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月
の
伝
説
と
信
仰

｜
｜
詩
歌
に
見
る
そ
の
成
立
の
一
側
面
｜
｜

許

昌
~ 

麗

目リ

仁1

漢
詩
と
和
歌
の
中
に
「
月
」
を
題
材
に
し
た
も
の
は
数
多
く
あ
る
。

そ
れ
は
古
く
か
ら
中
国
人
も
日
本
人
も
月
に
親
し
み
を
感
じ
、
月
を

こ
よ
な
く
愛
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

日
本
は
古
来
か
ら
漢
文
化
の
多
大
な
影
響
を
受
け
て
お
り
、
月
に
関
す
る

伝
説
に
も
中
国
伝
来
の
も
の
が
見
受
け
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
月
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
や
、
歌
詞
に
詠
ま
れ
る
素
材
な
ど
、
中
国
と
日
本
と
は

共
通
点
が
多
い
こ
と
賛
言
を
用
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
じ
月
で
も
見
る
人
に
よ
っ
て
、
違
っ
た
表
情
を
感
じ
取
る
も
の
で
あ
る
。

ま
し
て
月
に
対
す
る
信
仰
が
異
な
り
、
生
活
様
式
も
異
な
れ
ば
、
詩
歌
の
表
情
に
も
自
ず
と
違
い
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
漢
詩
の
場
合
、

月
は
と
か
く
感
傷
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
醸
し
だ
す
が
、

そ
の
哀
愁
の
底
流
を
な
す
源
に
は
望
郷
、
つ
ま
り
「
望
月
思
郷
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
月
は
、
別
離
と
い
う
テ
ー
マ
の
作
品
に
最
も
登
場
し
易
い
素
材
の
ひ
と
つ
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
別
離
だ

け
で
は
な
い
。
「
詠
月
」
の
よ
う
な
テl

マ
で
も
、
自
然
観
照
の
歌
と
い
う
よ
り
も
自
分
と
離
れ
離
れ
に
な
っ
て
い
る
家
族
、
友
人
を
想
起
し
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秋
月
出
中
天

な
が
ら
詠
む
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
。

中
天
に
出
づ

遠
近
無
偏
異

共
照
一
光
輝

各
懐
離
別
思

秋
月

遠
近

偏
異
な
し

共
に
照
ら
す
一
光
輝

各
々
懐
く

別
離
の
思
い
を

望
郷
皆
下
涙

梁
武
帝
の
「
漣
成
詩
」
で
あ
る
。
国
境
へ
行
っ
て
い
る
人
の
心
境
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。

涙
を
下
し

非
我
濁
傷
情

相
思
不
相
見

望
望
空
離
憂

今
夜
月
光
来

正
上
相
思
牽

郷
園
誰
共
此

愁
人
屡
益
愁

望
郷

我

皆
独
り

情
を
傷
ま
し
む
に
非
ず

（
何
遜
「
望
新
月
示
同
属
」
）

相
い
思
う
も
相
い
見
ず

望
望

b -, 
夜

正郷
園

愁
人
屡
々 離

る
る
の
憂
い
を
空
し
う
す

（
謝
受
「
明
月
子
」
）

月
光

来
た
り
て

相
思
牽
に
上
る

（
梁
簡
文
帝

「
望
月
」
）

誰
が
こ
れ
を
共
に
し

愁
い
を
益
す



（
陸
項
「
関
山
月
」
）

こ
の
よ
う
な
詩
が
実
に
数
影
し
く
あ
る
一
方
、
伝
説
、
物
語
或
い
は
信
仰
な
ど
を
歌
う
も
の
も
ま
た
多
い
。
漢
詩
の
場
合
、ど
れ
も
が
哀
愁

を
漂
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
比
べ
て
見
る
と
、
和
歌
の
場
合
、
自
然
観
照
の
歌
が
多
い
が
、

そ
こ
で
は
月
が
必
ず
し
も
悲
し
い
表
情
を
見
せ
て
は
い
な
い
の
で

あ
る
。

む
し
ろ
、
通
い
婚
の
時
代
に
お
い
て
は
、
月
の
出
が
そ
の
ま
ま
愛
し
い
人
の
所
へ
行
け
る
道
標
と
な
る
の
で
、
月
は
悲
し
い
も
の
と

い
う
よ
り
も
心
を
う
き
う
き
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
生
活
形
態
の
違
い
、
月
を
見
る
と
き
の
心
境
が
月
の
表
情
を
違

う
も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
月
の
伝
説
、
信
仰
な
ど
の
受
け
止
め
方
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。

漢
詩
で
出
て
く
る
「
月
」
は
ど
う
し
て
悲
し
い
表
情
を
持
っ
て
い
る
の
か
。
以
前
そ
の
成
立
に
つ
い
て
考
察
し
、

(1
) 

一
つ
の
小
論
を
成
し
て

い
る
が
、
本
論
は
視
点
を
変
え
て
、
詩
歌
に
出
る
月
の
伝
説
と
信
仰
に
つ
い
て
、
漢
詩
と
和
歌
と
で
は
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
を
検

証
し

そ
の
原
因
と
な
る
と
こ
ろ
を
考
え
て
み
た
い
。

月
と
伝
説

月
に
ま
つ
わ
る
伝
説
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
我
々
は
月
の
伝
説
と
い
う
と
、
す
ぐ
に
「
婚
蛾
奔
月
」
、
「
玉
兎
棲
薬
」
、
「
呉
剛
伐
樹
」
な
ど
を

思
い
浮
か
べ
る
の
で
あ
る
。
月
の
中
に
は
多
く
の
住
民
が
い
る
。
詩
歌
の
中
、

」
れ
ら
の
住
民
は
ど
の
よ
う
な
形
で
登
場
し
て
い
る
の
だ
ろ

、
．

n
u

、
っ
カ

秋
タ
封
月

羅

隠

夜
月
色
可
掬

色

夜
月

掬
い
べ
し



侍
棲
柳
解
顔

未
能
分
冠
盗

徒
欲
満
関
山

背
冷
金
塘
滑

毛
寒
玉
兎
頑

垣
蛾
護
仏
眠
薬

長
短
老
中
間

月
タ

草
下
陰
晶
葉
上
霜

朱
欄
這
逓
座
湖
光

兎
寒
塘
冷
桂
花
白

此
夜
垣
蛾
磨
断
腸

楼
に
侍
り
て

聯
か
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
す

未
だ
能
く
冠
盗
を
分
だ
ず

徒
に
関
山
を
満
き
ん
と
欲
す

背
冷

金
塘

滑
ら
か
に
し
て

毛
寒

玉
兎

頑
な
な
り

垣
蛾

薬
を
仏
臨
む
を
護
り

長
短

中
間
に
老
ゆ

李
商
隠

草
下

陰
虫

葉
上
の
霜

朱
欄

道
逓
と
し
て
湖
光
を
圧
す
る

兎
寒

婚
ィ令

桂
花

白

此
夜

桓
蛾

正
に
断
腸
す

こ
の
よ
う
に
、
鳩
蛾
、
暢
除
、
玉
兎
と
い
う
構
図
は
、
唐
代
の
詩
作
で
は
き
ま
り
き
っ
た
パ
タ
ー
ン
の
よ
う
に
よ
く
登
場
す
る
。
あ
た
か

