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景
と
孤
愁

｜
｜
『
万
葉
集
」
巻
十
九
・
四
二
九
二
番
歌
老
f
l

池
田

序
二
十
五
日
に
作
る
歌
一
首

う
ら
う
ら
に
照
れ
る
春
日
に
ひ
ば
り
上
が
り
心
悲
し
も
独
り
し
思
へ
ば

三
枝
子

ぶ
。
（
以
下
略

春
日
遅
々
に
、
鶴
鵬
正
に
暗
く
。
懐
伺
の
意
、
歌
に
非
ず
し
て
は
援
ひ
難
き
の
み
。
よ
り
て
こ
の
歌
を
作
り
、
式
て
締
緒
を
展

（
巻
十
九
・
四
二
九
二
）

天
平
勝
宝
五
年
（
七
五
三
）
二
月
二
十
五
日
の
大
伴
家
持
の
詠
で
あ
る
。
周
知
の
如
く
、
二
十
三
日
に
詠
ま
れ
た
二
首
と
と
も
に

右
は
、

「
春
愁
三
首
」
と
評
さ
れ
て
き
た
作
品
で
あ
る
。

(1
) 

と
こ
ろ
が
、
近
年
で
は
、
二
十
三
日
の
二
首
と
二
十
五
日
の
一
首
と
を
一
連
の
作
と
す
る
見
方
に
疑
義
が
示
さ
れ
、

(2
) 

い
う
評
価
に
対
し
て
も
再
検
証
が
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る
。

ま
た
、
「
春
愁
」
と
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三
首
の
中
で
も
「
絶
唱
」
と
ま
で
評
さ
れ
る
四
二
九
二
番
歌
に
つ
い
て
は
、
上
三
句
の
《
景
》
と
下
二
句
の
《
情
》
と
の
間
に
隔
絶
が
あ

(3
) 

り
、
そ
こ
に
享
受
者
の
思
い
入
れ
が
介
入
し
や
す
い
こ
と
が
諸
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
明
る
い
《
景
》
と
暗
い
《
情
》
と
の
間
隙

に
、
享
受
者
の
近
代
的
憂
愁
の
観
念
が
移
入
き
れ
て
、
「
春
愁
」
と
い
う
評
価
を
生
ん
だ
と
見
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
見
方
は
、

四
二
九
二
番
歌
の
享
受
・
評
価
の
在
り
ょ
う
を
考
え
る
際
に
は
説
得
力
を
持
つ
。
し
か
し
、
《
景
》
《
情
》
隔
絶
と
い

う
特
異
な
構
造
が
、
家
持
の
歌
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
、
そ
う
し
た
構
造
に
一
首
と
し
て
の
統
一
性
を
粛
す
観
念
が
い
か
な

る
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は

い
ま
だ
考
察
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は

こ
の
四
二
九
二
番
歌
の
《
景
》
《
情
》
隔
絶
の
構
造
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
構
造
か
ら
生
じ
る
表
現
性
と

そ
の
根
底
に
あ
る
家
持
の
文
学
観
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

《
景
》
《
情
》の
隔
絶

ま
ず
、
当
該
歌
の
《
景
》
と
《
情
》
と
の
表
現
を
そ
れ
ぞ
れ
研
究
史
的
に
概
観
し
た
上
で
、

(4
) 

そ
の
隔
絶
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

「
う
ら
う
ら
に
照
れ
る
春
日
に
ひ
ば
り
上
が
り
」
と
い
う
《
景
》
に
つ
い
て
は
、明
る
い
春
景
と
見
る
点
で
諸
説
に
大
き
な
異
論
は
な
い
。

初
旬
「
う
ら
う
ら
に
」
は
上
代
文
献
に
見
え
ず
、
第
二
句
「
照
れ
る
春
日
」
も
万
葉
集
中
に
用
例
が
な
い
。
と
は
い
え
、
「
う
ら
う
ら
に
」

は
平
安
朝
の
散
文
に
は
頻
出
す
る
こ
と
か
ら
、

日
常
語
と
し
て
は
家
持
の
時
点
で
も
一
般
化
し
て
い
た
と
見
ら
れ
、
左
注
の
「
遅
々
」
と
い

(5
) 

