
に
お
け
る

し一一

は
じ
め
に

古
詩
十
九
首
を
代
表
と
す
る
五
一
一
一
一
口
古
詩
が
、
楽
白
川
の
椙

和
歌
な
ど
の
漢
代
の
民
間
歌
謡
に
源
の
一
端
を
発
す
る
こ
と
は
、

し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
単
に
楽

時
に
多
く
五
言
句
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
形
式
の
点
か
ら

の
み
な
ら
ず
、
古
詩
の
中
に
昭
明
ら
か
に
歌
謡
の
痕
跡
を
残
す
勾

や
、
楽
府
と
近
卸
す
る
詩
句
が
あ
っ
た
り
、
古
詩
の
表
出
す
る

心
構
が
古
楽
詩
の
あ
る
も
の
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
に
も
よ
る
つ

実
験
、
後
世
吉
詩
と
古
楽
府
と
は
混
同
し
て
引
用
さ
れ
る
こ
と

も
あ
っ
た

3

う

た

わ

れ

る

の

で

は

な

い

古

詩

十

九

文
人
の
手
を
経
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
す
で
に
定
説
と

る

な

っ

て

い

る

。

し

か

し

で

あ

っ

た

も

の

か

ら

、

な

ぜ

う
た
わ
れ
な
い
詩
（
徒
）
が
生
ま
れ
た
の
か
は
な
か
な
か
明

ら
か
で
は
な
い
。
或
い
は
、
馬
茂
元
誌
の
言
う
よ
う
に
拐
め
は

う
た
わ
れ
る
も
の
と
し
て
作
ら
れ
た
が
缶
承
さ
れ
る
過
韓
で
題

や
識
が
失
わ
れ
、
徒
詩
と
し
て
定
着
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
し
か

し
、
古
詩
が
成
立
し
流
行
し
た
時
期
は
、
そ
れ
が
記
録
さ
れ
た

時
期
か
ら
、
曲
や
題
は
も
と
よ
り
、
歌
謡
で
あ
っ
た
こ
と
さ
え

忘
れ
ら
守
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
遠
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
吉
詩
十

九
首
一
の
大
半
が
建
安
時
代
を
そ
れ
ほ
ど
濁
ら
な
い
時
期
に
成

立
し
、
建
安
詩
人
が
古
詩
を
継
承
す
る
五
一
一
出
向
詩
を
、
楽
時
間
と
し

て
で
は
な
く
能
持
と
し
て
数
多
く
制
作
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考

え
て
、
古
詩
こ
と
に
「
古
詩
十
九
首
〕
は
、
初
め
か
ら
徒
詩
と

し
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
c

白
川
静
氏
は
一

古
詩
十
九
第
十
五
首
が
、
楽
府
一
密
閉
行
」
か
ら
成
立
し

とあdじρ

「の

が

家

イモ

-v-



た
経
緯
を
説
明
し
て
「
歌
謡
の
形
式
よ
り
も
、
ひ
と
り
調
詠
す

る
形
式
の
方
が
、
哀
感
の
世
界
に
入
り
や
す
い
か
ら
：
：
：
長
短

匂
の
楽
府
か
ら
、
五
一
一
一
一
口
の
匂
の
み
を
と
っ
て
、
朗
詠
風
の
古
詩

が
生
ま
れ
る
一
と
い
う
。
し
か
し
ひ
と
り
で
あ
っ
て
も
む
し
ろ

メ
ロ
デ
ィ
が
あ
っ
た
ほ
う
が
情
の
世
界
に
浸
り
や
す
く
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
建
安
の
三
曹
が
楽
府
を
新
た
に
作
っ
た
こ
と
か
ら

も
わ
か
る
よ
う
に
、
士
人
は
古
詩
の
成
立
の
後
も
歌
謡
の
世
界

を
捨
て
は
し
な
か
っ
た
し
、
古
楽
府
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
な
か

に
も
必
ず
し
も
民
謡
で
な
い
文
人
の
手
が
入
っ
た
も
の
も
認
め

ら
れ
る
ο

い
っ
た
い
詩
歌
と
一
口
に
言
う
が
、
当
然
詩
と
歌
と
は
詞
じ

も
の
で
は
な
い
c

鈴
木
修
次
氏
は
一
（
吋
詩
経
由
一
一
の
と
き
l
筆

者
）
詩
は
同
時
に
歌
で
あ
っ
て
、
詩
と
歌
の
開
に
区
別
は
も
た

れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
漢
裂
の
間
に
な
る
と
、
詩
と
歌
と
の
間

に
京
一
別
意
識
が
次
第
に
生
ま
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
コ
持
と
し

て
作
ら
れ
る
詩
、
す
な
わ
ち
歌
に
な
ら
な
い
詩
が
た
し
か
に
生

ま
れ
て
き
た
一
と
い
う
。
ま
た
松
本
幸
男
氏
は
～
た
と
え
通
篇

五
言
の
詩
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
謡
わ
れ
る
童
謡
で
あ
り
、
歌

詩
で
あ
る
場
合
、
徒
詩
と
し
て
の
五
言
詩
と
は
慎
重
に
区
別
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
。
さ
も
な
い
と
、
一
一
“
古
詩
一
成
立
の
問
題
点

は
い
つ
ま
で
も
整
理
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
…
と
指
摘
す

る
。
五
言
古
詩
の
表
現
主
体
と
な
る
文
人
知
識
人
、
十
一
人

っ
て
歌
と
詩
と
は
ど
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
、
亙
別
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
か
。
そ
れ
以
前
に
お
い
て
一
偶
者
は
ど
の
よ
う
な
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
。
そ
の
意
識
の
変
化
を
考
え
る
こ

と
に
、
五
一
一
首
徒
詩
の
成
立
を
考
え
る
鍵
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
文
人
知
識
人
の
形
成
さ
れ
た
両
漢
に
お
い
て
つ

く
ら
れ
た
「
詩
」
と
「
歌
一
と
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

文
人
に
よ
る
創
作
詩
の
形
成
と
い
う
視
点
で
、
五
言
徒
詩
の
成

立
を
考
え
る
こ
と
を
試
み
る
が
、
そ
れ
に
先
だ
っ
て
次
章
で
、

先
泰
に
お
い
て
「
詩
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
何
で
あ
っ
た
か

を
、
整
理
し
て
お
き
た
い
。

円。

最

古

の

詩

集

で

あ

る

に

収

録

さ

れ

て

い

る

詩

の

す

べ
て
が
も
と
は
う
た
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。

「
毛
詩
序
い
は
、
一
詩
者
志
之
所
之
也
、
在
心
震
志
、
殺
一
宮
口

議
詩
、
情
動
於
中
而
形
於
一
一
話
、
ヰ
一
一
口
之
不
足
、
故
嵯
歎
之
、
嵯
歎

之
不
足
、
故
永
敬
之
、
永
歌
之
不
足
、
不
知
手
之
舞
之
、
足
之

路

之

品

、

整

成

文

謂

之

音

」

と

い

う

。

詩

は

心

の



内
の
志
、
が
言
葉
に
表
れ
た
も
の
で
あ
る

3

こ
の
こ
と
ば
を
声
を

の
ば
し
て
う
た
う
一

d

そ
の
声
に
は
清
が
あ
ら
わ
守
れ
て
、
文
（
音

曲
）
を
な
す

3

そ
こ
に
さ
ら
に
舞
が
加
わ
る

2

し
か
も
そ
れ
は

無
意
識
の
う
ち
に
行
な
わ
れ
る
ニ
す
な
わ
ち
一
詩
一
と
そ
れ
を

一
う
た
う
こ
と
一
と
歌
に
合
わ
せ
て
一
お
ど
る
こ
と
一
と
は
一

体
の
も
の
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
一
詩
」
は
す
な
わ
ち

一
う
た
わ
れ
る
こ
と
詔
一
つ
ま
り
一
歌
詩
一
な
の
で
あ
る
。

一
毛
詩
序
一
は
一
詩
一
一
昔
一
一
舞
一
の
三
者
、
が
一
体
の
も

の
で
あ
る
こ
と
を
い
う
の
だ
が
、
そ
れ
は
逆
に
一
体
で
あ
る
も

の
を
三
つ
に
分
析
し
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
一
毛
詩
序

に
類
仮
し
た
文
と
し
て
は
、
一
一
ぷ
開
審
問
一
一
舜
典
一
詩
一
一
時
間
志
、
歌
永

話
、
警
依
永
、
律
和
替
、
八
音
克
諮
、
舞
椙
奪
縮
、
神
人
以
和
一

一
一
一
耀
記
」
一
難
記
一
詩
一
富
士
山
也
、
歌
一
一
誠
其
撃
山
也
、
舞
動
其
容
塩
、

一
一
一
者
本
於
心
、
然
後
楽
器
従
之
一
が
あ
る

3

こ
こ
に
は
、
一

楽
了
を
分
軒
し
理
論
づ
け
よ
う
と
い
う
意
図
が
見
え
る
が

J

そ
れ

は
、
言
語
、
音
楽
、
舞
蕗
と
い
う
一
一
一
要
素
の
専
門
化
を
進
め
う

る
場
の
も
ち
ぬ
し
、
部
ち
王
侯
貴
接
、
が
享
受
す
る
「
楽
一

論
化
で
あ
ろ
う
コ
お
そ
ら
く
民
衆
の

う
に
こ
と
ば
を
掛
か

た
だ
ろ
う

3

の
理

の
場
で
は
、
こ
の
よ

に
の
ぼ
ら
な
か
っ

よL, 

の
詩
か
ら
一
時

ュ，

歌

の
字
を
拾
っ
て
み

ょ
う
。

詩

寺
人
孟
子
、

聴
之

歌召
南
江
有
沼
「
之
子

衛

凡
百
君
子
、

不
我
過
、

、
氷
矢
弗
過
一

一
心
之
護
呉
、
我
歌
思
議
〕

瞭
風
東
門
之
抱
一
彼
美
叡
姫
、
可
鹿
ハ
暗
歌
」

際
愚
墓
門
「
犬
山
也
不
員
、
歌
以
訊
之
」

小
雅
昭
牡
「
景
不
様
錦
、
是
用
作
歌
、
持
母
来
誌
」

小
雅
何
人
類
「
作
比
好
歌
、
以
極
長
側

小
雅
四
月
一
君
子
作
歌
、
線
以
ι
山口哀」

小
雅
車
牽
「
難
無
徳
輿
女
、
式
歌
旦
血

小
雅
自
華
｛
繍
歎
傷
穣
、
念
披
磁
人
」

敬
市

歌

一？一



詩

は
国
風
に
は
用
例
は
な
く
、
小
雅
に
一
例
、

例
あ
る
。
一
方
一
歌
一
は
、
国
風
に
お
い
て
は
す
べ
て

う
」
と
い
う
動
詞
で
用
い
ら
れ
、
小
雅
・
大
雅
で
は
名
詞
で
も

用
い
ら
れ
る
が
そ
れ
は
、
詩
に
曲
を
付
け
た
一
う
た
一
を
意
味

し
て
い
る
。
小
雅
・
大
雅
に
お
い
て
「
詩
一
は
一
歌
了
を
構
成

す
る
一
要
素
な
の
で
あ
る
。
国
風
に
お
い
て
一
詩
一
と
い
う
こ

と
ば
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
ご
フ
た
う
一
と
い
う
行
為

し
か
あ
ら
わ
さ
れ
な
い
の
は
、
詩
を
作
る
と
い
う
作
業
と
出
を

作
っ
て
う
た
う
作
業
と
を
分
別
し
な
か
っ
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ

