ
な
た
に
更
に
伊
丹
の
酒
を
買
っ
て
き
て
も
ら
い
、
そ
こ
で
や
っ
と
胸
中
の
さ

ま
ざ
ま
の
悩
み
が
晴
れ
て
ゆ
く
気
が
し
た
次
第
で
あ
る
。
／
さ
あ
ご
ら
ん
、
こ
の
私
は
洛
陽
の
才
子
た
ち
の
よ
う
に
胸
に
二
十
八
宿
を
な

ら
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
通
り
腹
に
北
斗
七
星
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
臣
民
』
巻
三
、
『
詩
集
』
巻
十
一
に
収
め
る
同
名
の
詩
の
初
案
。
〔
七
星
春
〕
「
七
星
」
は
、
北
斗
七
星
。
「
七
星
春
」
と
は
、
『
詩
鋤
』
『
詩
集
』
に
見
え

る
自
注
に
「
伊
丹
の
酒
の
名
な
り
。
碕
港
（
目
長
倉
港
）
の
致
す
所
は
皆
泉
醸
（
1
1
泉
州
の
酒
）
に
し
て
、
伊
丹
は
独
り
此
の
一
品
有
る
の
み
。
昇
る
ひ

と
余
を
招
い
て
此
れ
を
供
す
。
賦
し
て
謝
す
」
と
あ
る
よ
う
に
伊
丹
の
酒
の
名
で
、
江
戸
時
代
で
は
こ
こ
で
醸
造
さ
れ
る
清
酒
が
最
上
と
さ
れ
た
。
な
お
、

李
白
の
「
宣
城
の
望
事
紀
由
又
を
実
す
」
の
詩
に
「
老
臣
」
と
い
う
酒
が
見
え
る
よ
う
に
、
古
代
の
中
国
人
は
酒
の
名
に
よ
く
春
の
字
を
用
い
た
。
「
七
星

春
」
も
恐
ら
く
は
そ
れ
に
倣
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
〔
重
碧
〕
深
緑
色
。
杜
甫
の
「
置
生
の
楊
使
君
が
東
楼
に
思
す
」
の
詩
に
「
重
碧
 
春
酒
を
拮
る
」
と
あ

る
よ
う
に
酒
の
色
を
い
う
。
〔
激
淺
〕
水
の
満
ち
る
さ
ま
。
〔
森
組
〕
長
い
形
の
か
め
。
酒
を
入
れ
て
お
く
容
器
。
〔
整
〕
高
く
持
ち
上
げ
る
。
〔
號
珀
〕
古

代
の
樹
脂
の
化
石
で
、
淡
黄
色
、
褐
色
、
赤
褐
色
な
ど
の
も
の
。
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
鮮
や
か
な
色
を
し
た
美
酒
の
意
。
『
唐
詩
選
』
に
収
め
る
李
白
の

「
客
中
行
」
の
詩
に
「
蘭
陵
の
美
酒
 
諺
金
香
、
玉
椀
盛
り
来
る
號
珀
の
光
」
と
あ
る
。
〔
画
学
〕
「
橘
」
は
窓
や
欄
干
の
上
に
取
り
付
け
た
格
子
。
そ
の
美

し
く
飾
り
つ
け
た
も
の
が
「
画
橘
」
で
あ
ろ
う
。
〔
鼠
戸
錐
小
早
甜
酒
〕
「
戸
」
は
酒
量
。
白
居
易
の
「
久
し
く
韓
侍
郎
を
見
ず
、
戯
れ
に
四
韻
を
題
し
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翼
っ
て
之
に
寄
す
」
の
詩
に
「
戸
大
に
し
て
甜
酒
を
嫌
う
」
と
あ
る
。
〔
不
可
口
〕
口
に
合
わ
な
い
。
〔
除
〕
掛
け
で
買
う
。
す
な
わ
ち
「
重
る
ひ
と
」
に

伊
丹
の
酒
を
買
っ
て
こ
さ
せ
る
。
〔
鬼
〕
「
覚
」
の
古
い
字
体
。
『
詩
紗
』
『
詩
集
』
は
「
覚
」
に
改
め
る
。
〔
万
愁
〕
「
百
愁
」
「
千
重
」
な
ど
と
同
じ
く
多
く

の
愁
い
の
意
で
あ
ろ
う
。
〔
付
；
四
 
一
本
の
ほ
う
き
に
ま
か
せ
る
。
蘇
輯
の
「
洞
庭
春
色
」
の
詩
に
、
酒
の
こ
と
を
「
三
訂
帯
」
（
愁
い
を
掃
う
帯
）
と