も
こ
の
三
つ
の
素
材
は
同
時
に
詩
に
現
れ
、
歴
史
的
に
分
離
不
可
能
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
が
、
実
際
、

詩
の
素
材
と
し
て
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
年
代
は
そ
れ
ぞ
れ
に
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
た
。

夜
光
何
徳

兎
は
早
く
も
詩
経
か
ら
姿
を
現
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
月
と
の
関
わ
り
を
最
初
に
詠
ん
だ
の
は
屈
原
の
「
楚
僻
』
「
天
間
篇
」

夜
光
は
何
の
徳
あ
っ
て



死
則
又
育

死
す
れ
ば
即
ち
又
育
す

厭
利
維
何

厭
の
利
は
維
れ
何
ぞ

而
顧
菟
在
腹

而
し
て
顧
兎

腹
に
在
る

(2
) 

で
あ
る
。
晋
、
張
華
の
博
物
志
に
「
兎
望
月
而
苧
云
々
」
と
あ
る
。
伝
説
で
は
世
の
中
の
兎
は
す
べ
て
が
雌
で
、雌
兎
た
ち
は
秋
の
月
の
中

σ3 

兎

つ
ま
り
楚
僻
に
ヰ
詔
T
j

「
菟
」
で
あ
る
が

こ
れ
を
見
て
感
苧
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
秋
月
の
明
暗
に
よ
っ
て
、

そ
の
年
の
兎
の

多
寡
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
し
か
し
、
ど
う
し
て
月
に
兎
が
い
る
の
か
。
月
に
兎
が
い
る
と
言
う
説
話
は
世
界
各
地
に
あ
る
。
例

(3
) 

ア
フ
リ
カ
な
ど
に
は
こ
の
両
者
の
関
わ
り
を
語
る
説
話
が
ま
と
ま
っ
た
形
で
残
さ
れ
て
い
る
。
中
国
の
場
合
は
す
こ
し
複

え
ば
、
イ
ン
ド
、

雑
で
あ
る
。

の
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
塘
除
の
除
は
兎
と
発
音
が
近
似
し
て
い
る
の
で
、
鰭
除
が
塘
兎
に
な
り
、

一
つ
の
発
音
が
二
つ
の
動
物
を
生
み

実
は
、
聞
一
多
氏
が
「
天
間
稗
天
」

一
文
に
十
一
も
の
例
証
を
挙
げ
、
「
顧
菟
」
は
「
顧
望
之
菟
」
で
は
な
く
、
塘
除
の
発
音
が
説
っ
た
も

出
し
、
結
果
と
し
て
月
に
は
塘
除
と
兎
が
い
る
こ
と
に
な
り
、

し
ま
い
に
、
兎
だ
け
を
取
り
上
げ
る
説
話
が
で
き
た
り
し
た
の
で
あ
る
と
い

う
。
従
っ
て
、
詩
作
上
で
は
最
初
に
月
と
の
関
わ
り
を
持
つ
動
物
は
兎
で
は
な
く
、
塘
除
な
の
で
あ
る
。で
は
、
ど
う
し
て
月
に
は
塘
除
が

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
『
准
南
子
』
「
寛
冥
訓
」
に
日
う
、

葬
請
不
死
之
薬
於
西
王
母
垣
蛾
縞
以
奔
月

（
葬
、
不
死
の
薬
を
西
王
母
に
請
ひ
し
に
、
幅
一
蛾
縞
み
て
以
て
月
に
奔
る
）

一
般
に
、
『
准
南
子
』
の
こ
の
叙
述
が
鳩
蛾
に
ま
つ
わ
る
説
話
の
初
出
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
哀
珂
が
「
嬬
蛾
奔
月
神
話
初
探
」
に

指
摘
し
た
よ
う
に
戦
国
時
代
に
す
で
に
こ
の
説
話
が
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
「
文
選
」
王
僧
達
「
祭
顔
光
禄
一
文
」
に
出
る
「
蛾
月
寝



耀

一
句
に
李
善
が

桓
蛾
掩
月
故
日
蛾
月
。
周
易
蹄
戴
日
、
昔
常
蛾
以
西
王
母
不
死
之
薬
服
之
、
遂
奔
月
潟
月
精
。

と
注
を
施
し
て
い
る
の
を
見
る
と
、
説
話
の
起
源
は
か
な
り
古
い
時
代
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
同
じ
く
「
婚

蛾
奔
月
」
の
伝
説
に
つ
い
て
、
後
漢
の
張
衡
の
『
霊
憲
篇
』
に
見
る

葬
請
不
死
之
薬
於
西
王
母
桓
蛾
縞
以
奔
月
。
（
中
略
）
遂
託
身
於
月
是
篤
糖
除
。

と
合
わ
せ
て
見
る
と
檎
蛾
が
月
精
に
な
っ
た
が
、
そ
の
月
精
が
つ
ま
り
塘
除
と
言
え
よ
う
。

月
に
婚
除
が
い
る
と
い
う
記
載
は
『
准
南
子
』

の
「
精
神
訓
」
に
も
見
ら
れ
る
。

日
中
有
駿
烏
月
中
有
塘

思
う
に
、
『
准
南
子
』
に
も
婚
蛾
が
婚
除
あ
る
い
は
月
精
に
な
っ
た
記
述
が
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
っ
て
剛
去
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
。
そ
の
理
由
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
仙
女
で
あ
る
鳩
蛾
と
、
塘
除
と
で
は
イ
メ
ー
ジ
が
あ
ま
り
に
も
そ
ぐ
わ
な
い
と
こ
ろ

に
起
因
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
白
居
易
の
「
蝦
蝶
詩
」
に
言
っ
て
い
る
よ
う
に

憲
章
水
族
中

嚢
嚢

水
族
の
中

無
用
者
蝦
膜

無
用
者

蝦
膜
な
り

形
械
肌
肉
眼

形

機
れ

肌
肉

躍
し

出
没
子
汚
泥

汚
泥
に
出
没
す

中

略

常
恐
飛
上
天

常
に
天
に
飛
び
上
が
る
を
恐
れ



跳
躍
随
鳩
蛾

跳
躍
し
て
嬬
蛾
に
随
い

往
往
蝕
明
月

往
々
に
し
て
明
月
を
蝕
み

遺
君
無
奈
何

君
に
遣
す
に
奈
何
と
も
す
る
な
し

塘
除
は
醜
い
も
の
で
あ
る
。
説
話
は
語
り
継
が
れ
て
い
く
過
程
で
往
々
に
し
て
美
化
さ
れ
て
い
く
傾
向
が
あ
る
が
、
鳩
蛾
も
そ
の
傾
向
の
中

で
醜
い
塘
除
に
な
る
よ
う
な
件
は
自
然
に
消
去
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
と
の
事
情
は
詩
作
で
も
同
じ
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