る
。
二
雅
に
お
い
て
、
一
詩
一
と
一
歌
一
と
い
う
こ
つ
の
名
詞

が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
一
一
つ
の
作
業
が
分
化
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
こ
こ
で
混
乱
さ
れ
て

は
な
ら
な
い
の
は
、
一
「
詩
経
”
一
一
の
歌
謡
は
期
王
朝
や
諸
侯
の
宮

廷
で
楽
と
し
て
演
奏
さ
れ
た
時
点
で
、
爵
嵐
も
含
め
て
す
べ
て

の
詩
が
一
楽
の
詩
一
「
歌
の
詩
一
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

一
詩
一
が
一
歌
の
詩
一
一
：
楽
の
詩
一
と
し
て
、
出
か
ら
離
れ

文
字
に
定
着
さ
れ
る
と
、
そ
の
存
在
の
意
義
も
か
わ
り
、
う
た

わ
れ
る
こ
と
以
外
に
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
コ
一
詩
一
は
一
一
－

詩
経
」
一
の
詩
（
逸
詩
も
ふ
く
め
て
）
を
指
す
も
の
と
な
り
、
古

典
と
な
っ
た
a

三
側
一
同
仰
い
で
孔
子
が
し
ば
し
ば
言
及
す
る
よ

に
、
士
と
し
て
身
に
つ
け
る
べ
き
教
養
と
し
て

れ

た

。

そ

う

し

て

身

に

つ

け

た

大
雅
に一

う
た

(]) 

ま
た
、

の

と
し

が
あ
る
。

R
U
 

一
「
左
で
は
逸
詩
を
含
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
詩
が
賦

さ
れ
る
。
例
え
ば
、

催
公
十
三
年
「
公
子
賦
河
水
、
公
賦
六
月
」
杜
預
注
「
剤

水
逸
詩
、
・
：
六
月
詩
小
雅
、
・
：
古
者
稽
舎
、
国
古
詩
以
見

意

、

故

麟

章

説

。

其

全

種

詩

篇

者

、

多

敦

其

頭

章

之

詩
の
章
を
一
諭
し
た
り
う
た
っ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

の
詩
章
の
意
義
を
借
り
て
（
詩
の
全
篇
を
賦
す
る
と
き
は
回
目
頭

の
章
の
意
義
を
敢
る
）
自
ら
の
意
を
表
す
。
『
漢
書
日
墾
文
志

詩
賦
略
に
一
吉
者
諸
侯
郷
大
夫
交
接
鄭
麗
、
以
徹
一
一
お
棺
感
、
宮

揖
譲
之
持
、
必
橋
詩
以
論
其
志
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
後
の
士
人

に
と
っ
て
は
、
伝
統
と
し
て
古
代
の
実
在
の
習
墳
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
ほ
か
こ
の
よ
う
な
あ
ら
た

ま
っ
た
場
だ
け
で
は
な
く
議
論
や
対
話
の
場
で
も
、
ま
た
春
秋

を
経
て
戦
障
の
時
代
に
査
一
つ
で
も
、
他
の
経
書
と
と
も
に
頻
繁

に
詩
粧
同
の
詩
句
は
引
用
さ
れ
る
。
一
方
『
持
経
』
の
詩
と

に
あ
っ
た
「
音
一
と
一
舞
」
は
、
周
の
衰
退
と
と
も
に
春

ば
か
弱
し
や
が
て
滅
び
て
い
く
。
詩
は
歌
謡
か
ら
、

に

点

て

独

立

し

た

存

在

と

な

り

、

も

っ

ぱ

ら

議

論



さ
れ
る
も
の
と
な
る
。

百
五

と
あ
る
こ
と
は
、

路
）
の
多
か
っ
た
こ
と

先

に

も

述

べ

た

よ

う

に

と

と

も

に

あ

っ

た

一

楽

は
や
が
て
滅
ぶ
が
、
そ
れ
は
音
楽
、
乃
至
歌
謡
の
衰
退
を
意
味

し
な
い

3

一
一
一
機
記
尚
一
一
難
記
に
、
親
文
公
が
子
一
度
に
一
わ
た
し
は

居
、
ず
ま
い
正
し
て
恭
し
く
古
楽
を
聴
く
と
き
は
践
り
そ
う
に
な

る
が
、
鄭
衛
の
音
を
聴
く
と
き
は
館
き
る
こ
と
が
な
い
、
な
ぜ

だ
ろ
う
か
一
と
た
ず
ね
る
設
が
あ
る
が
、
古
楽
を
好
ん
だ
と
い

わ
れ
る
麓
文
公
に
し
て
か
く
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
議
衛
の
音
、

即
ち
俗
楽
が
い
か
に
当
時
流
行
し
て
い
た
か
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

諸
換
の
宮
廷
の
内
で
も
外
で
も
歌
諮
問
は
滅
び
て
い
な
い
σ

選

欽
立
吋
先
葉
漢
裂
音
鹿
北
朝
詩
」
一
先
秦
詩
を
み
る
と
、
先
棄
の

人
々
が
士
大
夫
も
庶
人
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に
如
何
に
よ
く

歎
を
作
り
、
う
た
っ
て
い
る
か
が
わ
か
る
。
歌
謡
は
つ
ね
に
人

々
と
と
も
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
ニ
し
か
し
、
こ
の
時
代
に
は
ま

だ
、
歌
を
離
れ
た
詩
は
昨
ら
れ
た
は
み
ら
れ
な
い

同

漢

王

朝

成

立

後

ほ

ど

な

る

作

業

が

は

じ

め

ら

れ

た

こ

と

が

、

円

漢

喜

一

に

れ

て

い

る

。

ま

ず

は

棄
の
楽
人
に
よ
っ
て
宗
廟
楽
、
が
輿
さ
れ
、
ま
た
新
た
に
一
演
中
記

楽
が
作
ら
れ
た

3

武
帝
の
時
に
一
品
工
っ
て
楽
府
、
が
立
て
ら
れ
、
各

地
の
歌
が
集
め
ら
れ
た
り
、
李
延
年
、
司
罵
相
知
等
数
十
人
に

新
し
く
歌
詩
を
作
ら
せ
、
そ
れ
に
楽
を
合
わ
せ
て
一
十
九
章
之

歌
一
を
搾
ら
せ
る
な
ど
、
宮
廷
の
楽
は
拡
大
し
て
い
っ
た
。
し

か
し
そ
の
多
く
は
信
楽
で
あ
っ
た
と
い
う
。
成
者
の
頃
に
な
る

と
、
朝
廷
外
で
も
豪
族
等
に
よ
っ
て
朝
廷
と
争
う
ほ
ど
に
深
手

に
音
楽
が
演
奏
さ
れ
、
楽
人
た
ち
の
露
も
世
に
顕
れ
る
程
に
な

っ
た
。
部
位
以
前
か
ら
こ
の
状
況
を
苦
々
し
く
思
っ
て
い
た
哀

帝
は
、
こ
の
潮
を
止
め
る
べ
く
、
楽
時
の
鰐
鎮
に
踏
み
切
っ

た
が
、
ち
の
審
停
は
と
ど
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い

う

。

の

記

述

か

る

に

、

漢

時

代

に

は

大

る
も
の
は
は
な

三
百
十

こ
の

の
皆
感
於
哀
楽
、

て
、
最

ば
詩
時

設
に

之問問、

一一品

-9-
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あ

る

と

こ

ろ

を

見

る

と

、

歌

詩

一

は

、

歌

詩
一
般
で
は
な
く
、
楽
府
に
採
取
さ
れ
た
歌
詩
に
限
定
さ
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。

違
欽
立
の
「
漢
詩
一
巻
一
巻
こ
に
は
前
漢
の
作
者
名
の
あ
る

詩
歌
、
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。
巻
一
に
は
十
四
入
、
巻
こ
に
は
十

二
人
の
作
者
が
数
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
内
ほ
ぽ
半
数
が
帝
王
貴

族
で
あ
る
。
中
に
は
後
世
の
偽
託
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、

そ
の
多
く
が
欽
宴
の
場
で
作
ら
れ
、
帝
王
自
ら
が
そ
の
詩
を
う

た
い
、
或
い
は
楽
人
や
諸
妃
に
う
た
わ
せ
て
い
る

3

ま
た
、
幽

閉
さ
れ
た
り
、
罪
を
間
わ
れ
た
り
し
て
、
追
い
詰
め
ら
れ
た
苦

し
い
立
場
に
あ
っ
て
そ
の
悲
情
を
う
た
い
、
そ
の
後
非
業
の
死

を
遂
げ
た
も
の
は
、
項
羽
を
除
い
て
も
、
成
夫
人
、
趨
王
友
、

燕
王
日
一
、
そ
の
華
容
夫
人
、
京
陵
王
膏
が
お
り
、
旬
奴
の
地
に

幽
関
さ
れ
た
と
も
い
え
る
烏
孫
公
主
も
含
め
て
か
な
り
の
数
に

昇
る
。
こ
れ
ら
の
歌
の
ほ
と
ん
ど
が
楚
風
の
歌
で
あ
っ
た
と
推

模
さ
れ
て
い
る
コ

他
方
、
彼
ら
の
歪
下
の
身
分
に
あ
た
る
も
の
た
ち
の
歌
は
楚

歌
ば
か
り
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
心
変
新
声
の
曲
を
善
く
し
た