う
畳
語
を
和
語
に
う
っ
す
た
め
に
採
択
き
れ
た
語
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
う
ら
う
ら
に
照
れ
る
春
日
に
」
は
左
注

(6

)(

7
) 

「
春
日
遅
々
」
と
対
応
す
る
句
で
、
歌
・
左
注
と
も
に
「
春
陽
の
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
明
る
み
の
中
を
物
皆
の
ど
か
に
経
過
す
る
様
態
」
を
示

(8
) 

い
ず
れ
も
当
該
歌
の
影
響
下
に
あ
る
作
で
あ
る
。
左
注
の
「
鵠
鵬
」
が
鴬

す
と
考
え
ら
れ
る
。
「
ひ
ば
り
」
は
集
中
に
他
に
二
例
あ
る
も
、

-173-(312) 



(9
) 

で
あ
る
こ
と
と
の
組
酷
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
歌
・
左
注
と
も
に
朔
り
鳴
く
春
烏
に
よ
っ
て
生
命
力
溢
れ
る
季
節
を
表
現
す
る
も

の
と
見
れ
ば
、
直
訳
な
ら
ぬ
ゆ
る
や
か
な
対
応
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
上
三
句
の
《
景
》
は
、
左
注
の
「
春
日
遅
々
、
組
制
鵬
正

暗
」
と
対
応
す
る
、
生
命
力
に
満
ち
た
明
る
い
春
景
で
あ
る
。

（
叩
）

「
心
悲
し
も
独
り
し
思
へ
ば
」
と
い
う
《
情
》
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
に
「
恋
歌
の
情
緒
性
」
を
看
取
す
る
か
、
「
恋
に
あ
ら
ざ
る
も
っ
と
深

（
日
）
（
臼
）

い
人
聞
の
孤
愁
」
「
徹
底
的
な
孤
絶
の
深
淵
」
と
と
る
か
で
二
様
の
理
解
が
あ
る
。

恋
歌
的
理
解
は
、
「
悲
し
」
が
恋
歌
の
情
調
を
揺
曳
す
る
語
で
あ
る
こ
と
、
「
独
り
」
が
男
女
聞
の
対
概
念
に
基
づ
い
て
対
の
か
た
わ
れ
を

希
求
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
。
ま
た
、
春
の
艶
情
を
詠
む
中
国
詩
の
世
界
を
内
包
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
そ
の
淵

（
日
）

源
を
見
る
意
見
も
あ
る
。
恋
歌
そ
の
も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、
恋
歌
の
様
式
を
踏
襲
す
る
孤
愁
と
す
る
の
で
あ
る
。

対
し
て
、
恋
に
あ
ら
ざ
る
孤
愁
と
見
る
場
合
は
、
結
句
の
「
独
り
し
思
へ
ば
」
が
、
集
中
「
独
り
」
が
「
思
ふ
」
と
連
接
す
る
唯
一
の
例

（
日
）

の
対
象
が
特
定
さ
れ
ず
「
対
の
一
方
を
思
わ
せ
る
方
向
に
表
現
が
向
か
っ
て
い
な
い
」
こ
と
が
そ
の
理
由
と
な
る
。

で
あ
る
こ
と
、
「
思
ふ
」

両
説
は
、
対
概
念
に
基
づ
く
孤
愁
で
あ
る
か
、
対
概
念
を
捨
象
し
た
絶
対
的
孤
愁
で
あ
る
か
と
い
う
点
で
相
違
す
る
の
で
あ
る
が
、
共
に

孤
愁
と
す
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
孤
愁
の
内
実
に
つ
い
て
は
後
に
考
察
す
る
と
し
て
、
下
二
句
の
《
情
》
が
臨
調
り
を
帯
び
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。

き
て
、

問
題
は
、
上
記
の
明
る
い
《
景
》
と
暗
い
《
情
》
と
が
相
互
に
無
関
係
で
あ
る
か
の
如
く
対
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