塘
除
も
金
婚
や
玉
塘
な
ど
の
よ
う
な
表
現
で
美
化
は
き
れ
る
も
の
の
、
や
は
り
婚
蛾
が
二
つ
の
動
物
を
侍
ら
せ
て
い
る
方
が
よ
り
美
し
い
構

図
で
あ
ろ
う
。
こ
の
構
図
は
実
は
漢
の
時
代
に
は
既
に
出
来
上
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
中
園
長
沙
市
の
馬
王
堆
一
号
漢
墓
か
ら
出
土
し
た

絹
に
描
い
た
絵
「
自
画
」
が
こ
の
構
図
存
在
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
自
画
に
は
、
月
に
塘
除
と
兎
と
が
描
か
れ
お
り
、
嬬
蛾
は
雲
に
乗
っ

又
、
王
充
が
『
論
衡
』
「
説
日
篇
」
に

て
い
る
女
神
と
な
っ
て
い
る
。

儒
者
日
、
日
中
有
三
足
鳥
、
月
中
有
兎
、
塘
除
。
（
中
略
）
夫
月
者
、
水
也
、
水
中
有
生
物
、
非
兎
、

婚
除
。
兎
与
塘
除
久
在
水
中
、
無
不
死
者
。
（
中
略
）
夫
鳥
、
兎
、
塘
除
、
日
月
気
也
。
（
下
略
）

と
迷
信
打
破
を
力
説
し
て
い
る
。
こ
れ
は
逆
に
当
時
の
儒
者
の
聞
に
、
月
に
は
兎
、
塘
除
が
い
る
と
い
う
考
え
が
流
行
っ
て
い
た
こ
と
を
示

唆
す
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
既
に
漢
代
に
こ
の
よ
う
な
構
図
が
で
き
た
一
方
、
依
然
、
書
物
の
上
で
は
嬬
蛾
が
塘
除
に
な
っ
た
と
い
う
記
述
が
残
っ

て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
一
言
っ
て
み
れ
ば
、
完
備
し
た
物
語
が
文
字
に
よ
っ
て
記
載
さ
れ
る
ま
で
の
過
渡
期
で
あ
り
、

タ
イ
ム
ラ
グ
が
あ

る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
嬬
蛾
が
詩
に
登
場
す
る
時
代
は
こ
れ
か
ら
か
な
り
下
る
の
で
あ
る
。
古



詩
十
九
首
に
は

孟
冬
寒
気
至

北
風
何
惨
傑

愁
多
知
夜
長

仰
観
衆
星
列

三
五
明
月
満

四
五
塘
兎
紋

下

略

と
塘
兎
の
用
例
が
見
ら
れ
る
が
、
鳩
蛾
に
関
し
て
は
前
述
し
た
「
祭
顔
光
禄
一
文
」
の
蛾
月
も
同
じ
頃
、

孟
冬

寒
気
至
る

北
風

何
ぞ
惨
傑
な
る

愁
多
く
し
て

夜
の
長
き
を
知
る

仰
ぎ
て

衆
星
の
列
す
る
を
観
る

三
五

明
月
満
づ

四
五

塘
兎
鉄
く

震
織
女
贈
牽
牛

詩
に
登
場
し
始
め
た
よ
う
で
あ
る
。

顔
延
之

妻
女
一
慨
経
星

桓
蛾
棲
飛
月

慰
無
二
媛
霊

託
身
侍
天
闘

下

略

(7
) 

一
方
、
月
の
中
に
桂
樹
が
あ
る
と
い
う
記
述
が
、
晋
の
書
物
に
は
見
ら
れ
る
が
、

萎
女

経
星
に
慌
し

垣
蛾

飛
月
に
棲
む

意
づ
ら
く
は

二
媛
の
霊
の

身
を
託
し
て
天
闘
に
侍
す
る
無
き
を

ほ
ぽ
西
暦
四
百
五
十
年
あ
た
り
に

そ
の
よ
り
完
備
し
た
物
語
「
呉
剛
伐
樹
」
は
『
酉
陽
雑



組
』
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

嘗
言
月
中
有
桂
、
有
塘
除
、
故
異
書
言
月
桂
高
五
百
丈
、
下
有
一
人
常
研
之
、
樹
創
随
合
。
人
姓
呉
名
剛
、
西
河
人
、
皐
仙
有
過
、
諦
令
伐
樹
。

桂
樹
は
漢
詩
の
中
に
、
前
掲
の
古
詩
十
九
首
の
詩
例
に
も
出
て
い
る
よ
う
に
早
い
時
期
に
既
に
顔
を
覗
か
せ
て
い
る
が
、
六
朝
時
代
に
な
る

桂
｛
目
巣
集
落
桂
枝

と
か
な
り
頻
繁
に
出
て
く
る
よ
う
に
な
る
。

梁

沈
約

「
望
月
詩
」
）

桂
殿
月
偏
来

長
河
上
桂
月

梁

庚
肩
吾
「
和
望
月
」
）

陳

張
正
見
「
賦
得
薄
雌
墾
明
月
」
）

ほ
ぼ
六
朝
時
代
ま
で
伝
説
の
中
で
月
と
関
わ
る
役
者
が
全
て
出
揃
い
、
素
朴
で
、
断
片
的
で
は
あ
る
が
、
詩
人
た
ち
は
自
由
に
こ
れ
ら
の

古
朗
月
行

素
材
を
扱
い
、
自
分
の
想
像
力
を
馳
せ
、
時
代
が
下
れ
ば
下
る
ほ
ど
詩
作
の
上
で
の
物
語
は
よ
り
美
し
く
、
悲
し
く
変
容
す
る
の
で
あ
る
。