楽
人
李
延
年
は
さ
て
お
き
、
東
方
朔
の
即
興
に
う
た
っ
た
と
い

う
歌
一
陸
沈
於
俗
、
避
世
金
馬
問
、
宮
殿
中
可
以
雑

何
必
深
山
之
中
麓
慶
之
下
」
、
わ
ず
か
に
プ
句
の
み

に
記
さ
れ
て
い
る
商
丘
成
が
孝
文
織
の
金
下
酔

ニ
の
二
十
八
家
の

て
う
た

た
歌
一
出
居
安
能
欝
欝
」
）
は
、
一
見
す
る
だ
け
で
は
楚
歌
と
思

わ
れ
な
い
。
興
味
深
い
の
は
揚
埠
の
歌
で
あ
る
。

楊
障
は
、
司
馬
遷
の
外
孫
で
、
宣
帝
の
時
の
入
、
一
審
光
の
謀

反
の
意
を
い
ち
早
く
知
っ
て
奏
聞
し
た
功
で
平
通
侯
、
中
郎
将

と
な
り
、
の
ち
光
禄
勲
を
拝
す
る
。
非
常
に
廉
潔
な
人
で
あ
っ

た
が
、
人
に
厳
し
く
他
人
の
罪
を
よ
く
暴
き
、
問
位
の
も
の
で

己
れ
と
合
わ
な
い
も
の
は
害
そ
う
と
し
た
た
め
朝
廷
で
恨
ま
れ
、

太
僕
戴
長
楽
と
争
い
、
結
局
長
楽
と
と
も
に
庶
人
に
落
と
さ
れ

た
。
そ
の
後
家
に
あ
っ
て
、
産
業
を
輿
し
邸
宅
を
立
て
、
家
財

を
な
す
こ
と
を
楽
し
み
と
し
た
。
そ
れ
を
い
さ
め
た
友
人
に
あ

て
て
、
彼
は
手
紙
を
書
く
。
「
田
家
作
昔
、
歳
時
伏
磁
、
亨
羊

黛
菜
、
斗
酒
白
勢
、
家
本
秦
也
、
能
矯
秦
替
、
婦
趨
女
品
、
雅

基
口
鼓
慈
、
奴
嬬
歌
者
数
人
、
酒
後
耳
熱
、
仰
天
的
缶
而
呼
鳥
鳥
、

其
詩
日
間
彼
甫
山
、
蕪
識
不
治
、
種
一
一
頃
豆
、
落
語
一
橋
箕
、
人

生
行
楽
耳
、
須
富
貴
何
時
」
。
苦
し
い
田
舎
家
の
生
活
の
中
で
、

春
秋
の
祭
り
の
機
会
に
わ
ず
か
の
酒
を
飲
ん
で
楽
し
む
。
自
分

は
秦
の
出
身
で
、
薬
声
を
普
く
す
る
。
超
の
出
身
の
妻
に
惹
を

ひ
か
せ
、
奴
縛
数
人
と
と
も
に
、
天
を
仰
ぎ
缶
を
打
ち
、
あ
あ

と
叫
ん
で
歌
を
う
た
う
。
こ
の
歌
は
楚
歌
な
ら
ぬ
そ
の
秦
声
で

業
と
舗
は
、
勢
文
志
詩
賦
路
に
も
（
代
錯
之
謡
、
秦

と
い
う
よ
う
に
、
歌
謡
の
盛
ん
な
地
域
で
あ
っ
た
の

」
の
楊
揮
の
秦
声
の
例
は
、
士
人
た
ち
が
自
分
の
出
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身
地
の
に
な
れ
親
し
ん
で
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

事
設
が
、
蘇
武
と
の
別
れ
の
宴
で
舞
い
な
が
ら
う
た
っ
た
歌

は
楚
歌
の
よ
う
で
あ
る
σ

李
陵
は
薩
菌
の
人
で
あ
る

3

あ
る
い

は
あ
ら
た
ま
っ
た
席
で
は
楚
歌
と
い
う
の
が
、
当
時
の
習
墳
で

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い

v

ま
た
、
李
陵
と
蘇
武
の
説
話
が
形
成

さ
れ
る
う
ち
に
こ
の
歌
が
李
陵
の
歌
と
し
て
仮
託
さ
れ
た
可
能

る
だ
ろ
う
。

逢

欽

立

漢

詩

一

巻

巻

二

に

収

た

前

漢

の

存

名

氏

の
詩
歌
辻
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
歌
詩
、
歌
謡
の
詩
で
、
厳
し
い

運
命
に
迫
ら
れ
た
作
者
の
悲
館
、
哀
槽
の
吐
露
で
あ
る
が
、
中

に
異
質
な
も
の
が
臣
籍
あ
る
σ

意
孟
の
一
議
諌
詩
…
自
言
百
八

匂
一
寵
鄭
詩
一
詔
一
百
七
十
六
匂
と
意
孟
の
子
孫
章
玄
成
の
「
自

劾
詩
一
回
一
一
諮
問
七
十
六
匂
一
戒
子
孫
詩
一
西
宮
五
十
六
匂
で
あ
る

3

他
の
歌
が
短
裂
で
あ
る
の
に
、
す
べ
て
四
一
一
昌
匂
で
統
一
さ
れ
た

長
舗
で
、
し
か
も
う
た
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
捷
詩
な
の
で
あ
る
コ

意
孟
は
、
宣
常
の
時
丞
相
に
ま
で
昇
っ
た
意
賢
の
昭
世
の
担

に
あ
た
る
。
賢
は
、
札
・
設
問
・
詩
に
通
じ
て
、
鍔
魯
の
大
矯
と

称
さ
れ
、
昭
帝
に
詩
を
進
授
し
た
ほ
ど
の
人
で
あ
る
コ
章
孟
は

一
冗
は
彰
域
の
人
で
、
景
常
の
時
、
楚
の
一
克
玉
、
子
夷
玉
、
孫
王

戊
の
三
代
に
わ
た
る
縛
で
あ
っ
た
る
戊
が
荒
淫
で
道
に
遵
わ
な

か
っ
た
た
め
、
孟
は
…
一
昨
を
昨
っ
て
諌
め
た
。
そ
れ
が
一

で
あ
る
c

そ

の

後

り

、

家

を

鄭

に

後

し

、

ま

た

で
あ

は

の

大

臣

で

あ

っ

た

祖

先

か

ら

語

り

お
こ
し
、
属
、
戦
て
、
泰
代
の
殺
の
代
に
な
っ
て
自
ら

耕
す
生
活
に
い
た
っ
た
家
の
歴
史
を
語
る
。
天
舎
を
承
け
て
棄

に
代
わ
っ
た
輝
か
し
い
漢
は
、
畿
を
楚
の
一
冗
王
の
傍
に
任
じ
、

彼
は
元
王
、
子
夷
王
に
仕
え
る
。
と
こ
ろ
が
今
の
王
は
先
祖
の

業
を
顧
み
ず
逸
諜
に
ふ
け
る
廷
か
り
で
あ
る
σ

設
は
切
々
と
そ

れ
を
諌
め
る
。
畿
の
儒
教
的
教
養
を
パ
ッ
ク
ボ

i
ン
と
す
る
士

と
し
て
の
責
託
感
、
が
、
こ
の
詩
を
作
ら
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
在
鄭
詩
一
は
王
の
過
ち
を
顕
ら
か
に
し
て
王
朝
の
名
を
織

す
の
を
恐
れ
て
致
仕
し
、
居
を
欝
に
移
し
た
も
の
の
、
担
先
の

土
地
を
離
れ
た
こ
と
を
心
苦
し
く
患
い
、
ま
た
、
退
い
た
も
の

の
五
の
行
く
末
を
案
じ
る
こ
と
止
ま
ず
夢
に
見
る
ほ
ど
で
あ
る

こ
と
を
述
べ
、
最
後
に
は
孔
子
の
遺
徳
の
残
る
欝
魯
に
賠
住
す

る
こ
と
を
喜
び
と
し
楽
し
も
う
と
い
う
志
を
述
べ
て
議
を
終
え

る
と
い
う
、
彼
の
内
心
の
葛
藤
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。

同
議
と
も
、
円
詩
一
経
』
ス
タ
イ
ル
の
臨
言
一
詩
で
、
家
孟
の
切

羽
詰
ま
っ
た
苦
渋
と
激
構
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は

ス
ト
レ
ー
ト
に
表
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
経
畳
一
闘
の
語
を
逐
語
的

に
引
い
て
表
出
さ
れ
る
。
ま
た
そ
の
情
は
、
私
人
と
し
て
の
も

の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、
家
と
国
家
へ
の
糞
任
と
恭
敬
に

と

ら

わ

れ

た

も

の

で

あ

る

。

は

こ

の

二

議

の

詩

を

、

7
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で
は
な
く
子
採
が
先
人
の
志
を
述
べ
た
も
の
と
も
い

わ
れ
る
と
記
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
家
に
代
々
怯
え
ら

れ
た
も
の
だ
ろ
う
ο

窓
玄
成
は
章
賢
の
少
子
で
あ
る
。
彼
は
心
な
ら
ず
も
兄
を
差

し
置
い
て
父
の
爵
を
継
ぐ
が
、
自
分
の
過
失
で
そ
れ
を
疑
し
て

し
ま
う
。
そ
れ
を
自
責
す
る
の
が
一
自
劾
詩
一
で
あ
る
。
そ
の

後
父
と
同
じ
丞
相
の
位
に
の
ぼ
っ
た
際
に
、
そ
の
こ
と
に
恐
れ

恭
し
む
こ
と
を
述
べ
て
子
孫
の
戒
め
と
す
る
の
が
一
戒
子
孫
詩

で
あ
る

3

章
孟
の
二
篇
と
ま
っ
た
く
関
じ
ス
タ
イ
ル
で
か
か
れ

て
い
る

3

意
輩
、
章
玄
成
の
詩
は
そ
の
家
で
代
々
議
論
さ
れ
て
伝
え
ら

れ
た
も
の
で
、
う
た
わ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

選
欽
立
一
漢
詩
一
を
み
る
限
り
、
前
漢
に
お
い
て
は
こ
の
間
篇

の
四
古
詩
だ
け
が
徒
詩
で
あ
る
。
歌
を
離
れ
た
一
一
詩
一
が
こ
こ

に
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
ス
タ
イ
ル
も
内
容
も
歌

と
は
明
ら
か
に
違
っ
て
い
る
。
意
家
は
代
々
経
常
一
同
の
学
を
学
ん

だ
知
識
人
の
家
系
で
あ
る
。
中
で
も
一
「
詩
一
粧
』
を
薫
ん
じ
て
い

た
こ
と
は
、
章
賢
が
昭
帝
に
三
一
同
一
粒
」
一
を
進
授
し
た
こ
と
で
わ

か
る

3

詩
を
う
た
わ
ず
に
議
論
す
る
と
い
う
習
墳
を
彼
ら
が
持

っ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
詩
に
よ
っ
て
言
志
し
、
議
綾
し
、
聖

王
の
政
事
を
頒
す
る
と
い
う
儒
家
の
一
？
詩
経
旧
観
に
忠
実
な
知

識
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
実
践
と
し
て
彼
ら
に

ス
タ
イ
ル
の
詩
を
作
ら
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ

の
四
言
詩
作
成
の
伝
統
は
、
後
ら
の
家
だ
け
で
な
く
、
士
人
知

識
人
た
ち
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
。

。中
噌，
A

の

(1) 

前
漢
に
流
行
し
た
楚
歌
は
、
後
漢
に
は
す
っ
か
り
装
え
た
よ

う
で
、
残
存
す
る
後
漢
の
歌
で
、
は
っ
き
り
そ
れ
と
い
え
る
の

は
、
少
帯
弘
農
王
と
そ
の
窟
姫
の
歌
の
み
で
あ
る
。
活
醸
吋
後

漢
書
川
皇
后
紀
下
何
活
紀
に
よ
れ
ば
董
卓
に
よ
っ
て
廃
位
さ
れ

た
少
帯
弘
農
王
は
、
散
毒
を
飲
む
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
。
王
は

初
め
は
拒
ん
だ
も
の
の
、
飲
ま
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
妻
の

