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♂
月
L

詩
歌
に
、
お
け
る

っ
楊
柳
識
別
愁
、

の
感
傷
的
イ
メ
ー
ジ
の
成
立

ー

l
l「
望
月
思
郷
」
を
中
心
に
l
i
l

許

長

麗

前

千
保
高
傑
赫
」
と
、

孟
東
野
が
「
古
離
別
L

に
平
一
一
口
う
楊
柳
に
は
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
総
が
あ
る
。
そ
の
依
々
た
る
総

の
多
い
さ
ま
は
ま
さ
に
別
離
を
目
前
と
す
る
人
々
の
「
高
般
心
思
」
の
照
り
映
し
で
あ
ろ
う
。
楊
柳
が
別
れ
の
歌
に
大
切
な
役
割
を
果
し
て

そ
の
他
に
も
楊
柳
と
同
様
に
別
離
の
詩
作
に
よ
く
登
場
し
、
欠
け
て
は
な
ら
な
い
大
切
な
素
材
が
あ

る。 い
る
こ
と
は
す
で
に
論
じ
た
（
1
）が、

日
H
川
J
』
v
f』

口
刀
三
一

白
雲
山
上
蓋

清
風
松
下
駄

欲
識
離
人
悲

予雪

張
融

白
雲
山
上
に
蓋
き

清
風
松
下
に
駄
む

離
人
の
悲
を
識
ら
ん
と
欲
せ
ば
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孤
蓋
見
明
月

孤
喜
一
に
明
月
を
見
よ

そ
れ
は
「
月
L

で
あ
る
。
別
離
を
テ
l
マ
と
す
る
詩
作
を
考
え
る
際
、
素
通
り
出
来
な
い
素
材
の
一
つ
で
あ
る
。

え
ら
れ
る
。

中
国
に
は
数
々
の
「
月
L

に
関
す
る
詩
歌
が
あ
る
。
詩
歌
の
素
材
と
し
て
、
月
は
最
も
大
衆
性
を
持
っ
て
い
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
と
考

金
陵
城
西
棲
月
下
吟

金
陵
夜
寂
涼
風
設

濁
上
高
棲
望
呉
越

白
雲
峡
水
揺
空
城

白
露
垂
珠
滴
秋
月

月
下
沈
吟
久
不
蹄

古
来
相
接
眼
中
稀

解
道
澄
江
浄
如
練

令
人
長
憶
謝
玄
障

月
夜

今
夜
廊
州
月

閏
中
只
濁
看

逢
憐
小
児
女

李
白

金
陵
夜
寂
と
し
て
涼
風
殺
し

濁
り
高
棲
に
上
り
呉
越
を
望
む

白
雲
水
に
映
じ
空
城
を
揺
が
し

白
露
珠
に
垂
れ
て
秋
月
よ
り
滴
ら
す

月
下
沈
吟
久
し
く
腸
ら
ず

古
来
相
接
し
眼
中
稀
な
り

解
道
す
澄
江
浄
き
こ
と
練
の
如
し
と

人
を
し
て
長
へ
に
謝
玄
障
を
憶
は
し
む
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杜
甫ふ

し
ゅ
う

今
夜
邸
州
の
月

閏
中
只
だ
濁
り
看
ん

逢
か
に
憐
れ
む
小
児
女
の



未
解
憶
長
安

香
霧
雲
髪
滋

清
輝
玉
管
寒

何
時
侍
虚
幌

隻
照
一
涙
痕
乾

望
月
懐
遠

海
上
生
明
月

天
涯
共
此
時

情
人
怨
迄
夜

克
夕
起
相
思

未
だ
長
安
を
億
う
を
解
せ
ざ
る
を

う
ん
か
ん

香
霧
雲
髪
淑
い

清
輝
玉
管
寒
か
ら
ん

何
れ
の
時
か
虚
幌
に
侍
り

双
び
照
ら
さ
れ
て
涙
痕
乾
か
ん

張
九
齢

海
上

天
涯

情
人

寛
タ

明
月
生
じ

此
の
時
を
共
に
す

逢
夜
を
怨
み

起
き
て
相
思
ふ
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月
を
見
て
、
物
思
い
に
耽
け
り
、

そ
し
て
、
触
発
さ
れ
て
、
何
か
を
歌
う
。
こ
の
よ
う
な
情
景
は
、
中
国
人
の
誰
も
が
共
感
出
来
る
も
の
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
月
を
眺
め
、
故
里
を
思
い
出
し
て
は
悲
し
み
に
沈
む
こ
と
も
あ
れ
ば
、
家
族
や
友
人
を
懐
し
む
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
あ

る
と
き
は
、
古
の
人
を
偲
ん
で
は
思
い
を
歌
に
寄
す
。

そ
し
て
、
自
分
の
心
境
を
古
人
に
托
す
。
中
国
の
「
月
」
の
詩
は
、
こ
の
よ
う
な
図

そ
の
哀
愁
の
出
所
の
ほ
と
ん
ど
は
「
望
郷
」
で
あ
る
。

式
で
扱
わ
れ
る
も
の
が
多
い
の
で
、
ど
れ
も
哀
愁
の
情
に
充
ち
溢
れ
て
い
る
。

株
前
明
月
光

疑
是
地
上
霜

奉
頭
望
山
月

休
前
明
月
の
光
り

疑
ふ
ら
く
は
是
れ
地
上
の
霜
か
と

頭
を
奉
げ
て
山
月
を
望
み



低
頭
思
故
郷

頭
を
低
れ
て
故
郷
を
思
ふ

李
白
は
「
静
夜
思
」
の
短
い
二
十
文
字
を
通
し
て
、
遊
子
望
郷
の
情
を
う
ま
く
月
に
投
影
し
、
千
古
の
絶
唱
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
望
月
思
郷
」
と
い
う
心
情
は
、

む
ろ
ん
現
代
中
国
人
も
古
の
人
と
同
じ
よ
う
に
持
っ
て
い
る
。
中
国
人
ば
か
り
で
な
く
、

日
本
人
も
同
様
に
、
古
い
時
代
か
ら
月
を
こ
よ
な
く
愛
し
、
月
を
眺
め
て
は
様
々
な
思
い
を
喚
起
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
勅
撰
和
歌
集
の

中
に
、
叙
景
歌
あ
る
い
は
行
情
歌
と
し
て
、

い
ず
れ
も
彪
大
な
量
が
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
事
実
を
物
語
っ
て
い
る
。

あ
ま
の
原
ふ
り
さ
け
み
れ
ば

春
日
な
る
三
笠
山
に
い
て
し
月
か
も

安
倍
仲
麿
の
「
も
ろ
こ
し
に
て
月
を
み
て
よ
み
け
る
」
と
題
し
て
、
古
今
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
の
一
首
も
、
李
白
の
「
静
夜
思
」
と
同