の
対
立
は
、
そ
れ
が
融
即
的
な
い
し
警
喰
的
関
係
で
な
い
こ
と
を
物
語
る
。

そ
れ
で
い
て
、
歌
表
現
の
上
で
は
、
《
景
》
《
情
》
聞
の
明
暗

の
対
比
の
有
機
的
関
係
性
が
希
薄
な
の
で
あ
る
。

(311) 
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M
M

一
桜
花
今
そ
盛
り
と
人
は
一
一
一
一
口
へ
ど

情
一
我
は
さ
ぶ
し
も
君
と
し
あ
ら
ね
ば

（
大
伴
池
、
王
巻
十
八
・
四
O
七
四
）

例
え
ば
、
右
の
歌
は
、
桜
花
燭
漫
た
る
春
景
に
接
し
て
寂
琴
感
を
表
出
し
て
い
る
。

明
暗
の
対
比
と
い
う
点
で
は
当
該
歌
と
等
し
い
。
右

の
歌
の
場
合
、
《
景
》
に
接
し
て
「
さ
ぶ
し
も
」
と
い
う
《
情
》
が
表
出
さ
れ
る
の
は
、
「
君
」
が
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
き
ぶ
し
も
」
の

原
因
が
「
君
と
し
あ
ら
ね
ば
」

そ
こ
に
は
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
《
情
》
と
金
る
と
は
「
j

ど
」
と
逆
接
に
よ
っ

で
あ
り
、

て
対
置
さ
れ
て
い
る
。

一
方
当
該
歌
で
は
、
「
独
り
し
思
へ
ば
」
が
何
ゆ
え
「
心
悲
し
も
」
な
の
か
、
「
思
ふ
」
内
容
が
明
示
さ
れ
な
い
た

め
、
そ
の
因
果
関
係
は
不
明
確
で
あ
る
。
《
景
》
と
《
情
》
と
を
結
ぶ
語
も
な
い
。
《
景
》
と
《
情
》
と
が
文
脈
的
に
隔
絶
し
て
い
る
の
で
あ

フ
ハv。

仮
に
、
「
独
り
し
思
へ
ば
」
で
は
な
く
「
独
り
し
見
れ
ば
」
と
あ
る
な
ら
ば
、
「
見
る
」
対
象
は
《
景
》
で
あ
り
、
《
景
》
を
独
り
で
見
る

こ
と
が
「
心
悲
し
も
」
の
原
因
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
第
四
句
と
第
五
句
と
の
因
果
関
係
も
、
《
景
》
《
情
》
の
関
係
も
明
確
に
な
ろ
う
。
し

か
る
に
「
独
り
し
思
へ
ば
」
で
は
、

次
の
歌
と
の

そ
れ
ら
の
関
係
性
が
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
当
該
歌
の
特
異
な
あ
り
方
は
、

比
較
に
よ
り
更
に
明
瞭
と
な
る
。

0・’『Z』

と
来
し
敏
馬
の
崎
を

（
大
伴
旅
人

巻
三
・
四
四
九
）

旦
帰
る
さ
に
独
り
し
見
れ
ば
涙
ぐ
ま
し
も

」
行
く
さ
に
は
二
人
我
が
見
し
こ
の
崎
を

」
独
り
過
ぐ
れ
ば
心
悲
し
も

（
大
伴
旅
人
巻
三
・
四
五
O
）

右
は
、
大
宰
府
で
妻
を
亡
く
し
た
旅
人
が
上
京
途
次
に
作
っ
た
歌
で
あ
る
。
旅
人
詠
の
《
景
》
は
、
「
妹
と
来
し
」
「
行
く
さ
に
は
ふ
た
り

我
が
見
し
」
と
あ
り
、
妻
の
生
前
共
に
見
た
景
と
し
て
規
定
き
れ
て
い
る
。
予
め
そ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
敏
馬
の
崎
を
独
り
で
「
見
れ

ば
」
「
過
ぐ
れ
ば
」
と
い
う
行
為
の
結
果
「
一
涙
ぐ
ま
し
も
」
「
心
悲
し
も
」
と
い
う
《
情
》
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
《
景
》
《
情
》
の
繋
絡
関(310) 