唐
姫
と
別
れ
の
飲
婆
を
す
る
ο

王
は
悲
歌
し
、
唐
姫
に
舞
わ
せ

る
。
陸
相
姫
も
歌
を
う
た
う
。
非
業
の
死
を
目
前
に
し
た
飲
宴
で

の
歌
と
い
う
、
あ
ま
り
に
も
楚
歌
を
う
た
う
状
況
の
典
型
に
は

ま
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
こ
う
い
う
場
合
の
王
侯
の
と
る
べ
き

作
法
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
と
患
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。

章
孟
に
始
ま
る
四
一
一
白
詩
は
着
実
に
士
人
の
開
に
継
承
さ
れ
た
。

後
漢
書
匂
文
苑
簿
に
引
く
侍
毅
（
？

1
八
九
）
の
「
迫
志
詩
」

十
四
勾
は
、
被
が
若
い
頃
永
平
年
間
に
平
設
で
経
書
の
勉
強

い
た
と
き
、
自
ら
励
ま
す
詩
で
あ
る
。
ま
ず
、
時
の
た

い
こ
と
と
自
ら
の
力
の
な
さ
を
嘆
く
。
次
に
、
自

しニ
シ
｝
の



ね
て
父
の
代
に
韮

た
こ
と
を
い
う
。
自
分
が
そ
れ

、
誰
か
が
向
日
分
の
童
味
を
啓
い
て
く
れ
る

の
を
い
、
ま
た
時
と
し
て
怠
り
が
ち
に
な
る
こ
と
を
戒
め
、

時
を
埼
し
ん
で
勤
め
る
決
意
を
い
う

3

経
書
、
と
く
に
吋
尚
喜

の
語
を

L

多
用
し
、
祖
先
を
讃
え
、
恭
敬
し
、
自
ら
の
志
を
述
べ

る
と
こ
ろ
は
、
ま
さ
に
内
容
、
形
式
、
措
辞
の
す
べ
て
に
お
い

て
意
孟
、
意
玄
成
の
藍
系
の
継
承
者
と
い
え
よ
う

3

簿
穀
の
こ

の
詩
以
後
し
ば
ら
く
は
こ
の
系
統
の
詩
は
残
存
し
て
い
な
い
が
、

建
安
詩
人
の
王
繋
の
一
銭
議
文
期
伶
思
親
詩
一
、
繁
欽
の
ニ
湿

成
勤
戒
詩
一
、
欝
捕
の
一
貴
拐
詩
一
と
い
っ
た
同
様
の
詩
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
縛
毅
か
ら
建
安
の
関
に
も
作
ら
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
だ
ろ
う
ο

岡
村
繁
誌
は
一
一
“
後
漢
寄
与
一
一
か
ら
詩
の
作
品
の
あ

っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
人
物
を
二
十
五
名
挙
げ
て
い
ぷ

が
、
後
ら
の
作
品
の
中
に
は
こ
の
系
統
の
四
一
一
呂
詩
、
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か

3

後
漢
の
後
半
か
ら
、
昭
一
一
割
問
詩
は
作
ら
れ
る
場
や
内
容
、
そ
し

て
表
現
も
拡
大
さ
れ
て
き
た

3

そ
の
一
つ
は
士
人
間
の
交
擦
に

筏
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る

3

一
一
ぶ
伎
漢
書
n

一
一
来
謬
簿

詮
に
引
く
朱
謬
（
一

0
0
1
三
ハ
一
一
一
）
の
…
輿
劉
伯
宗
総
交
詩

は
、
出
世
し
た
後
自
分
に
簿
く
な
っ
た
友
人
劉
拍
宗
（
未
詳
）

に
交
際
を
絶
つ
こ
と
を
宣
る
も
の
だ
、
が
、
か
な
り
平
易
な

分
の

り
、
漢
の

段
の
時
代
か
ら
営
々

れ
て
い
る
。

詩
」
一
答
ト
一

ら
ば
、
一
冗
式

を

察

側

患

に

寄

せ

た

の

だ

王

（

七

七

i

ら
建
安
詩
人
も
四
一
一
時
間
の
贈
詩
し
て
い
る
。
槌
鱗
（
一

頃

1
一
五

O
墳
）
は
十
二
歳
で
客
と
即
興
の
額
一
宮
詩
を
カ

て
い
る
。
桓
帝
（
在
位
一
四
七

i
一
六
七
）
の
墳
の
上
計
吏
秦

嘉
は
、
妻
桧
淑
に
贈
っ
た
五
言
詩
が
有
名
で
あ
る
が
、
…

7

述
婚

詩
一
「
鰭
揚
詩
一
の
題
一
甘
口
詩
も
あ
り
、
こ
れ
は
由
一
一
…
一
口
詩
の
題
材

、
が
、
士
人
間
の
交
捺
以
外
に
ま
で
、
題
材
が
広
が
っ
て
い
る
例

で
あ
る
。
こ
と
に
、
（
嬉
嬉
詩
…
は
、
妻
と
離
れ
て
一
人
す
ご

す
夜
の
清
を
い
う
も
の
で
、
臨
家
や
家
に
関
わ
ら
な
い
私
生
活

に
お
け
る
哀
矯
は
従
来
歌
に
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
孔
一
融

（
一
五
一
ニ

1
二
O
一
一
一
）
の
「
離
合
作
郡
姓
名
詩
？
…
誌
言
う
ま
で

も
な
く
文
字
遊
び
で
あ
る
。
章
孟
、
意
玄
成
に
始
ま
っ
た
、
士

人

と

し

て

の

志

を

述

べ

る

と

い

ら

、

四

が
解
き
放
た
れ
て
き
た
む

語
で

前

九

）
に
ほ

で
あ
ろ
う
か
。

が
先
に
四。七し

の

(2) 

前
漢
に
お
い
て
、
ま
た
下
っ
て
斑
臨
（
三
二

i
九一一）

ま

で

、

一

詩

」

の

る

と

こ

ろ

は

つ

あ

っ

た

。

の
頃

13-



f弘

一
一
一
詩
経
【
一
一
を
は
じ
め
と
す
る
古
代
の
詩
。
か
つ
て
は
｛

歌
の
詩
一
で
あ
っ
た
が
、
議
論
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
3

B 

歌
詩
、

つ
ま
り
楽
の
詩
、
歌
謡
の
詩
ο

は
じ
め
か
ら
う
た
う
た
め
で
は
な
く
、

め
に
作
ら
れ
た
件
前
漢
の
作
で

の
西
言
詩
の
み
。

識
請
さ
れ
る
た

る
の
は

C 
ん
に
つ
い
て
は
例
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

B
、
こ
れ

は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
吋
漢
書
一
一
一
議
文
志
詩
賦
賂
で
、
目
録

に
列
せ
ら
れ
た
一
詩
一
が
す
べ
て
一
歌
詩
」
と
称
せ
ら
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
ま
た
一
「
史
記
日
一
「
漢
設
立
が
歌
を
引
用
す
る
と

き
の
記
述
か
ら
わ
か
る
。
と
く
に
一
史
記
』
の
場
合
、
新
し
く

作
ら
れ
る
詩
は
例
外
な
く
曲
を
付
け
て
う
た
わ
れ
る
た
め
の
も

の
で
あ
り
、
一
歌
詩
一
「
楽
詩
一
と
さ
ら
に
意
味
を
設
定
し
て

い
う
こ
と
も
あ
る
ο

例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

始
皇
本
紀

一
三
十
六
年
、
：
・
始
皇
不
端
末
、
使
博
士
一
鵠
仙
人
詩
、

及

行

所

済

天

下

、

人

語

弦

之

安
え
羽
A
．
一
、
み
寸
巳

一工
1
．ヨ，
oホ

一
於
是
項
玉
乃
悲
歌
抗
慨
、
自
一
鵠
詩
日
：
・

数
関
、
美
人
和
之
」

4A 

噌

2
A

高
組
本
紀
一
酒
樹
、
高
祖
撃
筑
、
自
矯
歌
詩
日
：
：
：
」

楽
堂
開
「
高
組
過
補
詩
三
侯
之
輩
、
令
小
児
歌
之

宋
微
子
世
家
一
箕
子
・
：
乃
作
饗
秀
之
詩
以
歌
詠
之
、
其
詩
臼

一
延
年
善
歌
、
震
饗
新
撃
、
間
上
方
輿
天
地
柄
、

欲
造
築
詩
歌
弦
之
。
延
年
善
承
意
、
弦
次
初
詩
」

ま
だ

鈴
木
修
次
氏
の
一
言
わ
れ
る
「
当
時
（
前
漢
i
筆
者
）
は
、

詩
と
歌
と
が
分
離
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
、
詩
は
ま
ず
お

お
む
ね
は
同
時
に
歌
と
し
て
う
た
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し

い
一
）
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
主
演
書
』
に
お
い
て
は
、

す
で
に
二
意
の
併
で
示
し
た
よ
う
に
、

C
の
意
味
も
生
じ
て
い

スu
a

歌

が
歌
を
引
く
際
は
「
歌
臼
」
自
一
一
ー
乃
歌

「
昨
歌
日
…
と
、
ほ
と
ん
ど
が
「
歌
」
を
用
い
て
い
る
。

頃
籍
博
で
所
謂
一
壊
下
歌
」
を
引
く
の
に
一
自
詩
歌
詩
日

日

と



い
っ
て
い
る
の
も
こ
の
例
に
入
れ
て
も
よ
い
だ
ろ
う

3

を

引

く

の

に

を

使

う

例

も

二

つ

あ

る

。

歌

詩

、
伸
夫
前
缶
而
呼
烏
鳥
、
其
詩
日
：
・

外
戚
簿
上
李
夫
人
一
上
愈
盆
栴
思
悲
感
、
議
作
詩
日
・
：
、
令

業

の
手
紙
文
の
引
用
で
あ
る
σ

詩
で
あ
る
こ
と
は
前
後
か
ら
あ
き
ら
か
で
あ
る

J

の
間
宮
詩
を
引
く
麓
所
は
、

の
例

ヰ
時
十

再
開
と
も
歌

方
、
一

後
遂
去
位
、
徒

日

一
議
、
其
諌
詩
日

意
玄
成
博
玄
成
告
傷
挺
難
父
爵
、
歎
自
我
侭
顧
問
以
奉
祭

記
、
作
詩
自
劾
寅
日
：
＼
・
：
疫
職
十
年
之
問
、
遂
繕
父
招

位

、

封

侯

故

圏

、

楽

嘗

世

駕

、

玄

品

、

自

著

復

枯

敬
之
嬉
難
、
間
以
成
一
不
子
孫
臼
：
・
一

と
y

う
た
わ
れ
た

一
歌
一
及
び

い
て

を
一
不

一
歌
詩
一

十
執
よ
、
も

3

1
g
J
J
L
V
 

に
お

ょ，

徒
一
一
一
円
一
と
は
明
確
に
区
別

さ
れ
て
い
た
、
つ
ま
り
、

て
い
た
と
感
じ
ら
れ
る
。

と
は
別
物
と
さ
れ

数
」
と

斑

盟

は

「

東

都

賦

の

作

中

人

物

籍

の

詩

を

作

ら

せ

て

い

る

。

そ

の

う

ち

「

明

堂

詩

」

一

「

璽

憂

詩
一
は
皆
昭
一
一
時
間
十
二
句
、
「
蜜
鼎
持
一
一
白
維
持
は
と
も
に

三
言
今
一
一
一
一
一
時
間
中
ハ
匂
で
あ
る
。
東
漢
の
徳
を
煩
す
る
も
の
で
郊
廟

楽
歌
に
も
供
し
て
も
よ
い
内
容
で
あ
る
が
、
斑
屈
は
こ
れ
ら
を

詩

と

呼

ん

で

と

も

「

と

も

い

わ

な

い

。

人

歌

主
人
臼
復
位
、
今
特
格
子
五
議
之
持
、
賓
既
卒
業
、
乃
犠
日

美

哉

乎

此

日

ア

一
一
話
匂
に
関
わ
ら
ず
う
た
わ
ず

詩

一

で

あ

る

と

の

が

あ

斑
闘
に
は
、
四
一
一
呂
句
、
一
一
一
一
一
割
問
分

に
議
す
る
場
合
は
す
べ
か
ら
く

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
後
漢
の
詩
と
歎
と
は
、
常
に
襲
留
に
お
け
る
の
と