西
洋
で
は
必
ず
し
も
同
じ
よ
う
な
感
情
を
湧
き
た
た
せ
る
と
は
一
一
一
口
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、

寸
遊
子
望
郷
」

の
情
な
ど
、
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じ
心
情
を
詠
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
月
に
対
し
て
、
中
国
も
日
本
も
、
と
も
に
似
た
よ
う
な
感
情
を
抱
い
て
い
る
の
だ
が
、

西
洋
人
も

当
然
こ
の
よ
う
な
情
そ
れ
自
体
は
持
っ
て
い
る
の
だ
が
、

そ
れ
を
月
と
結
び
つ
け
て
詩
に
詠
み
こ
む
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
よ
う
で
あ
る
。
思

う
に
、
各
民
族
に
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
月
に
関
す
る
信
仰
、
或
い
は
神
話
や
伝
説
が
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
も
の
を
語
り
伝
え
て
い
く
過
程
の

う
ち
に
、

一
種
独
特
の
月
に
対
す
る
感
情
が
形
成
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、

そ
の
感
情
を
詩
歌
に
詠
み
こ
み
、
文
学
作
品
と
し
て
、

後
代
に
伝
え
る
。
後
代
の
人
が
そ
れ
を
学
習
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
月
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
自
分
の
中
に
確
固
た
る
も
の
に
し
て
い
く
こ

と
に
な
る
。

つ
ま
り
、

一
種
の
感
情
の
学
習
と
も
午
一
一
口
う
べ
き
手
続
き
に
よ
っ
て
、
各
民
族
の
月
に
対
す
る
心
情
が
出
来
あ
が
る
わ
け
な
の
で

あ
る
。さ

て
、
こ
の
中
国
的
「
望
月
思
郷
L

と
い
う
感
情
だ
が
、

一
体
、

い
つ
頃
に
出
来
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
月
と
望
郷
と
は
ど
う
結
び
つ
い
た



の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
感
情
の
学
習
過
程
を
辿
る
こ
と
は
出
来
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
を
解
明
す
る
に
は
、
や
は
り
、
ま
ず
月
に
対
す

る
信
仰
、
或
い
は
神
話
や
伝
説
な
ど
が
、
ど
の
よ
う
に
詩
歌
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
推
論
し
て
い
く
し
か
な
い
と
思
わ

れ
る
。月

は
古
く
詩
経
の
時
代
か
ら
し
ば
し
ば
詩
に
登
場
す
る
。
詩
経
の
月
の
詩
を
追
っ
て
い
く
と
、

そ
の
大
半
が
一
月
、
二
月
な
ど
暦
の
上
の

Alh

、、
O

J
J

－hv 

し
か
し
、

月
と
、
時
間
の
流
れ
を
表
す
歳
月
の
月
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
対
し
て
天
体
と
し
て
の
月
を
さ
す
も
の
は
わ
ず
か
に
六
首
と
す
く

そ
の
中
の
三
首
は
大
切
な
音
ω
味
を
含
ん
で
い
る
。
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勢、静佼月
心、窃人出
伯、、糾僚校、月
今、今今今出

勢、官佼月
心、優人出
騒、受閣時、
今、今今今

陳
風

言：たよ月
もおきい
なやひで
くかとて
心ののさ
い姿うや
たよるか
みわな
ぬしり

さ
よ

月
い
で
て
冴
え
た
り

よ
き
ひ
と
の
う
る
わ
し
さ
よ

た
お
や
か
の
姿
よ

胸
さ
わ
ぎ
心
い
た
み
ぬ



勢、静佼月
心、夫人出
惨、紹燦照、
今、今今令

ぜ
ん
ぜ
ん
ノ
せ
き

漸
漸
之
石

〈
上
略
〉

漸
漸
之
石

維
其
卒
失

山
川
悠
遠

局
其
淡
失

武
人
東
征

不
皇
出
央

不武伴、月、系有
皇人湧、離、渉家
他東沼、子、波臼
失征夫、畢、失踊

月
い
で
て
照
れ
り

よ
き
ひ
と
の
う
る
わ
し
さ
よ

た
お
や
か
の
姿
よ

う
れ
た
く
も
心
い
た
み
ぬ

小
雅
魚
藻
之
什

こもい山おけ
ののつ川おわ
山ののは し
路ふ日るそき
出のかかれ巌
で東尽つに
むにき 皐Z
H侵ゆむ し
なき
きて

oo 
q’M

 

q＆
 

な もま月川家お
にのたみ波あこ
ごのしれをり
と ふてばすひ
ののも畢2す蹄1
限 東雨にみ白
だにしかてく
にゆげか渉2
なきかりる
きてらぬ

む



天
保

如

月

之

恒

如

日

之

升

如
南
山
之
害

不

碁

不

崩

如
松
柏
之
茂

無
不
爾
或
承

小
雅
鹿
鳴
之
什

月
の
み
ち
ゆ
く
如
く

の
ぼ

日
の
昇
る
が
ご
と
く

南
山
の
い
の
ち
永
き
が
ご
と
く

か
け
ず
崩
れ
ず

松
柏
の
茂
る
が
ご
と
く

み

す

え

子
孫
い
や
つ
ぎ
つ
ぎ
に
継
ぎ
ゆ
き
ま
さ
む

（
右
三
首
目
加
田
誠
訳

龍
渓
書
舎
）

「
月
離
子
畢
」
と
い
う
表
現
は

「
月
と
水
」

に
関
す
る
信
仰
に
基
い
て
お
り
、
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ゴ
天
保
」
と
「
月
出
」
の
二
首
の
背
後
に
は
「
月
と
不
死
」

と
い
う
信
仰
が
伺
え
る
。
月
と
水
と
の
関
係
は
、
は
や
い
時
期
か
ら
古
代
人
の
注
意
を
引
い
た
。
雲
霧
霞
需
な
ど
が
月
に
か
か
り
、
そ
れ
に

そ
の
微
妙
な
る
色
の
変
化
が
雨
を
も
た
ら
す
か
否
か
、
或
い
は
降
雨
量
の
大
小
を
左
右
す
る
。
古
代
人
は
月

よ
っ
て
、
月
の
色
が
変
わ
る
。

が
水
や
湿
気
を
支
配
す
る
と
信
じ
て
い
た
。
従
っ
て
、
水
と
関
係
あ
る
産
物
も
ま
た
月
の
盈
虚
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
と
古
代
人
は
考
え
た

の
で
あ
る
。
『
准
南
子
』
の
「
天
文
訓
」
に

積
陰
之
寒
気
矯
水
、
水
気
之
精
者
矯
月
。

（
積
陰
の
寒
気
は
水
と
為
り
、
水
気
の
精
な
る
者
は
月
と
為
る
。
）

月
者
陰
之
宗
也
。
是
以
月
虚
而
魚
脳
減
、
月
死
市
扇
防
礁
。

（
月
は
陰
の
宗
主
、
そ
こ
で
月
が
磨
け
る
と
、
〔
陰
性
で
あ
る
〕
魚
の
（
脳
は
ら
わ
た
）
が
減
り
、
腐
け
は
て
る
と
扇
防
（
は
ま
く
り
）
の
肉
が
や
せ
る
。
）