李
白

小
時
不
識
月

呼
作
白
玉
盤

又
疑
瑠
牽
鏡

飛
在
白
雲
端

仙
人
垂
雨
足

桂
樹
作
囲
圏

白
兎
捧
薬
成

時

月
を
識
ら
ず

呼
ぴ
て
白
玉
の
盤
と
作
す

又
疑
ふ
瑠
牽
の
鏡

飛
ぴ
て
白
雲
の
端
に
在
る
か
と

仙
人

両
足
を
垂
れ

桂
樹

園
圏
を
作
す

白
兎

薬
を
祷
い
て
成
し



問
言
輿
誰
餐

塘
除
蝕
園
影

大
明
夜
己
残

葬
昔
落
九
烏

天
人
清
且
安

陰
精
此
論
惑

去
去
不
足
観

憂
来
其
如
何

’｜妻
’槍
推
JL 、
肝

鳩
蛾

雲
母
国
肝
風
燭
影
深

長
河
漸
落
暁
星
沈

鳩
蛾
癒
悔
倫
霊
薬

碧
海
青
天
夜
夜
心

月

嬬
蛾
縞
薬
出
人
間

蔵
在
婚
宮
不
放
還

問
ふ
言

誰
と
餐
せ
ん
と

塘
除

園
影
を
蝕
み

大
明

夜
す
で
に
残
せ
ら
る

葬
は

昔
九
烏
を
落
と
し

天
も
人
も
清
く
か
っ
安
し

陰
精

」
こ
に
論
惑
し

去
り
去
り
て
観
る
に
足
ら
ず

憂
ひ
来
た
り
て
そ
れ
如
何

’｜妻
’槍

心
肝
を
擢
く

李
商
隠

雲
母

扉
風

燭
影
深
し

長
河

漸
く
落
ち

鳩
蛾

謄
に
悔
ゆ
べ
し

碧
海

青
天

夜
夜
の
心

哀
郊

嬬
蛾

薬
を
窃
み
て

戴
し
て
鰭
宮
に
あ
り
て 暁

星
沈
む

霊
薬
を
徐
み
し
を

人
間
を
出
づ

放
還
せ
ず



后
葬
遍
尋
無
覚
慮

后
葬

遍
く
尋
ね
る
も

覚
む
る
処
な
し

誰
知
天
上
却
容
好

誰
ぞ
知
ら
ん

天
上
に
却
っ
て
好
を
容
る
る
を

き
て
、
和
歌
の
な
か
の
月
に
は
、

ど
う
い
っ
た
伝
説
が
窺
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

高
葉
集
に
は
実
に
多
く
の
「
午
郎
織
女
」
に
関
す
る
歌
が
残
さ
れ
て
い
る
。
勿
論
、

」
れ
ら
は
中
国
伝
来
の
説
話
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と

は
エ
コ
早
つ
ま
で
も
な
い
。

2006 

彦
星
は

嘆
か
す
妻
に

百
だ
に
も

告
げ
に
ぞ
来
つ
る

見
れ
ば
苦
し
み

（
彦
星
は
、
嘆
い
て
お
ら
れ
る
妻
に
、

せ
め
て
言
葉
だ
け
で
も
と
告
げ
に
き
た
。
見
て
い
る
と
苦
し
い
の
で
。
）

2029 

天
の
川

梶
の
音
開
予
」
ゆ
彦
星
と

織
女
と

今
夜
逢
ふ
ら
し
も

（
天
の
河
に
揖
の
音
が
聞
こ
え
る
。
彦
星
と
織
女
と
が
今
夜
逢
う
ら
し
い
よ
。
）

「
七
夕
」
と
題
す
る
も
の
だ
け
で
も
百
三
十
余
首
あ
る
。
こ
れ
ら
「
七
夕
歌
」
の
和
歌
の
世
界
に
お
け
る
登
場
及
ぴ
定
着
に
つ
い
て
、
従
来

多
く
の
論
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
大
久
保
正
氏
の
言
葉
を
借
り
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

中
国
の
七
夕
説
話
そ
の
も
の
は
、
彼
ら
（
人
麻
呂
ら
）
の
作
歌
の
基
盤
を
な
す
現
実
の
生
活
や
習
俗
と
の
大
き
な
懸
隔
を
も
っ
て
お
り
、

そ
の
ま
ま
で
は
和
歌
の
素
材
と
は
な
り
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。

（
中
略
）
だ
が
七
夕
説
話
を
受
容
す
る
素
地
は
民
族
の
生
活
と
習
俗
の

中
に
用
意
さ
れ
て
い
た
。

こ
こ
に
言
う
説
話
を
受
容
す
る
素
地
と
は
、
要
す
る
に
、

日
本
に
は
、
古
来
よ
り
水
辺
で
機
を
織
り
な
が
ら
客
神
の
訪
れ
を
待
つ
習
俗
が
存

在
し
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
歌
人
た
ち
は
、
伝
来
の
も
の
を
民
族
生
活
、
習
俗
の
中
に
融
合
し
、
自
ら
の
恋
愛
生
活
を
も
ダ
ブ
ら
せ
、
「
七

タ
歌
」
の
確
立
に
成
功
し
た
と
い
う
。



632 

日
に
は
見
て

高
葉
集
に
は
ま
た
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

月
の
内
の

手
に
は
取
ら
え
ぬ

楓
の
ご
と
き

妹
を
い
か
に
せ
む

（
目
に
は
見
る
こ
と
は
で
き
な
が
ら
手
に
と
る
こ
の
で
き
な
い
、
月
の
中
の
楓
の
よ
う
な
あ
な
た
を
、
私
は
ど
う
し
よ
う
。
）

2202 

も
み
ち
す
る

時
に
な
る
ら
し

楓
の
枝
の

色
付
く
見
れ
ば

月
人
の

「
月
の
内
の
楓
」

（
木
々
が
紅
葉
す
る
時
に
な
る
ら
し
い
。
月
の
男
が
か
ざ
す
楓
の
枝
が
色
づ
く
の
を
見
る
と
。
）

の
典
故
は
中
国
の
伝
説
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
疑
問
を
持
つ
余
地
は
な
い
で
あ
ろ
う
。日
本
最
古
の
漢
詩
集
『
懐
風
藻
」

を
見

桂、桂、銀る
月、月、河と
水照月、
石蘭桂、
問洲秋

（
山
田
史
三
方

「
七
夕
」
）

（
出
雲
介
吉
智
首

「
七
夕
」
）

（
得
道
融

「
山
中
」
）

そ
の
由
来
は
月
の
中
に
桂
樹
が
あ
る
と
い
う
伝
説
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な

い
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、

な
ど
の
よ
う
な
表
現
が
見
ら
れ
る
。
「
桂
月
」
は
月
を
指
す
が
、

こ
の
場
合
、
ほ
と
ん
ど
が
伝
来
の
漢
詩
の
用
法
を
踏
襲
し
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
「
桂
月
」
が
踏
ま
え
て
い
る
伝

説
は
歌
人
た
ち
の
共
通
の
常
識
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
和
歌
の
中
に
中
国
伝
来
の
説
話
が
所
々
顔
を
覗
か
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
故
か
始
蛾
に
関
す
る
歌
は
全
く
現

で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
七
夕
の
歌
で
あ
る
。
七
夕
の
歌
に
嬬
蛾
が
織
女
と
一

れ
な
い
。
前
掲
の
顔
延
之
の
詩
、
題
し
て
「
矯
織
女
贈
牽
牛
」

流
月
下
桓
蛾

緒
に
登
場
す
る
詩
は
こ
の
ほ
か
に
も
あ
る
。

桓
蛾
を
下
し

流
月



落
風
驚
織
女

落
風

織
女
を
驚
か
す

（
張
正
見
「
賦
得
秋
河
曙
歌
歌
」
）

桓
蛾
随
月
落

桓
蛾

月
の
落
ち
る
随
い

織
女
逐
星
移

織
女

星
の
移
る
を
逐
う

（
庚
肩
吾

「
七
夕
」
）

こ
れ
ら
の
詩
は
寓
葉
歌
人
の
日
に
止
ま
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
る
は
ず
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。

と
す
る
と
、
嬬

蛾
が
月
の
歌
に
登
場
し
な
い
の
は
、
「
牛
郎
織
女
」
を
受
け
入
れ
た
よ
う
な
土
壌
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し