閉
じ
よ
う
に
明
確
に
草
加
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

漢
書
』
逸
民
弼
鐸
辻
、
梁
鴻
（
王
葬

i
章
帝
の
頃
）

を
載
せ
て
い
る
。
所
謂
一
五
穣
之
歌
｝
「
適
呉
詩

で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
は
次
の
よ
う
に
引
か
れ
て

活
醸

の
詩
歌

一
思
友
詩

いザ〈
V
3

U々
噌，
A



因
東
出
関
、
過
京
師
、
作
五
穂
之
歌
詞
一
捗
彼
北
古
今
壊
、

（
四
言
A
H
J

嘘
五
句
）

又
去
適
呉
、
将
行
、
作
詩
日

（
三
一
百
分
二
言
二
十
六
句
）

逝
蓄
邦
分
遣
征
、

有
頃
、

鴻
友
人
京
兆
高
恢
、
少
好
者
子
、
際
於
華
陰
山
中
、

遊
思
恢
、
作
詩
白
鳥
喫
嘆
今
友
之
期
、
：
・
一

三一一一日一一一句）

及
鴻
東

（一二時間分

こ
れ
ら
の
三
篇
を
歌
と
詩
と
に
分
け
る
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
ο

一
五
憶
之
歌
一
が
実
際
に
曲
を
伴
っ
て
う
た
わ
れ
た
か
ど
う
か

は
、
一
「
後
漢
書
』
の
記
述
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
し
、
「
適
呉

詩
一
「
思
友
詩
一
、
こ
と
に
短
い
一
思
友
詩
一
は
、
前
漢
に
お

い
て
こ
の
形
式
の
詩
、
が
こ
と
ご
と
く
う
た
わ
れ
て
き
た
こ
と
か

ら
考
え
て
、
歌
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
難
し
い
。
一
「
後
漢

書
一
の
こ
こ
の
記
述
を
見
る
限
り
、
歌
と
詩
の
区
別
は
非
常
に

唆
味
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
後
漢
初
に
詩
と
歌
と

が
区
別
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
す
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
い
う

ま
で
も
な
く
苛
酷
は
南
朝
宋
の
人
で
あ
り
、
一
後
漢
お

け
る
詩
歌
に
対
す
る
概
念
は
彼
の
時
代
の
も
の
で
あ

可
能

性
は
強
く
、
そ
の
詩
歌
が
歌
で
あ
っ
た
か
詩
で
あ
っ
た

か
も
伝
承
の
う
ち
に
暖
昧
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
え
る
か

ら
で
あ
る
。
『
後
漢
書
』
に
限
ら
ず
、
吋
文
選
向
と
『
玉
翠
新

詠
」
一
ま
た
『
初
問
尚
子
記
』
『
義
文
類
家
』
円
太
平
御
覧
』
円
…
柴
府

詩
集
同
な
ど
が
、
同
一
の
詩
歌
を
或
る
も
の
は
詩
と
い
い
或
る

も
の
は
歌
と
い
う
こ
と
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

後
註
の
文
献
に
よ
っ
て
後
漢
時
代
の
詩
歌
概
念
を
検
討
す
る
こ

と
は
、
し
た
が
っ
て
非
常
に
困
難
で
あ
る
。

班
困
の
「
詠
史
詩
」
を
引
く
二
つ
の
文
献
『
史
記
正
義
同
と

内
文
選
注
』
は
、
と
も
に
麿
代
の
も
の
で
あ
る
が
、
前
者
は
こ

れ
を
「
斑
固
詩
－
と
し
後
者
は
「
斑
悶
歌
詩
」
と
す
る
。
松
本

幸
男
氏
は
こ
の
詩
を
曹
植
の
「
精
微
篇
一
を
改
作
し
た
斉
梁
時

代
の
接
作
と
考
え
つ
つ
も
、
斑
固
に
「
五
一
一
一
一
口
詩
」
が
存
在
し
た

こ
と
を
認
め
、
し
か
し
そ
れ
は
「
言
わ
ば
「
歌
詩
」
の
類
い
だ
」

と
し
て
い
か
が
）
「
詠
史
曹
の
真
擬
は
こ
こ
で
は
論
じ
る
余
裕

は
な
い
が
、
後
漢
の
詩
歌
観
念
を
検
討
す
る
上
で
傾
聴
す
べ
き

論
で
あ
る
。

ま
た
、

ρ
0
 

7
4
 

後
漢
の
文
人
た
ち
自
身
が
、
詩
と
歌
と
を
ど
の
よ
う
な
意
識

の
も
と
に
作
っ
て
い
た
か
を
知
る
に
は
、
先
の
班
固
の
一
東
都

賦
一
中
の
詩
の
よ
う
な
、
作
中
詩
歌
を
み
る
の
が
あ
る
程
度
有

効
で
あ
ろ
う
。
作
家
自
身
が
そ
の
詩
歌
を
詩
か
歌
か
規
定
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。



の
賦
な
ど
の
中
で
は
、

昨
り
う
た
う
が
、
そ
れ
は

七
議
一

褒
秀
薪
守
雄
朝
飛

漠
一

一
司
馬
相
知

数
日
一

一
美
人
賦

し
ば
し
ば
作
中
人
物
が
詩
歌
を

が
作
る
も
の
で
あ
る
σ

信
子
牙
一
橋
之
歌
、
歌
臼
一

分
散
補
擁
、
故
絶
臨
仏
門

d

臨
題

、
議
融
関
之
曲
、
女
乃

有
美

こ
の
つ
の
歌
は
、
作
中
人
物
が
実
探
に
う
た
っ
た
と
設
定

さ
れ
て
い
る
。

先
に
挙

の
と
し
て

珪

屈

の

の

五

篇

は

、

議

さ

れ

る

も

時
一
と
呼
ば
れ
て
い
る

3

度
毘
に
は
飽
に
「
漢
頒

に
系
、
げ
た
論
功
歌
持
が
二
議
残
っ
て
お
り
、
違
欽
立
は
、
そ
れ

ぞ
れ
一
重
芝
歌
一
一
嘉
来
歌
一
と
し
て
い
る

3

一
一
議
芝
歌
…
は

一
J

初
的
尚
子
記
」
一
巻
一
五
に
一
斑
器
漢
頒
論
功
歌
一
と
し
て
、
ま
た

吋
太
平
御
賢
』
巻
五
七

O
に
一
斑
回
一
頒
論
功
歌
詩
一
翠

し
て
、
三
一
一
呂
守
三
一
一
百
五
匂
を
引
く
。
二
藷
来
歌
一
は

賛
」
一
巻
一

C
一
斑
罰
漢
頒
論
功
歌
詩
一
と
し
て
、
問

題
切
を
引
く
。
一
漠
頒
一
の
本
文
y

と
こ
ろ
は
わ
か
ら
な
い
が
、

歌
一
と

太
平
御

山内ワ三一一自

く
残
っ
て
い
な
い
の
で

一』一一一三

)--

の

需
じ
匂
型
を
用
い

べ
る

間
じ

の

一
と
す

に
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

以
下
、
仲
中
歌
の
例
を
挙
げ
る
。

七
激

歌
日
「
勝
景
山

四
言
八
句
）

同

乃
数
日
「
自
主

従

皇
者
問
側
、
通
玄
知
特

（
四
言
六
勾

関

市

葉
山
口
忠

援
翠
部
数
、
歌
日

分
存
正
璽
、
和
市

、
今
無
z

回
生
、

練
余
心

寧
、
博
忠
治
仏
ワ
心
亭
亭

俗

今

、

鶴
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い
ず
れ
も
作
中
人
物
が
う
た
っ
た
と
設
定
さ
れ
て
い
る
。

違
欽
立
一
漢
詩
」
は
、
一
「
隷
樟
』
か
ら
、
石
勤
「
費
鳳
別
碑

詩
一
、
仇
靖
一
李
翁
析
皇
矯
都
関
煩
新
詩
｝
、
察
山
口
田
一
酸
棄
令

劉
熊
碑
詩
…
の
碑
詩
三
篇
を
載
せ
て
い
る
。
一
一
平
…
網
と
も
霊
帝
の

頃
の
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
碑
文
中
で
、
一
叙
詩
之
一
篇
、
・
：
其

辞
日
一
「
詠
薪
詩
日
」
「
刊
（
一
詩
三
輩
、
其
辞
日
～
と
引
か
れ

て
い
る
ο

一
費
鳳
別
碑
詩
…
は
ど
こ
か
ら
が
詩
な
の
か
は
っ
き

り
し
な
い
が
、
選
欽
立
に
従
っ
て
五
言
句
が
続
く
と
こ
ろ
か
ら

す
る
と
一
部
を
の
ぞ
い
て
五
言
句
六
十
句
、
一
李
翁
頒
新
詩
」

は
、
臨
一
一
員
今
西
言
十
二
句
、
一
劉
蕪
碑
詩
一
は
第
二
章
の
初
句

が
八
一
一
首
で
あ
る
こ
と
を
の
ぞ
い
て
皆
西
言
句
を
用
い
、
そ
れ
ぞ

れ
十
四
句
、
十
三
句
、
十
四
句
で
、
皆
形
式
が
異
な
る
が
、
等

し
く
一
詩
一
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
一
費
鳳
別
碑
詩
」
は
、
費
親

と
い
う
姻
戒
が
死
ん
だ
た
め
に
石
勤
が
悼
ん
で
作
っ
た
も
の
で
、

死
者
へ
の
衷
情
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
持
は
葬
犠
の
捺
に

請
さ
れ
た
上
で
刻
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
李
翁
頒
新
詩
一
は
、