称
す
る
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
コ
帯
」
と
は
伊
丹
の
酒
を
指
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
胸
中
の
愁
い
を
と
り
払
う
の
で
あ
る
。
〔
君
不
見
〕
1
5
の
詩
の
注
参
照
。

〔
胸
〕
『
詩
集
』
は
「
腕
」
に
作
る
。
〔
二
十
八
宿
〕
古
代
中
国
で
天
体
の
位
置
を
示
す
基
準
と
し
た
二
十
八
の
星
座
。
『
古
文
真
宝
』
に
収
め
る
李
賀
の

「
高
港
門
」
の
詩
に
、
洛
陽
の
才
子
・
文
豪
の
胸
中
に
は
二
十
八
宿
が
並
ん
で
い
る
と
あ
る
。
 
〔
猶
能
向
腹
〕
『
詩
鋤
』
『
詩
集
』
は
「
我
腹
猶
堪
」
に
改
め

る
。
〔
北
斗
〕
北
斗
七
星
の
連
想
か
ら
、
伊
丹
の
酒
「
七
星
春
」
を
指
す
。

文
政
紀
元
、
歳
次
戊
寅
、
秋
九
月
。
雑
録
途
次
所
得
拙
詩
。
灘
南
薩
河
南
雅
契
。
険
正
。
蓮
痔
。

ぶ
ん
せ
い
き
 
げ
ん
 
 
さ
い
 
 
ぼ
 
い
ん
 
 
や
ど
 
 
 
あ
き
く
 
が
つ
 
 
と
 
じ
 
 
 
う
 
 
 
と
こ
ろ
 
 
せ
っ
し
 
 
 
ざ
つ
ろ
く
 
 
 
な
ん
さ
つ
 
 
か
 
な
ん
が
 
け
い
 
 
し
め
 
 
 
し
ょ
う
せ
い
 
 
ら
い
の
ぼ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
頼
嚢
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
南
薩
の
河
南
雅
契
に
似
す
。
咲
正
。

文
政
紀
元
、
歳
、
戊
寅
に
守
る
、
秋
九
月
。
途
次
に
得
る
所
の
童
詩
を
雑
録
す
。

文
政
元
年
、
戊
寅
の
年
の
秋
九
月
。
道
中
に
出
来
上
が
っ
た
拙
い
詩
を
い
ろ
い
ろ
と
取
り
混
ぜ
て
墨
書
し
て
お
く
。

覧
に
入
れ
、
ご
批
正
を
乞
う
。
頼
嚢
。

薩
摩
の
河
南
殿
に
ご

以
上
の
三
十
字
は
『
全
通
』
文
政
元
年
九
月
に
も
引
か
れ
る
が
、
『
詩
鋤
』
『
詩
集
』
に
は
見
え
な
い
。
『
頼
山
陽
文
集
』
巻
八
に
収
め
る
「
自
書
西
遊
詩
巻

後
」
は
字
句
が
や
や
異
な
る
。
〔
河
南
雅
契
〕
河
南
源
兵
衛
の
こ
と
。
「
雅
契
」
は
相
手
を
敬
愛
し
て
い
う
称
。
『
全
曲
』
文
政
元
年
九
月
に
「
野
菜
町
の
支

店
〔
本
店
は
阿
久
根
〕
に
来
合
せ
た
河
南
源
兵
衛
に
招
か
れ
『
西
遊
詩
巻
』
を
揮
毫
す
」
と
あ
る
。
但
し
、
『
文
集
』
所
収
の
「
自
書
西
遊
詩
巻
後
」
は

「
〔
鮫
島
〕
白
鶴
雅
契
」
に
作
る
。
〔
頼
嚢
〕
「
自
書
西
遊
詩
巻
後
」
に
は
「
頼
」
の
字
無
し
。

 
 
 
頼
山
陽
「
西
遊
詩
巻
」
訳
注
（
三
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二
三



四
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〔
付
記
〕

ω
こ
の
た
び
本
訳
注
を
作
成
し
た
の
は
、
書
家
・
森
士
郷
氏
よ
り
「
西
遊
詩
巻
」
の
存
在
を
お
教
え
い
た
だ
き
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
ご

質
問
を
受
け
た
こ
と
が
大
き
な
動
機
で
あ
る
。
記
し
て
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。

②
「
西
遊
詩
巻
」
に
付
せ
ら
れ
た
重
野
締
雪
・
頼
支
峰
の
二
つ
の
践
で
は
詩
の
総
数
を
五
十
二
首
に
数
え
て
い
る
が
、
本
訳
注
で
は
1
8
の

詩
（
「
発
赤
関
留
別
諸
友
」
）
を
『
詩
集
』
に
従
っ
て
二
首
に
分
け
た
た
め
、
全
体
で
五
十
三
首
と
な
っ
た
。