係
は
明
確
で
あ
る
。
対
す
る
当
該
歌
で
は
「
心
悲
し
も
」

の
理
由
が
明
ら
か
で
な
い
。
旅
人
詠
の
「
見
れ
ば
」
「
過
ぐ
れ
ば
」
の
対
象
が

《
景
》
で
あ
る
の
と
は
異
な
り
、

の
対
象
が
示
き
れ
な
い
当
該
歌
で
は
、
《
景
》
か
ら
《
情
》
が
導
か
れ
た
の
か
否
か
も
暖
味
で

「
思
へ
ば
」

あ
る
。
先
立
つ
《
情
》
が
《
景
》
を
予
め
規
定
す
る
と
い
う
関
係
性
も
看
取
で
き
な
い
。
当
該
歌
の
「
心
悲
し
も
」
は
旅
人
詠
を
踏
ま
え
て

（
日
）

い
る
と
見
る
む
き
も
あ
る
が
、
《
景
》
《
情
》
の
構
造
か
ら
す
れ
ば
、
旅
人
詠
と
当
該
歌
と
で
は
全
く
異
な
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
当
該
歌
は
明
る
い
春
景
と
孤
愁
と
が
隔
絶
し
て
対
置
き
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
他
の
万
葉
歌
と
は
異
な
る
あ
り
方
を
見

せ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

し
か
し
、
歌
表
現
の
上
で
《
景
》
と
《
情
》
と
が
隔
絶
し
て
い
て
も
、
歌
表
現
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
一
個
の
作
品
と
し
て
の
統
一
性
が
あ

る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
な
け
れ
ば
一
首
の
歌
と
し
て
詠
出
さ
れ
得
な
い
。

そ
こ
で
次
に
、
隔
絶
し
て
い
る
《
景
》
と
《
情
》
と
を
結
ぶ
観
念
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
の
際
、
考
察
の
端
緒
と
な
る
の
は
、

《
景
》
と
対
応
す
る
左
注
の
詩
句
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
春
日
遅
々
」
の
意
義

「
春
日
遅
々
、
鵠
鵬
正
晴
」

『
毛
詩
』
の
「
春
日
遅
遅
た
り
、
井
木
萎
萎
た
り
、
倉
庚
噌
階
た
り
、
繋
を
采
る
こ
と
郁
郁
た
り
」

の
典
拠
が

（
小
雅
「
出
車
」
）
な
い
し
「
春
日
載
ち
陽
か
く
、
鳴
け
る
倉
庚
有
り
、
：
：
：
春
日
遅
遅
た
り
、
繋
を
采
る
こ
と
郁
郁
た
り
」
（
幽
風
「
七

月
」
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
『
代
匠
記
』
以
来
指
摘
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
詩
句
は
左
注
と
完
全
に
一
致
す
る
も
の
で
は
な
く
、

ま
た
前
述
の
如
く
左
注
と
歌
表
現
も
厳
密
に
は
重
な
ら
な
い
。

そ
の
た

め

『
毛
詩
』
・
左
注
・
歌
表
現
の
三
者
の
関
係
性
は
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
芳
賀
紀
雄
氏
は
、
歌
は
『
毛
詩
』
に
直
接
依
拠
し

(309) 



（
凶
）

て
詠
ま
れ
た
の
で
は
な
く
、
実
際
に
即
し
て
詠
ま
れ
た
《
景
》
に
「
毛
詩
的
雰
囲
気
を
感
じ
て
注
し
た
」
と
す
る
。
ま
た
、
中
西
進
氏
は

「
出
車
」
が
夷
秋
を
平
ら
げ
て
凱
旋
す
る
将
軍
を
描
く
詩
で
あ
る
こ
と
を
重
く
見
て
、
武
門
の
家
の
長
た
る
家
持
が
夷
秋
（
天
皇
親
政
を
お