楠
山
春
樹
訳
、
明
治
書
院



と
あ
る
。

ま
た
「
墜
形
訓
」
に
も

蛤

吋
蝶？：亀

時野
生き壁
ii震

月
と
輿

盛
設
す

と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
「
月
と
水
」
と
い
う
信
仰
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
詩
経
「
漸
漸
之
石
」
に
出
る
「
月
離
子
畢
、

停
湯
花
失
」
（
月
が
畢
星
の
座
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
、
き
っ
と
大
雨
が
降
る
だ
ろ
う
）
も
ま
さ
に
こ
う
い
う
信
仰
の
一
斑
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
古
代
人
は
月
の
盈
虚
を
月
の
生
死
そ
の
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

稗
名
、
蒋
天
、
朔
、
蘇
也
。
月
死
復
蘇
生
也
。

は
永
遠
の
生
命
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
信
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
自
然
科
学
の
法
則
を
発
見
す
る
前
に
お
い
て
、
人
間
の
力
の
及
ば
な
い
こ
と

月
が
欠
け
て
い
く
の
は
、
月
が
死
ん
で
い
く
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
再
び
満
ち
て
く
る
こ
と
は
、
生
命
の
復
活
だ
と
考
え
、
そ
こ
か
ら
月

は
、
何
も
か
も
神
秘
的
に
見
え
て
し
ま
い
、

そ
れ
は
神
の
仕
業
だ
と
考
え
た
古
代
人
に
と
っ
て
、
月
の
生
命
力
は
、
文
字
通
り
驚
異
的
で
あ

っ
た
に
違
い
あ
る
ま
い
。
し
か
も
、
古
代
人
は
現
代
人
に
較
べ
れ
ば
、

よ
り
限
ら
れ
た
平
均
寿
命
し
か
持
た
な
い
の
だ
か
ら
な
お
さ
ら
、
校

校
と
照
ら
す
月
を
眺
め
、
そ
の
光
り
を
浴
び
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
寿
命
が
延
び
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
と
思
わ
れ
る
。

一
種
の
感
染
呪

術
な
の
で
あ
る
。

古
の
人
は
、

た
だ
漫
然
と
無
意
味
に
月
を
眺
め
た
の
で
は
な
い
。

「
月
を
み
る
L

こ
と
が
、

一
つ
の
大
事
な
行
事
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る。

稗
名
、
理
天
、
望
、
月
満
之
名
也
。
月
大
十
六
日
、
小
十
五
日
、

日
在
東
月
在
西
、
準
相
望
也
。



望
は
「
み
る
」
、
「
な
が
め
る
」
な
ど
の
意
味
を
持
つ
以
外
、
祭
の
名
で
も
あ
る
。

『
康
雅
』
の
「
稗
天
L

に
「
望
、
祭
也
」
と
あ
る
。

満
月

日の
と日
み、の
る、「
と望
u、 」

うと

と
tま

祭
る
、
み
る
、
な
が
め
る
の
「
望
」
と
が
同
一
で
あ
る
こ
と
は
単
な
る
偶
然
と
は
思
え
な
い
を
）

O

や
は
り
、

満
月
の

深
い
関
連
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

陳
風
の

「
月
出
L

な
ど
は
そ
の
よ
う
な
行
事
に
よ
っ
て
出
来
た
歌
で
あ

る
と
思
う
。
陳
と
は
楚
の
国
の
近
く
に
あ
る
国
で
、
山
や
川
の
ま
つ
り
の
盛
ん
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
歌
垣
が
多
く
行
な
わ
れ
、
詩
経
に
残

さ
れ
た
十
首
ば
か
り
の
歌
も
ほ
と
ん
ど
歌
垣
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
3
3

「
月
出
」
は
月
に
関
す
る
行
事
、

し
か
も
夜
に
行
わ
れ
た
歌

垣
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
歌
垣
に
よ
る
も
の
だ
か
ら
、
個
人
の
感
情
よ
り
も
集
団
の
感
情
表
現
と
言
え
よ
う
。
月
の
下
で
舞
い
を
す

る
美
女
は
座
女
で
あ
っ
て
、

「
勢
心
伯
今
L

「
努
心
騒
今
」
「
勢
心
惨
今
」
と
歌
っ
て
い
る
方
が
村
の
青
年
達
で
あ
ろ
う
。

舞
い
を
す
る
亙
女

の
手
に
触
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
を
歎
く
あ
た
り
に
、

一
抹
の
哀
愁
が
感
じ
ら
れ
な
い
で
も
な
い
が
、
全
体
的
に
は
一
個
人
が
恋
人
の
こ

し
共
感
が
底
流
し
て
い
る
。
こ
の
歌
は
、

の
ち
の
月
の
詩
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
4
）O

「
校
」
「
陪
」
「
昭
一
」

ヲ臼

と
で
思
い
悩
む
、
沈
み
が
ち
な
調
子
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
村
の
青
年
達
の
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、
明
る
い
イ
メ
ー
ジ
の
共
同
意
識
な
い

と
い
う
言
葉
が
月
を
形
容
す
る
と
き
の
常
套
表
現
と
な
り
、
月
の
詩
に
哀
愁
が
こ
も
る
の
も
こ
の
あ
た
り
か
ら
始
ま
る
と
い
う
。
確
か
に
、

詩
作
表
現
の
上
で
は
、

こ
の
詩
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。

し
か
し
、

月
を
借
り
て
、

悲
し
み
憂
い
を
歌
う
の
ち
の
詩
作
に
は
、

詩
経
の
こ

の
「
月
出
」
に
は
見
出
せ
な
い
感
情
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
詩
が
持
つ
最
も
大
切
な
意
味
は
や
は
り
月
に
対
す
る
信
仰
、
お
よ
び
そ
れ

を
め
ぐ
る
行
事
の
一
斑
を
覗
か
せ
て
く
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

の
ち
の
世
に
至
り
、
「
奔
新
月
L

（5
）
と
い
う
風
習
と
、

コ
担
蛾
奔
月
」

と
い
う
伝
説
と
を
生
み
出
し
た
の
も
、

そ
の
も
と
は
こ
の

「
月
と
不
死
L

と
い
う
信
仰
な
の
で
あ
る
。
月
が
何
と
な
く
悲
し

げ
に
見
え
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
伝
説
、
風
習
が
生
ま
れ
た
か
ら
こ
そ
出
来
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
『
楚
辞
』
の
「
天
間
篇
」
に