漢
水
に
臨
む
郁
閣
の
桟
道
の
横
諺
を
し
た
太
守
李
翁
の
事
績
を

記
念
す
る
も
の
、
－
劉
熊
碑
詩
一
は
、
駿
棄
令
劉
熊
の
徳
教
を

賛
頒
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
一
一
篇
と
も
刻
ま
れ
た
以
上
う
た

る
の
を
自
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
目
で
読
ま
れ
る
w

期
待
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
作
中
歌
、
碑
詩
か
ら
見
る
限
り
、
や
は
り
、
後
漢
に

お
い
て
も
～
歌
」
と
「
詩
｝
と
に
は
「
う
た
う
」
「
う
た
わ
な

い
」
の
亙
別
、
が
あ
り
、
そ
れ
は
句
型
に
は
関
わ
ら
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
作
中
歌
は
う
た
わ
れ

た
と
設
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
実
際
に
は
う
た
わ
れ
な
い
こ

と
を
前
提
に
、
賦
等
の
一
部
と
し
て
、
調
さ
れ
又
自
で
読
ま
れ

る
も
の
と
し
て
作
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
曲
か
ら
解
放
さ
れ
た

歌
詩
と
も
い
え
る
し
、
ま
た
歌
を
装
っ
た
詩
と
も
い
え
る
。
こ

れ
が
す
す
ん
で
作
中
で
な
く
と
も
歌
を
装
う
詩
が
作
ら
れ
る
可

能
性
も
で
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で

推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
そ
れ
が
あ
り
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

も
後
漢
の
詩
と
歌
と
の
境
界
を
暖
味
に
す
る
要
因
の
一
つ
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

作
中
に
お
い
て
詩
と
歌
と
を
区
別
し
、
歌
を
装
う
こ
と
は
さ

ほ
ど
意
味
を
持
た
な
く
な
る
場
合
も
あ
る
。

張
牽
（
霊
帝
光
和
元
（
一
七
八
）
年
の
上
計
吏
）
の
「
刺
世

疾

邪

賦

の

末

尾

に

は

篇

の

」

と

「

歌

」

が

置

か

れ

て

、uv
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会プ

、
乃
馬
詩
日
「
河
清
不
可
侠
、
人
命
不
可
延
、
頼

風
讃
廃
車
、
富
貴
者
橋
賢
、
文
籍
雄
満
腹
、
不
知
義
銭
、



比
是

矯

詩

作

歌

は

、

し

て

詩

と

歌

を

い

い

か

え

た
の
で
あ
っ
て
、
他
に
意
味
は
な
い

3

と
も
に
実
際
は
う
た
わ

な
い
詩
で
あ
っ
て
、
ま
た
歌
と
装
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
一

方
は
一
詩
一
と
い
い
地
方
を
「
歌
一
と
い
っ
た
の
は
、
ど
ち
ら

で
も
か
ま
わ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま

り
歌
と
詩
と
を
区
別
す
る
意
味
が
無
く
な
っ
て
き
て
い
た
と
い

え
る
の
で
は
な
い
か
。の

(3) 

文

人

の

作

る

詩

と

歌

は

、

後

漢

の

半

ば

、

斑

閥

、

張

僚
の
嘆
か
急
速
に
接
近
し
て
い
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
む
し

ろ
詩
が
歎
に
接
近
し
て
い
っ
た
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

護
国
自
身
は
、
お
そ
ら
く
う
た
う
、
う
た
わ
な
い
を
基
準
に
、

詩
と
歌
と
を
萌
磯
に
区
別
し
て
い
た

3

し
か
し
、
そ
れ
を
基
準

る

こ

と

は

、

逆

に

せ

る

こ

と

に

も

な

る

。

、
内
容
は
、
歌
と
を
区
別
す
る
う
え
で
さ
ほ

題
で
は
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

型
一
の
酪
か
ら
い
う
と
、
歌
は
、
一
一
一
昔
、
題
一
一
昌
、
五

言
、
は
さ
ん
だ
七
一
一
品
、
八
一
一
吾
、
雑
一
一
器
等
、
実
に
多
彩
で

あ
り
、
ま
た
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
館
籍
が
主
演
で
あ
る
。
詩

は
、
前
漢
に
お
い
て
は
、
二
撃
の
四

た
が
、
斑
臨
の

の
よ
う
な

」

自

堆

詩

」

や

は
さ
ん
だ
句
、
張
萱
「
泰

｝
の
よ
う
に
五
言
匂
の
も
の
も
あ
ら
わ
れ
、
ま
た

の
も
の
も
多
く
な
っ
た
。
た
だ
、
一
部
変
則
的
に
リ
ズ
ム
を
変

え
る
例
は
あ
る
も
の
の
、
原
知
的
に
雑
言
の
も
の
は
な
い
と
こ

ろ
を
強
い
て
、
形
式
上
の
歌
と
詩
の
差
異
は
著
し
く
縮
ま
っ
た
。

詩
の
題
材
も
広
が
り
、
歌
の
領
域
に
限
り
な
く
近
づ
い
た
。

東
漢
の
穂
を
歎
頒
す
る
斑
謂
の
「
東
都
賦
」
詩
も
そ
の
例
の
一

つ
で
あ
る
。
昭
一
一
訪
問
詩
の
題
材
が
後
漢
の
半
ば
以
降
広
が
っ
た
こ

と
は
一
一
一
の
で
述
べ
た
が
、
こ
の
時
期
は
、
詩
が
歌
に
接
近
を

す
す
め
た
時
期
に
重
な
る
。
こ
と
に
泰
嘉
の
四
一
一
呂
の
〔
贈
嬬
詩
」

は
、
遂
と
離
れ
て
一
人
過
ご
す
夜
の
構
を
い
う
も
の
で
、
国
家

や
家
に
関
わ
ら
な
い
私
生
活
の
不
幸
に
お
け
る
翻
人
的
な
靖
は
、

従
来
歌
の
領
域
に
お
い
て
発
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

以

外

で

も

詩

は

歌

の

し

て

い

る

。

ど形
潟大式
いきゃ

な

関
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辻
、
地
方
官
の

る
も
の



で
あ
る
。
前
漢
後
漢
を
通
じ
て
、
時
事
や
官
僚
た
ち
の
行
動
、

功
績
に
敏
感
に
反
応
し
て
、
お
び
た
だ
し
い
歌
謡
が
民
聞
に
作

ら
れ
流
布
し
た
こ
と
、
が
、
選
欽
立
｛
漢
詩
一
巻
三
巻
八
に
集
め

ら
れ
た
歌
謡
か
ら
窺
え
る
が
、
こ
の
ニ
篇
の
碑
詩
も
こ
う
い
っ

た
歌
謡
と
同
列
の
も
の
で
あ
り
、
深
く
そ
れ
と
結
び
つ
い
て
い

る
。
一
李
会
頒
新
詩
…
の
末
二
匂
二

j

一
一
；
…
光
一
親
分
百
姓
歎
欣
、

愈
日
太
平
分
文
翁
復
存
…
、
一
都
熊
碑
詩
一
の
前
文
一
ー
采
掠
謡

一
言
、
刊
一
〕
一
一
一
章
一
は
、
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
費
鳳
別

碑
詩
－
は
、
死
者
を
送
る
挽
歌
と
関
係
、
が
あ
る
だ
ろ
う
ο

詩
は
歌
の
題
材
を
吸
収
す
る
と
同
時
に
、
表
現
も
ま
た
、
堅

苦
し
い
詩
経
調
、
経
常
一
同
調
か
ら
ぬ
け
て
、
俗
語
を
用
い
た
平
易

な
も
の
と
な
る
。
士
人
の
一
一
呂
志
の
詩
と
し
て
出
発
し
た
徒
詩
は
、

歌
に
近
づ
く
こ
－
と
に
よ
っ
て
そ
の
世
界
を
大
き
く
広
げ
た
。
そ

し
て
、
歌
謡
的
性
格
を
残
し
な
が
ら
も
曲
か
ら
離
れ
て
、

形
式
と
し
て
自
立
し
た
の
で
あ
る

3

姐

詩
が
歌
に
近
づ
き
、
そ
の
多
様
な
形
式
を
受
け
入
れ
た
と
き
、

す
で
に
歌
謡
の
世
界
で
広
汎
に
流
行
し
て
い
た
五
言
句
に
対
し

て
も
、
詩
は
門
を
開
い
た
。
五
一
一
一
一
日
匂
は
抵
抗
な
く
土
人
た

受
け
入
れ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

多
様
化
し
た
詩
の
句
型
一
の
う
ち
、
や
が
て
五
一
言
句
が
そ
の
主

流
に
な
っ
た
の
は
、
出
を
削
ぎ
落
と
し
た
徒
詩
に
、
曲
に
代
わ

る
格
好
の
リ
ズ
ム
を
五
言
句
が
も
た
ら
し
た
こ
と
が
一
つ
の
要

因
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
由
を
落
と
し
た
と
き
四
言
の
リ
ズ
ム

は
単
調
す
ぎ
る

G

四
ニ
一
一
口
詩
に
、
は
じ
め
経
書
認
の
難
解
な
語
句

を
用
い
た
の
は
、
そ
れ
が
リ
ズ
ム
の
平
板
さ
を
補
う
役
割
を
も

果
た
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
越
敏
併
氏
は
、
四

言
句
を
二
拍
子
、
五
一
一
言
句
を
三
拍
子
と
し
て
、
そ
の
リ
ズ
ム
上

の
優
越
性
を
分
析
し
、
併
せ
て
一
宇
増
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
表

現
の
容
量
が
格
段
に
増
す
こ
と
を
強
調
す
る
吃
同
様
に
、
品
勺
字

を
挟
ん
だ
匂
は
、
今
宇
に
よ
っ
て
意
味
表
現
上
新
絶
し
、
ま
た

音
律
上
も
毎
匂
に
伴
走
阪
が
あ
る
た
め
に
単
－
調
さ
を
ま
ぬ
が
れ
な

い
で
あ
ろ
う
。
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五
一
一
酉
句
が
多
用
さ
れ
る
の
は
楽
府
の
相
和
歌
の
よ
う
な
歌
謡