（
口
）

ぴ
や
か
す
藤
原
氏
）
を
平
ら
げ
得
な
い
こ
と
を
「
心
悲
し
も
」
と
嘆
い
た
と
す
る
。

し
か
し
、
『
毛
詩
』
自
体
と
当
該
歌
と
の
関
係
性
を
論
ず
る
前
に
、
『
毛
詩
』
に
典
拠
を
持
つ
「
春
日
遅
々
l

」
の
詩
句
が
、
中
国
詩
の
世

界
、
特
に
家
持
が
学
ん
だ
六
朝
詩
学
の
世
界
に
お
い
て
い
か
な
る
意
義
を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
問
う
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

「
春
日
遅
々
」
の
句
は
、
六
朝
文
学
論
の
集
大
成
た
る
梁
の
劉
紘
の
『
文
心
雌
龍
』
に
も
見
え
る
。

春
日
は
遅
遅
た
り
、
秋
風
は
楓
楓
た
り
。
情
の
往
く
は
贈
に
似
た
り
、
興
の
来
る
は
答
の
如
し
。

「
文
心
離
龍
』
物
色
篇
・
賛

自
然
の
風
物
が
人
の
心
を
感
動
さ
せ
て
詩
興
が
起
こ
る
と
い
う
物
色
篇
の
主
張
を
端
的
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
自
然
の
風
物
を

表
現
す
る
典
型
例
と
し
て
、
「
春
日
遅
遅
」
「
秋
風
楓
楓
」
の
句
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
秋
風
楓
楓
」
は
『
楚
辞
』の
「
風
楓
楓
と
し
て
木
粛
粛
た
り
、
公
子
を
思
ひ
て
徒
に
憂
ひ
に
離
れ
り
」
（
九
歌
「
山
鬼
」
）
を
典
拠
と
す

る
。
「
風
城
楓
」
た
る
景
に
接
し
て
人
を
思
っ
て
憂
い
嘆
く
こ
と
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
対
と
な
る
「
春
日
遅
遅
」
の
典
拠
と
し
て
は
、

前
掲
の

『
毛
詩
』
二
篇
の
う
ち
「
七
月
」
の
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
。
「
七
月
」
の
詩
で
は
前
掲
の
「
春
日
遅
遅
、
采
繋
郁
郁
」
に
続
い
て
、

「
女
心
傷
悲
す
、
殆
め
て
公
子
と
同
く
帰
が
ん
」
と
、
嫁
ぐ
こ
と
を
願
っ
て
娘
が
心
を
傷
め
る
こ
と
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
景
に
接
し
て
思
い

が
述
べ
ら
れ
る
点
で
「
山
鬼
」
と
等
し
く
、
物
色
篇
の
主
張
と
も
合
致
す
る
。

こ
こ
で
『
毛
詩
』
『
楚
辞
」
の
詩
句
が
用
い
ら
れ
る
の
は

詩
騒
の
標
す
る
所
は
、
並
に
要
害
に
擦
る
。

「
丈
心
離
龍
』
物
色
篇
）
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と
い
う
劉
棋
の
認
識
に
基
づ
く
。
劉
棋
は
、
「
詩
騒
」
（
『
毛
詩
』
と
『
楚
辞
』
）の
自
然
描
写
は
的
確
に
要
所
を
捉
え
て
い
る
と
し
て

両
者
を
白
然
描
写
の
模
範
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
う
し
た
認
識
に
基
づ
い
て
、
『
毛
詩
』
や
『
楚
辞
』
の
模
範
を
生
か
し
て
新
奇
な

表
現
を
工
夫
す
る
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
の
が
物
色
篇
の
主
旨
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
時
に
『
毛
詩
』
の
中
か
ら
特
に
選
ば
れ
て
、
模
範
の

最
た
る
も
の
と
し
て
の
意
義
を
担
わ
さ
れ
た
詩
句
が
、
「
七
月
」
の
詩
の
「
春
日
遅
遅
」
な
の
で
あ
る
。

上
記
の
詩
学
を
勘
案
す
る
と
、
家
持
は
、

『
毛
詩
』
「
七
月
」の
詩
句
を
模
範
と
し
つ
つ
和
歌
に
よ
る
新
奇
な
表
現
を
試
み
て
「
う
ら
う
ら

に
照
れ
る
春
日
に
ひ
ば
り
上
が
り
」
と
い
う
《
景
》
を
描
き
、
そ
の
《
景
》
に
感
応
し
て
動
い
た
《
情
》
が
「
心
悲
し
も
独
り
し
思
へ
ば
」