夜

光

何

徳

死

則

又

育

厭
．
利
維
何

而
顧
兎
在
腹

と
ニ
一
一
口
っ
て
い
る
。

夜
光
は
何
の
徳
あ
っ
て

死
す
れ
ば
則
ち
又
育
す

販
の
利
は
維
れ
何
ぞ

市
し
て
顧
兎
腹
に
在
る

「
渉
江
篇
」
に
は
「
血
〈
日
月
今
奔
光
」
（
日
月
と
光
を
ひ
と
し
く
し
よ
う
）
と
あ
る
。

「
再
生
」
寸
永
遠
」
と
歌
っ
て
い
る
こ

い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
見
る
と
、

や
は
り
、

『
楚
辞
』
の
時
代
に
は
月
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
、
ま
だ
こ
の
「
月
と
不
死
L

か
ら
脱
皮
し
て

『
楚
辞
』
の
月
の
用
例
は
、
極
め
て
少
な
い
。
右
に
あ
げ
た
も
の
以
外
に
、
「
被
二
明
月
一
侃
ニ
賓
脇
こ
（
6
）
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
お
よ
そ
感
情

ら
し
い
も
の
を
引
き
起
こ
す
要
素
が
皆
無
に
近
い
と
言
っ
て
い
い
。

屈
原
は
君
主
へ
の
忠
誠
を
叫
び
つ
つ
、
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不
過
を
歎
き
悲
し
ん
だ
の
だ

が
、
し
か
し
、
明
月
を
自
分
の
報
わ
れ
な
い
忠
誠
心
の
比
喰
と
し
て
は
使
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
月
が
望
郷
、
哀
愁
の
心
情
を

表
す
素
材
と
し
て
使
わ
れ
始
め
た
時
代
に
つ
い
て
、

句
楚
辞
』
の
時
代
よ
り
は
下
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
楚
辞

辞
の
精
神
は
、

が
後
世
の
詩
人
に
与
え
た
影
響
は
極
め
て
大
き
い
。
朝
廷
に
対
す
る
忠
誠
心
が
空
回
り
し
た
と
こ
ろ
か
ら
来
る
憤
り
、
悲
し
み
を
綴
っ
た
楚

や
が
て
、

後
世
の
詩
人
が
不
遇
に
会
っ
た
と
き
の
感
情
表
現
の
拠
り
所
と
な
っ
た
こ
と
は
い
ま
さ
ら
言
及
す
る
ま
で
も
な

し、。
こ
れ
と
は
別
に
、

注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
。

一
個
人
の
感
情
と
し
て
、

「
遊
子
望
郷
」
の
情
が
楚
辞
に
現
れ
た
と
い
う
こ

と
な
の
で
あ
る
。
「
招
魂
篇
」
の
最
後
の
段
に
、
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
、



「
魂
を
招
く
」
と
詠
ん
で
い
る
が
、

目
極
千
里
今

傷

春

心

魂

今

帰

来

哀

江

南

千
里
の
は
て
を
眺
め
や
り

春
の
心
を
傷
ま
せ
る

あ
あ
魂
よ
都
に
帰
り
た
ま
え

江
南
は
哀
し
い
も
の
を

（
目
加
田
誠
訳
龍
渓
書
舎
）

そ
の
根
底
は
望
郷
に
あ
る
。

詩
経
に
も
故
郷
を
懐
し
む
詩
が
あ
る
の
だ
が
、

知
識
人
が
不
遇
に
会
い
、

故
郷
を
離
れ
た
断
腸
の
思
い
を
「
望
郷
」
の
形
に
よ
っ
て
訴
え
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
「
招
魂
」
が
先
駆
を
な
す
と
言
え
よ
う
。

「
望
郷
」
と
い
う
言
葉
は
、

『
礼
記
』
の
「
奔
喪
」
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

芹
衰
望
郷
市
央
、
大
功
望
門
而
央
、
小
功
至
門
市
突
、
総
麻
即
位
市
突
。

せ
う
こ
う

（
宵
衰
に
は
郷
を
望
み
て
央
す
、
大
功
に
は
門
を
望
み
て
央
す
、
小
功
に
は
門
に
至
り
て
突
す
、
総
麻
に
は
位
に
即
き
て
突
す
。
）

奔
衰
、
大
功
、
小
功
、
偲
麻
と
は
、
喪
服
五
等
の
名
で
あ
っ
て
、
死
者
と
の
親
疏
関
係
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
文
は
、
奔
喪
の
時
、
突
す
る

場
所
を
規
定
し
て
い
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

こ
の
望
郷
は
、

文
字
通
り
、

郷
の
方
向
を
見
る
と
い
う
意
味
を
持
ち
な
が

ら
、
「
遊
子
望
郷
」
の
悲
し
み
と
は
無
関
係
で
あ
る
。

「
遊
子
望
郷
」
の
情
に
関
す
る
最
初
の
記
載
は
、
『
史
記
』
の
「
高
祖
本
紀
」
に
あ
る
。
高
祖
が
天
下
を
得
て
か
ら
数
年
経
っ
て
（
7
）
、
始
め

て
故
郷
へ
帰
っ
た
と
き
、
彼
の
有
名
な
「
大
風
歌
」
を
歌
い
、
舞
い
を
し
た
の
ち
、
泊
し
て
、
浦
の
父
兄
に
語
っ
た
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。



高
祖
乃
起
舞
、
懐
慨
傷
懐
、
泣
敷
行
下
。
謂
浦
父
兄
日
、
瀞
子
悲
故
郷
。
五
口
雌
都
開
中
、
高
歳
後
吾
魂
塊
猶
柴
思
滞
。
〈
下
略
〉
。

な
み
た

（
高
祖
乃
ち
起
ち
て
舞
ふ
。
糠
慨
し
て
懐
を
傷
ま
し
め
、
泣
数
行
下
る
。
浦
の
父
兄
に
謂
ひ
て
日
く
、
務
子
は
故
郷
を
悲
し
む
。
吾
、
関
中
に
都
す
と