か
し
、
後
世
に
は
竹
取
物
語
の
よ
う
な
月
に
住
む
天
女
の
話
が
出
来
て
い
る
の
で
、

土
壌
が
な
か
っ
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
や
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は
り
な
に
か
し
ら
の
取
捨
選
択
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
玉
兎
と
槍
除
に
関
す
る
歌
も
寓
葉
集
に
は
な
く
、
古
代
日
本
漢

詩
に
も
用
例
が
少
な
く
、
「
懐
風
藻
』
に
は
皆
無
で
、
『
文
華
秀
麗
集
』
に
は
わ
ず
か
一
例
し
か
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

月
夜
言
離

桑
原
腹
赤

地
勢
風
牛
難
異
域

地
勢

風
牛

域
を
異
に
す
と
難
も

天
文
月
兎
尚
同
光

天
文

月
兎

尚
し
光
を
同
じ
く
す

忠
君
一
似
雲
間
影

君
を
思
う
こ
と
に
－
に
雲
聞
の
影
に
似
て

夜
夜
相
随
到
遠
郷

夜
夜

相
随
い
て
遠
き
郷
に
到
ら
む

踏
襲
の
域
を
出
な
い
時
期
の
漢
詩
を
作
る
際
に
さ
え
取
捨
選
択
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
何
故
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
想
像

す
る
に
、
伝
来
の
書
物
の
記
述
に
少
な
か
ら
ず
の
影
響
を
受
け
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
要
す
る
に
、
詩
に
は
婚
除
と
切
り
離
し
た
婚
蛾
が
姿



が
現
れ
つ
つ
あ
っ
た
が
、
書
物
の
中
で
は
ま
だ
鳩
蛾
が
塘
除
に
な
っ
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
の
で
、
歌
人
た
ち
は
塘
除
の
醜
い
イ
メ
ー
ジ
を

拭
い
去
る
こ
と
の
出
来
な
い
婚
蛾
を
歌
う
気
に
は
な
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
他
面
、
」
れ
ら
の
説
話
は
す
べ
て
の
面
に
お
い
て
採
り
上

げ
ら
れ
な
か
っ
た
と
も
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
「
鳩
蛾
奔
月
」
の
話
が
膨
ら
ん
で
、
月
に
不
老
不
死
の
宮
殿
が
出
来
、
仙
人
の
世
界
が
営
ま
れ

る
よ
う
な
考
え
は
竹
取
物
語
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
し
、
「
玉
兎
構
薬
」
が
餅
を
つ
く
形
に
変
容
し
て
い
く
よ
う
な
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
和

歌
の
素
材
と
し
て
、
鳩
蛾
、
玉
兎
、
塘
除
は
と
も
に
古
代
歌
人
の
箭
か
ら
落
と
さ
れ
た
に
し
て
も
、

そ
の
伝
説
は
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
ら

れ
た
の
で
あ
る
。

月
の
信
仰

蘇
憂
覧
古

フに
そ子

白
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詩
歌
の
中
に
伝
説
の
物
語
を
織
り
込
む
も
の
が
数
多
く
あ
る
一
方
、
月
の
永
遠
性
を
歌
う
も
の
も
又
多
い
。

蓄
苑
荒
憂
楊
柳
新

奮
苑

荒
壷

楊
柳
新
た
に

菱
歌
清
昭
不
勝
春

菱
歌

清
唱

春
に
勝
へ
ず

只
今
惟
有
西
江
月

た
だ
今

た
だ
有
り

西
江
の
月

曾
照
呉
王
宮
裏
人

曾
て
照
ら
す

呉
王
宮
裏
の
人

歳
月
は
絶
え
間
な
く
流
れ
去
っ
て
ゆ
き
、

人
事
に
常
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
無
情
に
も
変
わ
っ
て
い
く
。
そ
れ
と
は
違
っ
て
、
月
は
永
遠
に

変
わ
ら
な
い
。
月
の
永
遠
性
を
最
初
に
歌
っ
た
の
は
勿
論
李
白
で
は
な
い
。
『
詩
経
』
「
天
保
鹿
鳴
之
什
」
に

如
月
之
恒

月
の
み
ち
ゆ
く
如
く



如
日
之
升

如
南
山
之
害
時

不
審
不
崩

如
松
柏
之
茂

無
不
爾
或
承

日
の
昇
が
如
く

南
山
の
い
の
ち
永
き
が
如
く

か
け
ず
崩
れ
ず

松
柏
の
茂
る
が
如
く

子
孫
い
や
つ
ぎ
つ
ぎ
に
継
ぎ
ゆ
き
ま
さ
む

と
あ
る
。
屈
原
も
「
夜
光
何
徳
、

つ
ま
り
、
月
は
水
の
精
で
あ
る
と
い
う
考
え
な
の
で
あ
る
。
月
の
位
置
は
雨
水

死
別
又
育
」
と
天
に
問
う
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
詩
歌
の
背
景
に
は
月
は
不
死
と
い
う
信
仰
が
あ
る
。
月
の

信
仰
に
は
月
と
水
と
の
関
わ
り
か
ら
来
る
の
も
の
も
あ
る
。

桂
殿
月
偏
来

の
量
を
左
右
す
る
し
、
蛤
、

留
光
引
才
上

固
随
漢
東
峠

量
逐
准
南
灰

（
庚
肩
吾

天
漢
看
畔
珠

星
橋
視
桂
花

峠
な
ど
の
貝
類
は
月
と
共
に
盛
衰
す
る
の
で
あ
る
。
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桂
殿

月

偏
ば
来
た
り
れ

留
光

引
い
て
才
く
上
る

園

漢
東
の
蜂
に
随
い

量

准
南
の
灰
を
逐
う

「
和
望
月
」
）

下
漢

蜂
珠
を
看

星
橋

桂
花
を
視
る

（
庚
信
「
舟
中
望
月
」
）

量
は
灰
の
減
る
に
随
い
て
紋
け

量
鉄
随
灰
減



光
満
席
応
珠
園

光
は
珠
の
円
い
に
応
じ
て
光
る

（
陳
後
、
王
「
関
山
月
」
）

こ
れ
ら
の
表
現
は
月
と
水
の
信
仰
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、

一
言
う
な
ら
ば
、
上
記
の
詩
の
踏
ま
え
る
と
こ
ろ

は
月
が
も
た
ら
す
結
果
に
過
ぎ
ず
、
月
と
水
そ
の
も
の
に
つ
い
て
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
蔦
葉
集
に
出
る
「
月
の
を
ち
水
」σ3 

よ
う
な
も
の
は
漢
詩
に
は
現
れ
な
い
の
で
あ
る
。

3245 

天
橋
も

長
く
も
が
も

高
山
も

高
く
も
が
も

月
夜
見
の

持
て
る
を
ち
水

い
取
り
来
て

君
に
奉
り
て

を
ち
え
て
し

か
も

（
天
橋
も
長
く
あ
っ
て
ほ
し
い
。
高
山
も
高
く
あ
っ
て
ほ
し
い
よ
。
そ
う
し
た
ら
月
の
神
の
持
っ
て
い
る
若
返
り
の
水
を
取
っ
て
来
て
、
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君
に
さ
し
あ
げ
て
、
若
返
る
こ
と
が
出
来
た
な
あ
。