に
お
い
て
で
あ
る
。
一
古
詩
十
九
首
」
を
は
じ
め
と
す
る
五
言

古
詩
は
、
こ
れ
ら
の
楽
府
か
ら
、
玉
言
と
い
う
匂
型
だ
け
で
な

く
詩
語
、
詩
句
、
題
材
、
持
情
性
な
ど
多
く
の
も
の
を
受
け
取

っ
て
い
る
。
秦
嘉
の
四
言
、
五
言
の
「
贈
婦
詩
」
や
「
費
鳳
別

碑
詩
一
も
そ
の
流
れ
を
汲
む
。
し
か
し
五
言
詩
成
立
の
要
素
に

は
こ
う
し
た
行
埼
的
楽
府
の
位
に
、
別
の
歌
謡
の
流
れ
を
も
見

μ

そ
れ
は
先
に
も
触
れ
た
時
事
や
官
僚
の
治

あ
る
。

る

し、と

が



の

に

は

関

じ

の

句

裂

が

み

五
の
も
の
は
、
早
く
も
前
撲
の
成
帝
（
在
位
前
三

の
特
に
み
ら
れ
る
σ

ヰ
ア
賞
が
長
安
の
不
良
少
年
数
百

人
を
虎
穴
一
に
閉
じ
こ
め
て
殺
し
た
時
、
一
口
氏
安
中
、
が
う
た
っ

た
教
は
一
へ
漢
書
”
一
一
酷
吏
簿
に
、
ま
た
王
葬
の
纂
奪
を
予
言
し
た

と
い
う
歌
謡
は
間
五
行
志
に
載
せ
る
。
こ
れ
ら
辻
当
時
長
安
に

五
詰
歌
謡
が
流
行
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
吋
後
漢

書
」
一
酷
吏
簿
に
は
涼
州
の
人
々
が
奨
醸
の
た
め
に
う
た
っ
た
五

一
一
一
一
口
歌
謡
を
載
せ
て
お
り
、
光
武
帝
の
時
期
に
は
す
で
に
涼
州
に

も
五
一
一
員
匂
が
広
が
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
歌
謡

試
作
ら
れ
た
時
期
や
地
域
が
比
較
的
は
っ
き
り
限
定
で
き
る
の

で
、
五
一
一
信
歌
謡
流
行
の
時
期
と
範
臨
を
知
る
上
で
役
立
つ
。

晋
・
常
議
吋
翠
陽
闘
志
向
一
巴
喜
一
に
は
一
自
時
騒
後
、
五

教
薙
和
、
秀
茂
挺
逸
、
英
韓
既
多
、
龍
風
器
労
作
、
故
報
廷

有
忠
ぃ
異
議
第
之
臣
、
懇
議
存
主
文
数
一
誌
之
音
一
と
い
っ
た
後
に
、

前
漢
京
の
成
、
哀
帝
か
ら
後
漢
来
ま
で
の
、
こ
の
地
方
出
身
で

中
央
の
官
援
や
能
川
内
の
刺
史
と
な
っ
た
人
物
や
、
こ
の
地
の
太

守
と
な
っ
た
人
物
、
ま
た
夫
の
死
後
死
を
以
て
換
を
守
っ
た
貞

操
へ
の
、
賛
美
風
刺
の
詩
歌
が
八
議
引
か
れ
て
い
る

G

内
訳
は

盟
言
詩
が
一
一
一
議
、
五
一
一
話
詩
が
五
議
で
、
い
ち
ば
ん
古
い
後
漢
初

の
も
の
は
五
言
で
、
こ
れ
も
五
一
一
時
間
匂
が
か
な
り
阜
く
か
ら
広
、
汎

に
地
方
に
浸
透
し
て
い
た
こ
と
を
一
本
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
持

こ
の

ら
れ
る
。

一1
七）

「

民

」

と

中

に

一
作
の
も
の
が
あ
る
。
こ
は
時
事

な
っ
て
い
る
人
物
へ
の
批
評
で
あ
る
が
、

に
お
け
る
評
判
は
官
僚
選
抜
の
欝
の
議
要
な
尺

度
と
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
「
郷
議
」
の
語
が
ど
こ
ま
で

の
階
層
を
包
み
込
む
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
そ
の

地
方
の
豪
族
（
士
一
大
夫
及
び
そ
の
予
犠
翠
）
階
麓
が
こ
う
い
っ

た
詩
や
歌
に
結
当
関
心
を
払
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と

で
き
る
。
「
圏
人
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
の
中
に
は
、
ん

の
も
の
合
ま
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ

う

い

つ

は

、

同

じ

邑

こ
の

は

異

な

つ

を

も

っ

て

い

る
。
五
言
徒
詩
の
成
立
に
は
、
こ
の
よ
う
な
政
治
的
関
心
を
と

も
な
っ
た
歌
謡
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
は
な
い
か
。

政

治

へ

の

風

刺

は

、

致

し

、

ま

た

、

士
人
の
一
宮
志
と
も

し
て
、
富
賓
の
勢

し
批
判
す
る
張
牽

～
ド
争
点
山
ザ
令
。

も

っ
く
。
野
に
あ
っ
て
志

ほ
し
い
ま
ま
に
ふ
る
ま

土
人
と

を
の
上

炎
（
一
一
本

0
1

彼
は
霊
帝
の
時
、

に
は
、
不

七
七
）
の
五
言

州
都
に
若
さ
れ
た
が
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っ

て

し

た

欝

第
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

度
も
応
じ
な
か
っ
た
。



志

気

あ

る

人

で

、

第

に

表

し

た

。

大
道
に
則
り
、
陵
零
の
羽
を
持
っ
て
千
里
に
翼
を
奮
お
う
と
す

る
才
能
と
大
志
の
持
主
で
あ
る
己
れ
の
理
想
は
、
若
い
墳
は
貧

賎
に
甘
ん
じ
な
が
ら
最
後
に
は
功
名
を
挙
げ
た
諌
平
と
韓
信
で

あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
二
言
目
は
、
才
を
抱
き
な
が
ら
不
遇
で

あ
る
自
分
を
、
洪
波
に
の
ま
れ
る
霊
芝
、
厳
霜
に
枯
れ
る
蘭
栄

に
轍
え
、
さ
ら
に
長
沙
に
流
さ
れ
た
賀
誌
に
な
ぞ
ら
え
、
自
分

を
認
め
て
く
れ
る
人
物
を
待
ち
望
む
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

張
査
と
欝
炎
の
五
言
詩
は
、
私
生
活
の
需
で
は
な
く
、
士
人

と
し
て
の
志
と
情
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
の

忠
は
、
国
家
、
社
会
へ
の
批
判
的
姿
勢
を
持
ち
、
家
系
よ
り
自

身
の
才
を
頼
み
に
す
る
と
い
う
点
で
、
一
一
室
の
志
と
は
質
的
に

変
化
し
て
い
る
が
、
国
家
、
社
会
へ
の
責
任
感
に
発
し
て
い
る
、

ま
た
は
、
そ
こ
で
の
自
己
実
現
の
欲
求
で
あ
る
点
に
お
い
て
、

根
は
開
じ
所
に
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
情
は
、
彼
ら
の
志
と
、

間
家
、
社
会
と
の
矛
績
と
謝
礼
諜
に
よ
っ
て
、
激
し
い
糠
慨
と
な

っ
て
発
せ
ら
れ
る
。
彼
ら
の
五
一
一
一
日
詩
は
四
一
一
呂
詩
の
一
一
高
士
山
の
依
統

に
立
つ
も
の
で
あ
ろ
う
－

u

こ
こ
で
註
臨
し
た
い
の
は
王
架
よ
り
三
歳
下
で
同
郷
の
仲
長

の

そ
の
志
を
こ
の
一

八
0

3

0

〉

見

志

詩

と

呼

ば

れ

る

四
（
十
八
句
と
二
十
句
）
で
あ
る
。
一
志
を
見
わ

い
う
意
味
で
は
二
意
の
倍
統
を
受
け
継
ぐ
よ
う
だ
が
、

統

一
首
自
は
、

彼
の
志

は
、
張
萱
や
膨
炎
よ
り
も
さ
ら
に
二
章
や
縛
毅
か
ら
遠
ざ
か
る
。

む
し
ろ
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
。
名
利
を
虚
し
い
も
の
と
し
、

国
家
や
家
よ
り
も
大
き
な
も
の
に
自
分
の
志
を
そ
わ
せ
る
こ
と

を
め
ざ
す
彼
は
、
も
は
や
粛
粛
と
家
系
を
述
べ
る
こ
と
を
し
な

い
。
都
市
鳥
の
如
く
、
藤
蛇
の
如
く
、
俗
を
捨
て
六
合
の
内
を
心

の
欲
す
る
ま
ま
に
遊
ぶ
。
大
道
に
従
い
、
五
経
も
風
雅
も
古
家

の
患
想
も
捨
て
去
り
、
心
ゆ
く
ま
で
太
清
に
朔
け
る
。
こ
れ
が

彼
の
志
で
あ
る
。
そ
の
志
は
国
家
、
家
を
離
れ
た
、
あ
く
ま
で

も
個
人
的
幸
福
を
追
求
す
る
も
の
で
、
伝
統
的
な
儒
教
主
義
に

訣
別
す
る
も
の
で
あ
る
。
で
あ
り
な
が
ら
、
五
言
詩
が
盛
ん
に

作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
の
時
期
に
、
そ
れ
を
表
明
す
る
た

め
に
は
、
や
は
り
伝
統
的
な
言
志
の
形
式
で
あ
る
四
言
詩
を
選

ん
で
い
る
こ
と
は
、
彼
の
士
人
と
し
て
の
保
守
的
な
一
面
を
表

し
て
い
る
よ
う
だ
。

一22

お
わ
り
に

(l) 

徒
詩
は
、
歌
謡
的
な
持
情
と
政
治
へ
の
関
心
、
そ
し
て
士
人

の
言
志
と
様
観
と
い
う
多
様
な
も
の
を
含
み
こ
ん
で
、
士
人
の

自
己
表
段
と
し
て
成
立
し
た
。
「
古
詩
十
九
首
」
も
ま
た
、

の
を
濃
淳
に
残
し
な
が
ら
、
士
人
と
し
て
の
志
と

せ
て
い
る
。
徒
詩
と
し
て
の
五
言
詩
の
形
成
は
、

と

情
と
を

じ



や

け

山

り

、

野

炎

、

張

萱

ら

の

一

六

O
年

i
一
七

O
年
を
さ
迂
ど
遡
ら
な
い
時
期
の
こ
と
で
は
な
い

か
と
、
私
見
で
は
考
え
る
。
そ
し
て
、
建
の
直
接
的
な
先

遣
で
あ
る
察
邑
の
頃
に
は
か
な
り
広
範
に

て
い
た
、
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、

人
の
陪

土
人
に
よ
る
徒
詩
の
ふ
え
は
じ
め
る
と
、
逆
に
歌
の

作
が
減
少
し
て
く
る
の
は
、
歌
、
が
担
っ
て
い
た
一
一
呂
需
の
部
分

も
捷
詩
が
表
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
止
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
い
っ
て
も
、
歌
謡
の
詩
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
徒

詩
の
詩
が
強
立
し
た
文
学
ジ
ャ
ン
ル
と
認
識
さ
れ
れ
ば
、
散
は

ま
た
別
の
領
域
の
も
の
と
か
え
っ
て
認
識
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

五
一
一
一
一
口
徒
詩
が
嬢
発
的
に
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
建
安
時
代
に

お
い
て
、
三
曹
等
に
よ
っ
て
楽
府
も
精
力
的
に
作
ら
れ
る
。
関

村
氏
は
こ
の
楽
府
制
作
は
、
裂
の
宮
廷
膏
楽
の
整
備
の
た
め
と

い
う
。
と
す
れ
ば
、
確
か
に
彼
ら
の
楽
府
詩
は
う
た
う
た
め
の

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
と
さ
ら
に
詩
と
は
別
物
、
と
自
覚

的
に
区
別
さ
れ
て
作
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
へ
》
そ
の
こ
と
は
、