錐
も
、
高
歳
の
後
、
五
口
が
魂
塊
は
猶
ほ
浦
を
楽
思
せ
ん
。
）

し
か
し
、

月
の
顔
は
ま
だ
覗
い
て
い
な
い
。

や
は
り
、

月
を
素
材
に
し
て
遊
子
の
情
を
詠
ん
だ
詩
作
と
言
う
と
、

古
詩
十
九
首
の
一
つ
、

「
明
月
何
校
校
」
を
思
い
出
す
の
で
あ
る
。

明
月
何
校
校

照
我
羅
床
韓

憂
愁
不
能
疾

撹
衣
起
俳
佃

客
行
雌
云
柴

不
如
早
旋
蹄

出
戸
濁
初
復

愁
思
嘗
告
誰

引
領
還
入
房

一
保
下
泊
裳
衣

明
月
何
ぞ
校
校
た
る

う
す
も
の

我
が
羅
の
床
韓
を
照
ら
す

憂
愁
し
て
疾
ぬ
る
能
は
ず

衣
を
撹
り
て
起
き
て
俳
佃
す

客
行
は
楽
し
と
云
ふ
と
雌
も

早
く
旋
蹄
す
る
に
は
如
か
ず

戸
を
出
で
て
濁
り
訪
復
す
る
も

愁
思
嘗
誰
に
か
告
げ
ん

領
を
引
し
て
還
り
て
一
房
に
入
れ
ば

涙
は
下
り
て
裳
衣
を
泊
す

（
花
房
英
樹
「
文
選
」
詩
騒
編

A
守

集
英
社
）

こ
の
詩
に
出
る
「
我
」
に
つ
い
て
、

「
征
夫
」
と
「
思
婦
」
と
一
一
通
り
の
解
釈
が
あ
る
。

い
ず
れ
の
解
釈
と
も
成
立
す
る
が
、

遊
子
が
故
郷

を
思
う
と
い
う
詩
で
あ
る
に
せ
よ
、
遠
く
行
っ
て
い
る
夫
を
思
う
詩
で
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
中
に
流
れ
て
い
る
哀
愁
は
同
質
の
も
の
と
言
え

る
。
こ
の
詩
に
は
「
望
郷
」
と
い
う
言
葉
こ
そ
な
い
が
、
故
里
を
思
う
情
が
十
二
分
に
醸
し
出
さ
れ
て
い
る
。
古
詩
十
九
首
と
同
じ
よ
う
に



詠
人
不
知
の
楽
府
に
も
似
た
よ
う
な
表
現
が
あ
る
。

傷
歌
行

昭
昭
素
明
月
昭
昭
た
る
素
明
の
月

輝
光
燭
我
休
輝
光
我
が
抹
を
燭
ら
す

憂
人
不
能
媒
憂
人
探
ぬ
る
能
は
ず

歌
歌
夜
何
長
歌
歌
と
し
て
夜
何
ぞ
長
き

〈
下
略
〉

そ
し
て
、
蘇
武
の
作
と
さ
れ
る
も
の
に
下
記
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

燭
燭
良
明
月

霞
複
我
蘭
芳

芽
馨
良
夜
設

随
風
間
我
堂

征
夫
懐
遠
路

遊
子
轡
故
郷

寒
冬
十
二
月

展
起
践
巌
霜

傭
親
江
漢
流

仰
視
浮
雲
朔

燭
燭
た
り
展
明
の
月

護
複
た
り
我
が
蘭
の
芳

ふ

ん

け

い

お

こ

芽
馨
良
夜
に
殺
り

風
の
随
っ
て
我
が
堂
に
聞
る

せ
い
ふ

征
夫
遠
路
を
懐
ひ

遊
子
故
郷
を
穣
ふ

寒
冬
十
二
月

あ

し

た

た

ふ

展
に
起
ち
て
巌
霜
を
践
む

僻
し
て
江
漢
の
流
る
る
を
観

仰
い
で
浮
雲
の
朔
る
を
視
る



良
友
遠
離
別

各
在
天
一
方

山
海
隔
中
州

相
去
悠
且
長

嘉
曾
難
雨
遇

憧
巣
殊
未
央

願
君
崇
令
徳

随
時
愛
景
光

良
友
も
遠
く
離
別
す
れ
ば

お
の
お
の

各
天
の
一
方
に
在
り

山
海
は
中
州
を
隔
て

相
去
る
こ
と
悠
か
に
し
て
且
つ
長
し

嘉
曾
雨
た
び
遇
ひ
難
し

健
柴
殊
に
未
だ
央
き
ず

願
は
く
は
君
令
徳
を
崇
く
し

時
に
随
っ
て
景
光
を
愛
せ
よ

帝
の
詩
に
も
見
ら
れ
る
。

月
と
哀
情
と
の
距
離
は
、
限
り
な
く
近
い
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
傍
点
の
箇
所
が
示
し
て
い
る
対
句
と
類
似
し
た
表
現
が
の
ち
、
貌
文

漫
漫
秋
夜
長

烈
烈
北
風
涼

展
縛
不
能
・
探

披
衣
起
初
復

初
復
忽
巳
久

白
露
泊
我
裳

僻
説
清
水
波

仰
看
明
月
光

天
漢
廻
西
流

漫

漫

と

し

て

秋

夜

長

く

さ
む

烈
烈
と
し
て
北
風
涼
し

展
轄
と
し
て
媒
ぬ
る
能
は
ず

衣
を
披
て
起
ち
て
初
復
す

初
復
す
る
こ
と
忽
ち
巳
に
久
し
く

も
す
そ
う
る
ほ

白
露
我
が
裳
を
泊
し
ぬ

僻
し
て
は
清
水
の
波
を
硯

仰
い
で
は
明
月
の
光
を
看
る

天
漢
廻
り
て
西
に
流
れ



三
五
正
従
横

草
最
鳴
何
悲

孤
腐
濁
南
朔

欝
欝
多
悲
思

綜
脇
田
仙
故
郷

願
飛
安
得
翼

欲
清
河
無
梁

向
風
長
歎
白
山

断
絶
我
中
腸

三
五
正
に
従
横
た
り

草
最
鳴
く
こ
と
何
ぞ
悲
し
き

孤
腐
濁
り
南
に
朔
る

穆
欝
と
し
て
悲
思
多
く

的
肺
訴
と
し
て
故
郷
を
思
ふ

飛
ば
ん
こ
と
を
願
ふ
も
安
に
か
翼
を
得
ん

わ
た済

ら
ん
と
欲
す
る
も
河
に
梁
無
し

風
に
向
か
っ
て
長
く
歎
息
し

我
が
中
腸
を
断
絶
せ
ん
と
す

（
右
ニ
首
花
房
英
樹
「
文
選
」
詩
騒
編

集
英
社
）
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「
静
夜
思
」
は
、

傍
点
の
所
に
鑑
み
る
と
、
こ
の
あ
た
り
が
李
白
の
「
奉
頭
望
山
月
、
低
頭
思
故
郷
L

の
原
型
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
も
っ
と
も
、
李
白
の

寄
情
千
里
光
」
（
秋
風
、
窟
裡
に
入
る
羅
帳
起
り
て
瓢

の
ち
の
六
朝
の
民
歌
「
秋
風
入
歯
裡
、

羅
帳
起
瓢
鵬
、

仰
頭
看
明
月
、

隠
す
。
頭
を
仰
が
し
め
て
明
月
を
看
、
情
を
寄
す
、
千
里
の
光
）
に
基
い
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
（
8
）
、
貌
の
文
帝
の
こ
の
詩
が
李
白
に
与
え
た

刺
激
は
、
無
視
出
来
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
寸
望
郷
の
情
」
を
月
に
象
徴
化
す
る
表
現
は
、