解
釈
で
は
中
国
伝
来
の
観
念
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、

「
月
夜
見
の
持
て
る
を
ち
水
」
は
生
命
を
若
返
ら
せ
る
霊
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
歌
の
背
後
に
あ
る
信
仰
に
つ
い
て
、
伝
統
的
な

(9
) 

日
本
固
有
の
古
代
信
仰
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
る
。
ず

れ
も
耳
を
傾
け
る
べ
き
論
で
あ
る
が
、
実
の
と
こ
ろ
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
人
を
若
返
ら
せ
る
水
が
あ
れ
ば
、
誰
で
も
浴
ぴ
て
み
た
い
も
の

で
あ
る
。627 

我
が
手
本

ま
か
む
と
思
は
む

ま
す
ら
を
は

を
ち
水
求
め

白
髪
生
ひ
に
た
り

（
私
の
扶
を
枕
に
寝
た
い
と
思
う
大
夫
は
、
若
返
り
の
水
を
探
し
回
っ
て
白
髪
が
生
え
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
ね
。
）

628 

白
髪
生
ふ
る

」
と
は
思
は
ず

を
ち
水
は

か
に
も
か
く
に
も

求
め
て
行
か
む

（
白
髪
の
は
え
る
こ
と
は
考
え
ま
せ
ん
。
と
に
も
か
く
に
も
若
返
り
の
水
を
求
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
）



そ
う
い
う
期
望
が
あ
っ
た
か
ら
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
「
不
老
不
死
の
泉
」
に
関
す
る
記
述
は
ま
ま
見
ら
れ
る
。
「
養
老
改
元
の
勅
」
に

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

因
覧
当
者
郡
多
度
山
美
泉
、
自
盟
手
面
、
皮
膚
如
滑
。
亦
洗
痛
処
、
無
不
除
癒
。
在
朕
之
印
刷
、
甚
有
其
験
、

髪
反
黒
、
或
類
髪
更
生
、
或
闇
目
如
明
、
自
徐
癌
疾
、
戚
皆
平
癒
。

又
就
而
飲
浴
之
者
、
或
白

」
の
改
一
芯
令
を
踏
ま
え
て
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

a
n
川τ

n
J、
υ

A
H
U
 

’E’A 

古
ゆ

人
の
言
い
来
る

老
人
の

を
つ
と
い
ふ
水
そ

名
に
負
ふ
瀧
の
瀬

（
昔
か
ら
人
の
言
い
伝
え
来
た
、
老
人
が
若
返
る
水
が
あ
る
よ
。
名
に
そ
む
か
ぬ
滝
の
瀬
よ
。
）

（
叩
）

側
側
番
歌
の
思
想
背
景
は
古
来
か
ら
の
「
若
水
信
仰
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
後
に
立
春
に
「
供
若
水
」
の
行
事
と
し
て
定
着
す
る
の
で
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あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
、
現
在
は
行
事
の
一
連
の
記
述
と
行
動
は
い
ず
れ
も
月
と
は
関
係
が
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
現
在
、
月
と
は

F
D
 

無
関
係
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
昔
か
ら
月
と
全
く
関
係
が
な
か
っ
た
と
は
一
言
え
な
い
が
、
と
も
あ
れ
蔦
葉
集
の
中
に
は
M
番
歌
の
「
月
夜
見
の

q
J
 

の
よ
う
な
思
想
を
歌
う
も
の
は
他
に
ほ
と
ん
ど
な
く
、
あ
る
の
は
月
と
は
関
係
の
な
い
「
嘆
老
」
或
い
は
「
若
さ
へ
の
憧

持
て
る
を
ち
水
」

慣
」
と
も
言
う
べ
き
の
類
の
歌
で
あ
る
。

’
EEA O

J、
u

n
J、
υ

我
が
盛
り

ま
た
を
ち
め
や
も

ほ
と
ほ
と
に

奈
良
の
都
を

見
ず
か
な
り
な
む

（
私
の
命
の
盛
り
は
、
再
び
若
返
っ
て
訪
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
い
や
い
や
、
ほ
と
ん
ど
奈
良
の
都
を
見
ず
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
）

2日9

朝
露
の
消
易
き
我
が
身

老
い
ぬ
と
も

ま
た
を
ち
か
へ
り

君
を
し
待
た
む

（
朝
の
露
の
よ
う
に
消
え
や
す
い
我
が
身
は
、
年
を
と
っ
た
と
し
て
も
ま
た
若
返
っ
て
あ
な
た
を
待
と
う
。
）

無
論
、
不
老
不
死
の
水
に
関
し
て
、
中
国
に
も
似
た
よ
う
な
記
録
が
あ
る
。



醒
泉
者
、
美
泉
也
。
状
如
醒
酒
可
以
養
老
。

黄
水
三
周
、
復
其
原
。
是
謂
丹
水
飲
之
不
死
。
（
中
略
）
凡
四
水
者
、
帝
之
神
泉
、
以
和
百
葉
、

昆
嶺
及
蓮
莱
、
其
上
鳥
獣
飲
玉
泉
、
皆
長
生
不
死
。

（
『
白
虎
通
」
）

以
潤
寓
物
。

（
『
准
南
子
』
）

「
抱
朴
子
』
）

こ
れ
も
ま
た
月
と
の
関
わ
り
が
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
漢
以
降
、
神
仙
思
想
が
大
流
行
し
て
、
人
々
は
不
老
不
死
の
身
に
な
る
た
め
に
多
大
の
努
力
を
費
や
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
上
記
の
も
の
は
、
そ
の
流
行
の
一
斑
を
語
っ
て
く
れ
る
。
そ
の
流
行
と
併
行
し
て
、
月
に
仙
人
が
住
み
着
い
て
い
る
と
い
う
伝
説
が
よ

り
完
全
な
物
語
の
形
で
定
着
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
神
仙
思
想
が
日
本
に
伝
わ
り
、
高
葉
時
代
に
は
月
に
つ
い
て
の
神
仙
思
想
は
か

な
り
一
般
的
な
知
識
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
月
夜
見
の
持
て
る
を
ち
水
」
の
よ
う
な
歌
は
、
こ
の
よ
う
な
思
想
と
、
以
上
の
歌
が
表
す
観

不
老
不
死
と
関
係
が
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
月
と
水
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
中
国
で
は
一
方
、
「
明
水
」
と
い
う
言
葉
が
あ
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念
と
融
合
し
て
生
み
出
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

る
。
『
耀
記
』
「
明
堂
位
」

夏
后
氏
尚
明
水
、
殿
尚
睡
、
周
尚
酒
。

と
あ
る
。

明
水
と
一
言
う
の
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
周
鵡
』の
「
秋
官
、
司
桓
氏
」

掌
以
夫
遂
取
明
火
於
日
。
以
翠
取
明
水
於
月
。
以
共
祭
紀
之
明
章
。

明
燭
。
共
明
水
。

（
日
）

つ
ま
り
、
鏡
で
月
よ
り
水
を
採
り
、
神
へ
の
供
物
｜
黍
、
稜
を
載
せ
る
器
を
洗
い
、
ま
た
供
物
と
し
て
神
に
供
え
る
。
ま
た
、
『
准
南
子
』
「
天