い
く
ら
も
そ
こ
な
う
も

の

の

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

後

漢

に

お

け

る

一

詩

一

一

歌

畿

念

る

に

は

、

つ
の
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
一
つ
は
残
さ
れ
た
詩
歌
資
料
の
少

な
い
こ
と
、
い
ま
つ
は
、
そ
の
の
多
く
が
六
朝
以
後
の

も
の
で
、
詩
で
あ
っ
た
か
歌
で
あ
っ
た
か
の
記
皆
、
が
暖
瞭
に
な

っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
文
献
の
作
ら
れ
た
当
時
の
詩

歌
観
念
に
影
響
さ
れ
て
、
題
名
も
後
に
つ
け
ら
れ
た
か
改
変
さ

れ
た
も
の
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
偽
作
の
存
在
に
も
詮
意
を
は

ら
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
構
か
ら
、

こ
の
小
論
に
も
矛
属
撞
着
が
あ
る
の
で
は
と
い
う
危
慎
を
措
い

て
い
る
。
ま
た
、
梁
鴻
の
「
適
呉
詩
」
一
患
友
詩
」
、
張
衡
の

「
向
撃
歌
」
「
臨
愁
詩
」
な
ど
重
要
な
詩
歌
の
十
分
な
検
討
が

で
き
な
か
っ
た
こ
と
も
残
念
で
あ
る
。

能
詩
が
土
人
の
文
学
表
現
と
し
て
の
地
位
を
高
め
て
き
た
の

に
辻
、
他
の
議
論
す
る
文
学
ジ
ャ
ン
ル
、
と
く
に
賦
と
の
梧
関
、

「
静
」
「
七
一
一
昌
一
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
の
相
違
も
考
え
併
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
持
、
が
曲
に
よ
ワ
か
か
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
た
後
の
、
音
誇
の
問
問
題
、
対
偶
や
詩
一
諾
の

表

現

の

ど

、

は

多

い

。

注
1 2 

馬
茂
元

九
八

年
）
前
言
。

（
侠
西
人
民

国
の

（

一

一

）

』
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公
さき白量、

亘書奇



社
、
一
九
七
六
年
）
一
六
入
賞
。

（
3
）
鈴
木
修
次
『
漢
貌
詩
の
研
究
同

九
六
七
年
）
一
二

O
O真。

（
4
）
松
本
幸
男
一
斑
題
歌
詩
を
め
ぐ
る
問
題
一

第
一
続
、
一
九
八
一
一
一
年
）

（
5
）
一
一

υ

史
記
」
一
巻
一
二
六
滑
稽
列
簿
。

（
6
）
『
漢
幸
一
三
一
巻
一
七
景
武
昭
宣
元
成
功
在
表
。

（
7
）
一
「
漢
書
」
一
巻
六
六
楊
散
捧
附
楊
揮
簿
。

（
8
）
『
漢
章
芝
山
容
五
九
蘇
武
簿
。

（
9
）
一
「
漢
書
凸
巻
七
三
意
賢
簿
附
意
孟
簿
。

（
叩
）
『
漢
書
』
巻
七
三
章
賢
惇
附
意
玄
成
縄
問
。

（
日
）
関
村
繁
「
建
安
文
壇
へ
の
視
角
一
（
『
中
国
中
世
文

学
研
究
一
第
五
号
、
一
九
六
六
年
）

（
ロ
）
岡
村
前
掲
論
文
は
こ
れ
ら
の
詩
と
一
「
後
漢
主
主
一
巻
八

O
下
文
苑
簿
下
高
彪
簿
｛
特
に
京
兆
の
第
五
永
、
督
軍

御
史
と
な
り
て
、
使
い
し
て
幽
州
を
督
す
。
百
官
大
い

に
会
し
て
、
長
楽
観
に
担
銭
す
。
議
郎
の
察
註
ら
皆
な

詩
を
賦
せ
し
も
、
高
彪
は
乃
ち
ひ
と
り
簸
を
作
る
一
を

引
い
て
、
建
安
文
壇
に
先
ん
ず
る
社
交
文
学
の
存
在
を

指
捕
し
て
い
る
。

（
日
）
鈴
木
前
備
蓄
七

O
賞。

（
凶
）

（
大
修
館
書
店
、

小
池
一
部
「
費
鳳
別
碑
と
五
の
成
立
」
（
『
間

志
社
外
国
文
学
研
究
』
第
三
一
一
一
・
三
四
合
併
号
、
一
九

八
二
年
）
で
は
、
費
鳳
別
碑
の
建
立
を
霊
帯
蒸
平
六
（

一
七
七
）
年
、
劉
熊
碑
は
一
七
三
、
四
年
頃
と
す
る
。

同
論
文
は
、
吋
金
石
筆
編
』
巻
一
一
山
「
李
議
析
監
矯
部

関
頒
一
（
一
七
二
年
造
）
に
言
及
し
て
い
る
が
、
こ
の

李
翁
碑
と
閉
じ
も
の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
『
隷
蒋
』
明
金

石
翠
編
』
と
も
未
見
の
た
め
不
明
。
李
議
碑
の
碑
文
に

は
李
禽
の
武
都
太
守
着
任
を
建
寧
三
（
一
七

O
）
年
二

月
と
い
う
。
碑
文
に
一
李
君
韓
翁
－
と
あ
る
の
で
彼
の

死
後
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
。
王
念

孫
一
「
讃
世
一
同
雑
記
』
「
漢
隷
拾
遺
一
は
、
「
建
寧
五
年
二

月
立
一
と
い
う
。

（
凶
）
張
衡
（
七
八

1
二
二
九
）
に
は
「
問
書
歌
」
と
－
四

愁
詩
一
と
い
う
重
要
な
詩
歌
、
が
あ
る
。
「
同
替
歌
」
は

『
玉
牽
薪
一
詠
い
巻
一
に
、
「
四
愁
詩
」
は
『
文
選
b

雑

詩
の
部
と
『
玉
蓋
薪
一
詠
』
巻
九
に
「
四
愁
詩
四
言
」
と

し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
と
も
に
六
朝
の
文
献
で
あ
る

か
ら
、
雨
篇
と
も
涼
題
で
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
『
後

書
い
本
俸
に
は
張
衡
が
音
律
や
翠
等
の
楽
器
に
通
じ

い
た
こ
と
は
特
に
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
「
悶
整

う
た
わ
れ
な
い
歌
詩
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
な

15 
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い
で
も
な
い
σ

又、

前
後
は
大
半
が
歌
誌
で
あ
る
と
と
も

詩
と
よ
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
う
た
わ
れ
な
い
歌
詩
で

な
い
の
一
誌
を
入
れ
替
、
一

で
も
あ
る
。

玉

〈口）

（

出

）

あ
っ
た

な
が
ら

一

向

替

歌

一

と

の

こ

別
す
る
の
は
至
難
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

円
後
漢
書
』
巻
八

O
下
文
苑
簿
。

松
家
格
子
「
好
靖
的
五
一
世
間
詩
の
成
立
に
つ
い
て

吋
中
盤
文
事
報
同
第
西
二
勝
、
一
九
九

O
年
）
は

感
別
碑
詩
」
を
と
り
あ
ヴ
つ
つ
、
死
者
儀
礼
に
か
か
わ

る
歌
謡
と
持
槽
的
五
一
一
時
間
詩
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
詳
し

く
考
証
し
て
お
り
示
唆
さ
れ
る
点
が
多
い
。

前
漠
ま
で
の
文
献
と
吋
漢
書
』
に
お
い
て
、
歌
の
詩

を
揺
す
に
は
て
こ
の
例
外
を
叫
怖
い
て
一
詩
一
一
散
詩
一

が
用
い
ら
れ
、
一
ー
歌
辞
一
一
蘇
一
は
用
い
ら
れ
て
い
な

い
。
引
用
す
る
際
も
同
じ
で
あ
る
σ

一
蘇
…
は
賦
や
文

章
の
文
を
指
し
た
り
引
用
す
る
の
は
箆
わ
れ
た
コ
し
か

し
そ
の
後
む
し
ろ
「
歌
詩
一
よ
号
一
歌
蘇
一
の
ほ
う
を

用
い
る
の
が
一
般
的
に
な
る
。
そ
れ
は
一
詩
一
が
単
な

る
一
歌
の
詩
…
か
ら
独
立
し
た
文
学
ジ
ャ
ン
ル
に
な
っ

た
為
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
…
一
時
に
つ
い
て
も
そ
れ

と
歌
と
に
分

（

山

口

）

る
際

日
を
用
い
る
よ
う
に
な
る
。

持

長

統

の

を

引

く

と

き

吋

後

漢

書

』

は

…

蘇
日
｝
と
い
う
（
後
注
参
加
さ

G

一
文
選
」
一
主
主
護
新

で
張
梅
の
一
色
呂
愁
詩
」
に
付
け
ら
れ
た
序
は
、
や

其
辞
毘
」
を
罷
っ
て
い
る
。

で
に
そ
の
例
が
あ
る
。

は
り

己
詩

は

「

一

の

後

と
い
う
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に

つ

い

て

は

を

用

い

な

い

こ

と

や

、

日

下
注
に
ひ
く

進

め

た

楽

歌

を

一

武

と

よ

ん

で

い

る

こ

と

か
ら
一

O
O年
頃
か
ら
一
七

O
年
頃
の
需
に
こ
の
変
化

が
起
こ
っ
た
と
患
わ
れ
る
。

（
却
）
趨
敏
嗣
吋
問
漢
詩
歌
醗
究
」
…
（
文
津
出
版
社
、
一
九

九
三
年
）
第
五
章
。
鐙
誌
は
七
一
一
割
問
一
詩
に
も
言
及
し
、
五

向
じ
く
七
言
も
恕
擦
を
遠
れ
る
に
も
関
わ
ら

し

な

か

っ

た

を

、

そ

の

iiミ

の
為
で
は
な
く
、
七

廷
の
為
と

か
ら
く
る
熟
練
不

に
よ
る
と
、
社
篤

の
著
作
に
は
「
七
一
一
岡
山
一

る
も
の
か
は
不

-25 
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明
だ
が
、
或
い
は
七
一
一
昌
詩
は
詩
」
と
は
別
物
と
考
え

ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
尚
、
斑
屈
と
孔
一
識
の

著
作
に
は
ニ
ハ
言
」
が
あ
る
。

『
後
漢
官
官
同
巻
四
九
仲
長
統
邦
博
「
常
以
矯
凡
遊
帝

王
者
、
欲
以
立
身
揚
名
耳
、
部
名
不
常
存
、
人
生
易
減
、

優
遊
鰹
仰
、
可
以
自
娯
、
欲
卜
居
清
壊
、
以
業
其
士
山
、

論
之
臼
・
：
、
又
作
詩
篇
、
以
見
其
志
、

碍
村
前
掲
論
文
。

（
幻
）

（
幻
）

自

po 
q’w
 