こ
の
時
代
に
な
っ
て
、

ほ
ぼ
定
着
し
た
と
忠

わ
れ
る
。
詩
経
の
西
周
時
代
か
ら
後
漢
末
年
、
千
年
以
上
の
歳
月
が
流
れ
た
の
で
あ
る
。

いつか。 長
い
歳
月
を
経
て
、
月
が
望
郷
の
情
を
掻
き
立
て
る
素
材
と
な
っ
た
が
、
月
は
ど
う
し
て
、
こ
の
よ
う
に
遊
子
の
心
に
反
響
す
る
の
だ
ろ

そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
不
明
な
所
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
古
代
人
が
持
つ
月
に
対
す
る
信
仰
が
大
切
な
意
味
を

示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
古
代
で
は
、
共
同
体
に
と
っ
て
、
大
事
な
把
り
で
あ
る
「
月
を
み
る
L

と
い
う
行
事
が
、
時
代
が
下
る
に



連
れ
、
原
始
的
な
意
味
を
し
だ
い
に
失
っ
て
い
く
。

し
か
し
、
人
間
は
た
と
え
月
を
眺
め
て
も
、
寿
命
な
ん
ぞ
延
び
ゃ
し
な
い
と
悟
り
つ
つ

も
、
な
お
も
月
を
祭
り
、
眺
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
周
謹
』
、
「
宗
伯
穂
官
之
職
」
の
つ
典
瑞
L

の
段
に

玉
音
大
圭
、
執
鎮
圭
、
繰
籍
五
采
五
就
以
朝
日
。

（
王
音
大
圭
、
鎮
圭
を
執
り
、
操
籍
玉
采
五
就
以
て
日
を
朝
る
。
）

と
が
あ
る
。
そ
の

J
朝
日
」
に
つ
い
て
、

ま
つ

に
月
を
夕
る
）
、
「
月
を
祭
る
」
習
慣
を
語
る
記
載
で
あ
る
。
他
方
、

る。

鄭
玄
が
註
し
て
日
く
、

「
天
子
常
春
分
朝
日
、

ま
つ

秋
分
タ
月
」
（
天
子
、
常
に
春
分
に
日
を
朝
り
、
秋
分

月
の
神
話
も
月
を
み
る
習
慣
と
と
も
に
、

語
り
継
が
れ
て
来
た
の
で
あ

張
衡
、
霊
憲
篇
目
、
葬
請
不
死
之
菓
子
西
王
母
。
短
蛾
秘
之
（
中
略
）
。
垣
蛾
遂
託
身
子
片
、
是
為
抽
嶋
脇
。

れ
か
ま
が
え
る

（
調
介
、
不
死
の
薬
を
西
王
母
に
請
ひ
し
に
、
垣
峨
、
こ
れ
を
縞
む
。
（
中
略
）
垣
械
、
遂
い
に
身
を
月
に
託
し
、
是
、
槍
儲
と
為
る
。
）
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可
准
南
子
』
の
「
覧
冥
訓
」
に
も
「
潮
打
請
不
死
之
薬
於
西
王
母
短
蛾
鵜
以
奔
月
」
と
あ
る
。

し
か
し
、

」
こ
で
は
垣
蛾
が
謄
蛤
に
な
っ
た
と

は
二
一
一
口
っ
て
い
な
い
。

垣
蛾
盗
食
之
、
得
仙
、
奔
入
月
中
為
月
精
。

こ
れ

（
短
峨
之
を
盗
み
て
食
し
て
仙
を
得
、
月
の
中
に
奔
り
入
り
て
月
精
と
為
る
。
）

と
注
が
施
さ
れ
て
い
る
。
伝
承
が
時
代
を
重
ね
て
い
く
う
ち
に
、
短
蛾
の
姿
も
変
っ
て
い
く
。

ま
た
月
の
住
民
も
時
代
と
と
も
に
増
え
て
来

た。

段
成
式
酉
陽
雑
姐
日
、

富
4
2

口
月
中
有
y

桂、

有
一
一
塘
除
「
故
具
書
言
月
桂
高
五
百
丈
、
下
有
こ
人
一
常
研
v
之
、
樹
創
随
合
。
人
姓
呉
名



剛
、
西
河
人
、
皐
v
仙
有
v
過
、
諦
令
v
伐
v
樹。

不
老
不
死
の
身
を
持
つ
こ
と
が
出
来
た
と
言
っ
て
も
共
に
住
む
の
は
寂
実
だ
け
で
あ
る
。
来
る
日
も
来
る
日
も
桂
の
木
を
伐
っ
て
、
だ
が
そ

の
結
果
は
空
し
さ
の
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
物
語
を
持
っ
て
い
る
月
は
自
ず
と
哀
愁
の
顔
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。

時
代
が
下
り
、
祭
月
の
意
味
が
す
こ
し
ず
つ
薄
れ
て
い
く
こ
と
と
は
逆
に
、
物
語
の
内
容
は
膨
む
一
方
で
あ
る
。
月
を
祭
る
よ
り
も
、
月

を
賞
る
（
9
｝
よ
う
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、

祭
月
、

賞
月
が
習
慣
化
さ
れ
て
い
く
と
同
時
に
、
中
国
の
社
会
も
変
動
を
見
せ
始

め
た
。

春
秋
、

戦
国
時
代
か
ら
、

秦、

漢
へ
と
、
中
国
の
社
会
は
地
方
分
権
の
国
家
か
ら
中
央
集
権
の
国
家
へ
と
変
貌
し
て
い
く
の
で
あ

る
。
中
国
の
文
人
達
は
、

曽
て
な
い
移
動
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。

郷
里
を
離
れ
、

中
央
に
出
て
、

出
世
の
道
を
求
め
る
人
も

い
れ
ば
、
中
央
か
ら
地
方
へ
流
れ
る
人
も
少
な
く
な
い
。
文
人
達
は
、
異
郷
で
の
暮
し
を
歎
げ
か
わ
し
く
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、

Q
J
 

月
を
眺
め
て
は
、
孤
独
さ
と
悲
し
み
と
が
こ
み
あ
げ
て
来
よ
う
。
特
に
満
月
の
夜
に
な
る
と
、

そ
の
悲
し
み
は
一
層
掻
き
立
て
ら
れ
る
の
で

あ
ろ
う
。帝

京
長
物
略
目
、
八
月
十
五
日
祭
月
、
其
祭
果
餅
必
因
。
（
中
略
）
家
設
月
光
位
於
月
所
出
方
、
向
月
供
而
奔
、
則
焚
月
光
紙
、
撒
所
供
、

散
家
之
人
必
遍
。
月
餅
月
果
、
戚
属
鋭
相
報
。
餅
有
径
二
尺
者
。
女
騎
寧
、
是
日
必
返
其
夫
家
、
日
圏
園
節
也
。