文
訓
」
に
一
言
う

方
諸
見
月
、
則
津
而
為
水



「
方
諸
」
は
「
陰
燐
」
と
も
一
言
う
が
、
月
か
ら
水
を
取
る
器
具
の
名
で
あ
る
。
鏡
で
あ
る
と
い
う
説
と
大
蛤
で
あ
る
と
い
う
説
と
に
分
か
れ

（
ロ
）

て
い
る
。
鏡
で
あ
ろ
う
と
、
大
蛤
で
あ
ろ
う
と
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
明
水
（
方
諸
水
と
も
い
う
が
）
は
月
か
ら
採
っ
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な

い
。
こ
の
明
水
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
役
割
を
し
て
い
る
の
か
。
鄭
玄
の
注
に
よ
る
と
、
玄
酒
の
代
わ
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、

祭
紀
に
玄
酒
を
供
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
代
の
人
は
ど
ん
な
御
利
益
を
期
待
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
玄
酒
は
い
っ
た
い
ど
う

い
っ
た
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
な
の
か
。
そ
れ
は
多
分
、
現
在
我
々
の
生
活
の
中
に
行
わ
れ
る
祭
一
組
に
お
け
る
の
酒
の
役
割
と
は
ず
い
ぶ
ん

違
う
も
の
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
我
々
の
想
像
の
な
し
う
る
以
上
に
神
秘
性
を
感
じ
た
に
違
い
あ
る
ま
い
。
『
奮
唐
書
』
「
耀
儀
志一
一
」

封
縛
需
明
水
以
寅
樽
云
々

と
あ
る
。
封
糟
は
天
子
が
天
地
山
川
を
祭
る
儀
式
で
あ
る
。
昔
、
天
子
が
巡
狩
し
て
四
岳
に
至
る
と
封
縄
と
い
う
儀
式
を
行
っ
た
が
後
世
で
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は
国
威
を
誇
示
す
る
た
め
こ
の
儀
式
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
天
子
に
な
れ
ば
誰
で
も
が
な
し
え
た
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
封
蹄

に
使
う
の
だ
か
ら
、
明
水
の
大
事
さ
が
わ
か
る
。
月
か
ら
水
を
採
る
、
そ
の
月
に
は
仙
人
の
伝
説
が
纏
わ
っ
て
い
る
し
、
不
死
の
信
仰
の
対

象
で
も
あ
る
。

震
金
書
賢
賦
氷
塘
詩

7じ

張
霧

老
塘
素
塊
裏
金
精

老
塘

素
塊

金
精
を
菓
け

千
歳
破
壊
幻
結
成

千
歳

破
環

幻
と
し
て
結
成
す

明
水
夜
零
陰
隠
凍

明
水

夜

零
ち
て

陰
陰
に
凍
り

丹
書
秋
精
肉
芝
生

丹
書

秋
満
ち
て

肉
芝
生
ず



腹
凝
寒
露
蔵
虚
白

腹

寒
露
を
凝
ら
し
て
虚
白
を
戴
す

影
入
銀
河
浴
太
清

影
に
銀
河
入
り
て

太
清
に
浴
す

擬
問
嬬
蛾
乞
霊
薬

婚
蛾
に
問
、
フ
て
霊
薬
を
乞
い

輿
君
騎
向
庚
寒
宮

君
と
と
も
に
騎
し
て

庚
寒
宮
に
向
か
う
を
擬
す

詩
に
明
水
が
読
み
込
ま
れ
る
例
は
あ
ま
り
な
い
が

こ
の
詩
を
見
る
と
、
月
宮
仙
境
の
思
想
と
は
切
り
離
せ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

と
は
言
う
も
の
の
、
古
代
の
人
々
が
明
水
は
不
老
不
死
と
関
係
が
あ
る
、
或
い
は
「
月
夜
見
の
を
ち
水
」
の
よ
う
な
霊
力
を
持
っ
て
い
る

と
考
え
て
い
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、

や
は
り
あ
る
種
の
神
秘
性
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

同
じ
月
に
棲
む
天
女
で
も
婚
蛾
と
か
ぐ
や
姫
と
で
は
運
命
が
大
き
く
違
う
。
鳩
蛾
は
不
死
の
薬
を
盗
み
、そ
れ
を
飲
ん
だ
た
め
に
月
に
飛

結

ん
で
い
き
、
永
遠
の
寂
し
さ
に
苦
し
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
か
ぐ
や
姫
は
元
々
月
の
世
界
に
住
む
お
姫
様
で
あ
っ
て

種

の
「
天
尊
降
臨
」
の
形
で
人
間
世
界
に
現
れ
て
は
又
帰
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
何
の
た
め
の
降
臨
な
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、少
な
く

と
も
求
婚
者
ら
は
辛
い
思
い
を
し
た
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
物
語
は
様
々
な
要
素
を
含
み
、
し
か
も
複
雑
に
交
錯
す
る
の
で
、
簡
単
に
そ

の
成
立
を
語
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し

こ
の
二
つ
の
物
語
の
成
立
に
は
人
々
の
月
に
対
す
る
感
情
が
大
き
な
要
因
に
な
っ

て
い
る
と
思
え
て
な
ら
な
い
。

嬬
蛾
が
塘
除
に
な
っ
た
伝
説
は
、
あ
る
意
味
で
は
古
代
人
が
嬬
蛾
に
対
し
て
、
罰
を
下
し
た
と
思
わ
れ
る
。
物
語
が
語
り
継
が
れ
て
い
く

う
ち
に
、
婚
蛾
と
塘
除
と
は
分
離
し
た
形
で
話
が
ど
ん
ど
ん
膨
ら
ん
で
い
き
、
始
蛾
は
悲
し
い
女
性
の
代
表
の
よ
う
な
存
在
に
な
っ
て
し
ま



っ
た
の
で
あ
る
。
寂
し
き
、
悲
し
み
か
ら
脱
出
で
き
な
い
運
命
は
罰
の
変
容
と
も
言
え
る
が
、
多
分
そ
の
よ
う
に
変
身
さ
せ
た
担
い
手
た
ち

に
は
罰
を
下
す
意
識
は
な
い
だ
ろ
う
。
逆
に
、
最
も
己
の
心
｜
｜
「
遊
子
懐
郷
」
「
望
月
思
郷
」
と
い
う
心
境
で
あ
る
が
ー
ー
を
巧
く
表
す
代

言
者
と
し
て
見
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
中
国
古
来
の
社
会
形
態
が
ほ
と
ん
ど
の
文
人
を
遊
子
に
さ
せ
、そ
の
遊
子
た
ち
は
自
分
の
家

族
へ
の
思
い
、
友
人
を
偲
ぶ
情
を
月
に
託
し
た
の
で
あ
る
。
月
を
見
る
人
々
が
そ
の
よ
う
な
心
境
な
の
で
、
悲
し
い
顔
を
す
る
鳩
蛾
だ
か
ら

こ
そ
よ
り
一
層
共
感
を
呼
ぶ
の
で
あ
っ
て
、
物
語
は
自
然
に
哀
愁
に
充
ち
る
姿
へ
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

一
方
、
か
ぐ
や
姫
は
一
人
寂
し
く
暮
ら
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
月
の
中
で
は
一
つ
の
国
を
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
竹
取
物

語
の
場
合
は
大
き
く
神
仙
思
想
の
影
響
を
受
け
て
い
る
が
、
や
は
り
物
語
の
作
者
の
持
っ
て
い
る
月
の
イ
メ
ー
ジ
が
現
れ
て
い
る
は
ず
で
あ

る
。
作
者
の
み
な
ら
ず
、
当
時
の
人
々
が
共
通
に
持
っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
鳩
蛾
の
持
っ
て
い
る
悲
哀
と
は
か
な
り

移
し
い
漢
詩
の
中
、
悲
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
月
の
詩
も
ま
た
数
が
多
い
。
そ
れ
は
漢
籍
に
触
れ
る
限
り
、
避
け
て
通
れ
る
も
の
で
は
な
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距
離
が
あ
る
よ
、
つ
に
思
え
る
。

い
。
し
か
し
、
竹
取
物
語
の
作
者
は
何
故
月
の
悲
哀
感
を
取
り
上
げ
な
か
っ
た
の
か
。
や
は
り
、そ
こ
に
は
日
本
人
古
来
か
ら
の
月
へ
の
思

い
が
働
い
た
に
違
い
あ
る
ま
い
。

一
つ
の
説
話
が
語
り
継
が
れ
て
い
く
過
程
に
於
い
て
、
人
々
は
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
や
感
情
に
相
応
し
く
な
い
要
素
を
取
り
除
き
、少
し
ず

つ
美
化
要
素
を
付
け
加
え
て
、
よ
り
完
備
し
た
且
つ
共
感
を
呼
ぶ
話
に
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
月
の
伝
説
が
ど
の
よ
う
な
形
で
詩
歌
に
現
れ

る
の
か
を
見
て
も
、
古
代
の
中
国
と
日
本
の
文
化
の
担
い
手
の
受
け
止
め
方
が
分
か
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
。

、
迂



(1
) 

(2
) 

(3
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詩
歌
に
お
け
る
「
月
」
の
感
傷
的
イ
メ
ー
ジ
の
成
立
『
妻
文
研
究
』
一
九
八
九
年
、
五
十
五
号
。

「
淵
鑑
類
函
』
獣
部
引
埠
雅
日
「
兎
視
顧
菟
而
感
気
、
故
卜
秋
月
以
知
兎
之
多
寡
也
。
」

イ
ン
ド
で
は
兎
が
火
中
入
定
を
試
み
、
焼
死
し
た
の
で
、
イ
ン
ド
ラ
（
帝
釈
天
）
が
兎
を
憐
れ
み
、
そ
の
焼
死
体
を
月
の
中
に
置
い
た
と
い

う
説
話
が
あ
る
。
南
西
ア
フ
リ
カ
に
は
月
の
遣
い
と
し
て
、
兎
が
あ
べ
こ
べ
な
伝
言
を
し
た
た
め
、
人
聞
が
死
ぬ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
月

が
兎
を
打
ち
、
唇
を
裂
い
た
と
い
う
伝
説
が
残
さ
れ
て
い
る
。

聞
一
多
集
乙
部
「
古
典
新
義
」
所
収
。

王
逸
の
『
楚
僻
章
句
』
に
「
顧
菟
」
の
顧
を
顧
望
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
朱
子
以
降
の
注
釈
も
こ
の
説
を
採
る
も
の
が
多
い
。

衰
珂
著
「
神
話
論
文
集
』
所
収
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
二
年
。

「
太
平
御
寛
』
天
部
「
月
」
の
欄
に
「
虞
喜
「
安
天
論
』
に
「
俗
博
月
中
仙
人
桂
樹
、
今
相
其
初
生
、
見
仙
人
之
足
、
漸
己
成
形
、
桂
樹
後

生
罵
。
」
と
あ
る
。

大
久
保
正
『
高
葉
集
の
諸
相
』
二
二
八
頁
、
明
治
書
院
。

石
田
英
一
郎
は
ネ
フ
ス
キ
ー
が
沖
縄
で
取
材
し
た
月
に
関
す
る
伝
説
に
基
づ
い
て
、
グ
月
夜
見
の
持
て
る
を
ち
水
。
は
伝
来
の
神
仙
思
想
で
は

な
く
、
日
本
古
来
の
月
と
若
水
の
信
仰
の
表
れ
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
折
口
信
夫
も
最
初
は
中
国
伝
来
の
説
を
採
っ
た
が
、
ネ
フ
ス
キ
ー
の

資
料
を
見
て
、
日
本
古
来
の
信
仰
で
あ
ろ
う
と
前
説
を
訂
正
し
た
。

平
安
時
代
宮
中
で
は
立
春
の
日
に
、
主
水
司
が
吉
方
（
生
気
の
方
）
井
戸
か
ら
水
を
汲
み
、
天
皇
に
奉
り
、
邪
気
避
け
と
し
た
の
で
あ
る
。

民
間
で
は
元
旦
の
朝
、
多
く
は
午
前
一
時
か
二
時
頃
で
あ
る
が
、
家
の
主
か
長
男
が
井
戸
よ
り
水
を
汲
み
、
口
を
す
す
い
だ
り
、
茶
を
た
で

た
り
食
事
の
煮
炊
き
に
使
っ
た
り
す
る
習
慣
が
古
く
か
ら
あ
っ
た
。
こ
れ
を
「
若
水
迎
え
」
と
い
う
。

鄭
玄
は
注
に
「
夫
遂
陽
遂
也
。
障
室
、
鏡
属
也
。
取
水
者
、
世
謂
之
方
諸
。
取
日
之
火
月
之
水
、
欲
得
陰
陽
之
潔
気
也
。
明
燭
以
照
鎮
、
陳
明

水
以
為
玄
酒
。
鄭
司
農
云
、
夫
稜
聾
明
壷
謂
以
明
水
漏
糠
奈
盛
黍
稜
。
」
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

鄭
玄
は
方
諸
は
鏡
の
類
（
注
目
参
照
）
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
高
誘
は
准
南
子
の
「
方
諸
見
月
則
津
而
生
水
」
に
「
方
諸
、
大
蛤
也
」

と
注
を
施
し
て
い
る
。
蓄
唐
書
「
耀
儀
志
一
二
」
李
敬
貞
論
封
樽
需
明
水
の
段
に
李
敬
貞
は
「
以
陰
鑑
取
水
、
未
有
得
者
。
（
中
略
）
敬
貞
曾

八
九
月
中
取
蛤
一
尺
二
寸
、
依
法
試
之
（
中
略
）
得
水
四
五
斗
」
と
言
っ
て
、
大
蛤
説
を
採
っ
て
い
る
。
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