（
帝
京
長
物
略
に
日
く
、
八
月
十
五
日
に
月
を
祭
り
、
其
祭
る
果
餅
は
、
必
ず
固
な
り
。
（
中
略
）
家
、
月
光
位
を
月
の
出
で
し
所
の
方
に
設
け
、
月
に
向

い
て
供
え
拝
す
。
則
ち
月
光
紙
を
焚
き
、
供
え
し
所
を
撒
つ
。
散
家
の
人
必
ず
遍
し
。
月
餅
月
果
、
戚
属
舘
り
て
相
報
ゆ
。
餅
に
径
二
尺
な
る
者
有
り
。

女
蹄
寧
せ
る
も
是
の
日
、
必
ず
そ
の
夫
家
に
返
る
。
圏
園
節
と
日
ふ
な
り
。
）

ま
た
、
『
燕
京
歳
時
記
』
に
も
「
月
餅
」
の
所
で
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

大
者
尺
絵
、
上
給
月
宮
鰭
兎
之
形
。
有
祭
畢
而
食
者
、
有
留
至
除
タ
而
食
者
、
謂
之
圏
園
餅
。



（
大
な
る
者
尺
余
、
上
に
月
宮
嶋
一
丸
の
形
を
絵
く
。
祭
り
畢
り
て
食
す
る
者
有
り
、
留
り
て
除
タ
に
至
り
食
す
る
者
有
り
。
こ
れ
を
闇
園
餅
と
謂
ふ
。
）

が
あ
る
。

圏
園
餅
や
圏
国
節
の
圏
も
国
も
、
満
月
み
た
い
に
ま
る
い
意
味
を
示
す
所
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
満
月
と
家
族
団
縄
県
と
は
密
接
し
た
関
係

そ
の
も
と

節
句
に
あ
や
か
つ
て
、

食
べ
物
や
飾
り
物
な
ど
が
多
様
化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、

時
代
が
下
れ
ば
下
る
ほ
ど
、

は
、
や
は
り
家
族
の
団
撲
を
祝
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
離
れ
ば
な
れ
と
な
っ
て
い
る
家
族
が
多
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、

一
堂
に
集

ま
る
圏
園
節
と
い
う
節
句
が
出
来
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。
月
と
は
、
家
族
と
一
緒
に
眺
め
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
か
。
家
族
と
離
れ
る
こ

ま
う
。
も
ち
ろ
ん
、

の
孤
独
、
誰
ぞ
知
る
人
や
あ
ら
む
。

か
つ
て
自
分
と
一
緒
に
月
を
眺
め
た
家
族
へ
の
気
遣
い
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

あ
る
と
す
れ
ば
、
あ
の
月
に
住
む
短
蛾
ぐ
ら
い
の
も
の
だ
ろ
う
と
、
思
わ
ず
月
に
哀
し
み
を
託
し
て
し

白
河
南
経
乱
、
関
内
阻
飢
、
兄
弟
離
散
各
在
一
慮
、
因
望
月
有
感
、
柳
書
所
懐

白
居
易
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時
難
年
荒
世
業
空

弟
兄
麗
旅
各
西
東

田
園
家
落
干
支
後

骨
肉
流
離
道
路
中

弔
影
分
為
千
里
腐

辞
根
散
作
九
秋
蓬

共
看
明
月
臆
垂
涙

一
夜
郷
心
五
慮
同

時
難
に
年
荒
れ
て
世
業
空
し

弟
兄
麗
旅
し
て
各
西
東
す

田
園
家
落
た
り
干
支
の
後

骨
肉
流
離
す
る
道
路
の
中

影
を
弔
し
分
れ
て
千
里
の
腐
と
為
り

根
を
辞
し
散
じ
て
九
秋
の
蓬
と
作
る

共
に
明
月
を
看
て
臆
に
涙
を
重
る
ベ
し

一
夜
郷
心
五
慮
同
じ

家
族
同
士
の
心
と
心
、
そ
し
て
そ
の
心
と
故
郷
と
は
明
月
に
よ
っ
て
結
ぼ
れ
た
の
で
あ
る
。



結

五口
＝コ円
H

ネ
フ
ス
キ

i
が
「
月
と
不
死
」
と
い
う
一
文
に
（
ω
）、

支
那
や
日
本
の
韻
文
に

「
露
西
亜
の
韻
文
の
特
徴
で
あ
る
所
の
、

生
を
讃
美
し
、

太
陽
を
歌
へ
る
モ
チ
ー
フ
が
ほ
と
ん
ど
完
全
に
欠
け
て
ゐ
る
こ
と
に
驚
い
た
。
L

と
言
っ
て
い
る
。

ま
た
、

感
傷
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
月

の
モ
チ
ー
フ
は
日
本
及
び
支
那
に
は
極
め
て
普
通
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

「
：
：
：
ヤ
l
ル
を
崇
拝
す
る
ス
ラ
ヴ
思
想
に
と
っ
て
は
、

輝
け
る

温
い
光
を
与
へ
、

冷
い
単
調
な
自
然
に
包
ま
れ
て
、

唯
一
の
喜
び
、

唯
一
の
慰
蒋
を
鷲
ら
す
太
陽
は
、

懐
か
し
く
も
心
近
き
も
の
で
あ
る

が
、
哀
れ
を
加
へ
る
冷
き
月
の
光
、
さ
ら
ぬ
だ
に
哀
れ
を
感
ぜ
し
め
る
月
に
は
、
何
の
縁
も
な
か
っ
た
。
L

と
言
う
。
中
国
の
韻
文
の
中
に
、

太
陽
へ
の
賛
美
が
欠
け
て
い
る
こ
と
、

ロ
シ
ア
韻
文
の
中
に
、
月
は
無
縁
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
は
ま
さ
に
、
自
然
現
象
に
対
す
る
信

や
伝
説
が
語
り
継
が
れ
る
う
ち
に
、

す
こ
し
ず
つ
形
成
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

「
望
月
思
郷
L

と
い
う
詩
作
が
あ
る
一
方
、
唐
宋
の
代
に
は
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仰
、
伝
説
が
そ
の
民
族
の
文
学
に
深
く
影
響
す
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
中
国
の
つ
月
の
文
学
」
も
、
月
に
対
す
る
信
仰
、
或
い
は
神
話

「
拝
新
月
L

（
日
）
を
テ

i
マ
に
、
多
く
の
詩
が
詠
ま
れ
、
戯
曲
の
題
に
も
な
っ
て
い
る
。
「
拝
新
月
L

が
主
に
、
女
性
を
主
人
公
と
し
て
詠
ん
で
い

る
の
に
対
し
て
、
「
望
郷
」
は
文
人
が
お
の
れ
の
寂
し
さ
を
詠
ん
で
い
る
。

い
ず
れ
も
、
そ
の
も
と
は
、
寸
月
を
み
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
起

源
し
て
い
る
と
思
う
。

古
代
人
の
月
に
関
す
る
信
仰
と
共
同
体
で
月
を
眺
め
る
習
慣
、

そ
し
て
若
干
の
哀
愁
を
帯
び
た
神
話
伝
説
を
背
景

に
、
異
郷
に
散
ら
ば
っ
た
文
人
達
の
望
郷
の
素
材
と
し
て
、
次
第
に
月
の
イ
メ
ー
ジ
が
固
定
化
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
や
が
て
、

そ
の
詩
作
が
後
世
へ
伝
わ
り
、
文
人
が
幼
少
時
代
か
ら
そ
の
よ
う
な
月
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
文
学
作
品
を
学
習
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
月
に

同
じ
感
情
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、

い
ま
で
も
繰
り
一
屯
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
子
供
も
、
文
字
を
知
る
前
か
ら
月
の
伝

説
を
聞
か
さ
れ
、
月
を
拝
む
習
慣
が
身
に
つ
き
、
除
タ
の
一
家
団
策
と
同
じ
よ
う
に
、
中
秋
の
日
に
家
族
が
一
堂
に
集
る
こ
と
の
大
切
さ
を



尚
昆
え
る
。

を
う
け
た
人
々
は
、
当
然
親
元
、
郷
里
を
離
れ
て
生
活
す
る
と
き
、
寂
し
さ
は
満
月
に
よ
っ
て
刺
激
助
長
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
反

そ
し
て
、
小
学
校
に
入
っ
て
か
ら
、
最
も
は
や
く
教
科
書
に
登
場
す
る
詩
は
、
李
白
の
「
静
夜
思
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
教
育

復
再
学
習
が
重
な
っ
た
か
ら
こ
そ
、
月
す
な
わ
ち
望
郷
と
い
う
感
情
が
古
代
よ
り
来
た
り
て
、
現
在
に
至
る
迄
、
中
国
人
の
心
の
中
で
綿
々

と
し
て
消
え
る
こ
と
が
な
い
の
だ
と
思
う
。

な
お
、
本
文
で
は
日
本
の
月
に
対
す
る
感
情
は
、
中
国
の
そ
れ
と
似
て
い
る
と
指
摘
し
た
が
、
す
べ
て
の
面
で
同
一
で
あ
る
と
は
言
え
な

い
こ
と
勿
論
で
あ
る
。
月
に
対
す
る
信
仰
、
月
の
歌
の
表
現
な
ど
の
異
同
に
つ
い
て
、
今
後
の
課
題
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

〔注〕

（

1
）
 

（

2
）
 

楊
柳
績
考
｜
｜
信
仰
か
ら
別
離
の
象
徴
へ
｜
｜
『
喜
文
研
究
』
昭
和
六
十
三
年
、
第
五
十
三
号
。

司
説
文
解
字
』
に
、
「
里
、
月
満
也
」
の
注
に
「
此
輿
望
各
字
、
控
一
一
従
塑
省
撃
、
今
則
宰
専
行
而
塑
鹿
央
。
し
ま
た
「
肇
」
の
注
に
「
按
掌
以
塑
為

塾
、
思
～
ル
払
一
才
伊
勢
、
其
為
二
字
較
然
也
、
而
今
多
乱
之
。
」
と
あ
る
。
確
か
に
本
来
違
う
宇
で
は
あ
る
が
、
そ
の
語
源
は
同
一
で
あ
る
と
見
て
間

違
い
な
い
。

白
川
静
者
『
詩
経
』
、
中
公
新
書
、
昭
和
四
五
年
。

例
え
ば
足
山
一
氏
筆
乗
』
云
、
ョ
月
出
』
、
見
片
懐
人
、
能
道
中
事
。
太
白
『
送
祝
八
円
若
見
天
涯
思
故
人
、
涜
渓
石
上
窺
明
月
。
子
美
『
夢
太

白
』
、
落
月
満
屋
梁
、
猶
疑
見
顔
色
。
（
中
略
）
比
類
甚
多
、
大
抵
出
自
『
陳
風
』
也
。
」

「
拝
新
月
」
と
い
う
風
習
に
つ
い
て
、
津
田
瑞
穂
著
「
拝
新
月
詞
話
」
（
河
中
国
古
典
研
究
』
二

O
号
、
昭
和
五
一
年
）
「
伝
承
の
月

L
q自
然
と

文
化
』
特
集
号
「
月
と
潮
」
、
昭
和
六
十
年
）
に
詳
し
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
は
、
研
文
出
版
の
『
開
花
零
拾
』
（
昭
和
六
十
一
年
）
、
中
国
の
惇

承
と
説
話
』
（
昭
和
六
十
三
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

『
楚
辞
b

の
「
渉
江
篇
」
に
出
て
い
る
。
こ
こ
の
明
月
は
月
で
は
な
く
、
明
珠
（
珍
珠
）
を
意
味
す
る
。

守
E

史
記
』
「
高
担
本
紀
L

、
「
高
祖
十
二
年
十
月
、
高
祖
巳
撃
布
軍
命
日
甑
、
布
走
令
別
賂
追
之
、
高
祖
還
騎
過
浦
、
留
置
酒
浦
宮
云
々
し
と
あ
る
。

4 3 5 7 6 
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鈴
木
虎
雄
詳
解
『
玉
蓋
新
詠
』
（
岩
波
書
店
、
昭
和
二
八
年
）
と
、
大
野
実
之
助
著
『
李
太
白
詩
歌
全
解
』
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
昭
和
五
五
年
）

二
書
に
は
、
と
も
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。

「
賞
月
」
の
習
慣
は
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
が
不
明
で
あ
る
が
、
『
音
書
』
、
「
文
苑
、
実
宏
停
」
に
「
少
孤
貧
、
以
運
祖
自
業
。
謝
尚
時
鎮
牛

渚
、
秋
夜
乗
月
、
率
爾
輿
左
右
微
服
泥
江
。
（
下
略
）
」
と
あ
る
の
を
見
る
と
、
音
の
時
代
に
は
す
で
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

『H
凡
と
不
死
』
、

N
・
ネ
フ
ス
キ

l
著
、
岡
正
雄
編
、
平
凡
社
、
東
洋
文
庫
一
八
玉
、
昭
和
四
六
年
。

吉
田
隆
英
「
唐
宋
奔
月
考
」
（
日
本
中
国
皐
曾
報
、
第
三
十
四
集
、
昭
和
玉
七
年
）
に
詳
し
い
。
注
（
5
）
も
合
わ
せ
さ
参
照
さ
れ
た
い
。

9 （叩）
（日）

〔
附
記
〕

本
稿
は
一
九
八
八
年
六
月
二
五
日
の
喜
文
学
会
研
究
発
表
会
に
於
け
る
口
頭
発
表
を
補
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。

4
・