で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
表
現
上
《
景
》
《
情
》
が
隔
絶
し
て
い
る
に
せ
よ
、
家
持
自
身
の
自
覚
的
な
意
識
の
中

で
は
、
六
朝
詩
学
に
裏
打
ち
さ
れ
た
必
然
性
を
も
っ
て
結
び
つ
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

隔
絶
の
位
相

「
春
日
遅
々
」
を
模
範
と
す
る
と
い
う
点
で
歌
表
現
の
背
景
に
六
朝
詩
学
が
あ
る
と
す
れ
ば
、そ
の
構
造
か
ら
発
せ
ら
れ
る
表
現
性
を
考

察
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
六
朝
詩
を
参
考
に
す
る
こ
と
が
一
定
の
有
効
性
を
持
っ
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
《
景
》
《
情
》
の
隔
絶
と
い
う
構
造
上
の
特
徴
を
中
国
詩
の
世
界
に
見
出
す
こ
と
は
、
さ
ほ
ど
容
易
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
中

国
詩
の
理
想
と
す
る
と
こ
ろ
が
景
情
融
合
だ
か
ら
で
あ
る
。
景
情
融
合
と
は
「
景
か
ら
醸
し
出
さ
れ
る
あ
る
気
分
を
、
自
己
の
感
情
に
流
通

（
叩
）

さ
せ
る
」
境
地
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
然
が
《
景
》
と
し
て
対
象
化
き
れ
て
以
後
の
中
国
詩
で
は
、
《
景
》
《
情
》
の
隔
絶
は
欠
点
に
な
り

こ
そ
す
れ
特
徴
と
は
な
り
に
く
い
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
《
景
》
《
情
》
の
隔
絶
に
そ
の
特
色
が
あ
る
と
き
れ
る
詩
人
が
い
る
。
宋
の
謝
霊
運
で
あ
る
。

そ
グ〉
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例
え
ば
、
貌
晋
の
詩
人
は
旅
中
に
故
郷
を
思
う
端
緒
と
し
て
次
の
よ
う
な
景
を
詠
ん
で
い
た
。

草
虫
鳴
何
悲

草
虫

鳴
く
こ
と
何
ぞ
悲
し
き

孤
腐
独
南
湖

（
「
文
選
』
巻
二
十
九
、
魂
文
帝
「
雑
詩
」
）

孤
腐

独
り
南
に
朔
る

対
す
る
謝
霊
運
は
、
永
嘉
郡
の
太
守
を
辞
し
て
故
郷
へ
帰
る
途
上
で
次
の
よ
う
な
景
を
描
く
。

野
噴
沙
岸
浄

野

沙
岸

浄

噴
く
し
て

天
高
秋
月
明

『
文
選
』
巻
二
十
六
、
「
初
め
て
郡
を
去
る
」

天

秋
月

高
く
し
て

明
ら
か
な
り

小
尾
郊
一
氏
は

こ
れ
ら
を
比
較
し
て
、
親
晋
の
詩
で
は
秋
景
が
悲
哀
・
憂
愁
の
感
情
を
述
べ
る
た
め
に
利
用
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

（
却
）

そ
の
も
の
と
し
て
捉
え
、
何
ら
悲
傷
の
情
を
訴
え
る
と
こ
ろ
が
な
い
」
と
説
く
。

謝
詩
は
「
月
下
の
秋
の
景
を
、
あ
く
ま
で
、

短
小
刊
九
一
附
こ
う
し
た
評
価
は
、
前
代
・
後
代
の
詩
と
比
べ
て
「
比
較
的
」
「
相
対
的
」
と
い
う
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
「
作
者

こ
の
叙
景
か
ら
後
の
感
慨
が
導
き
出
さ
れ
た
こ
と
と
思
う
が
、
作
者
は
こ
れ
を
従
来
の
如
く
強
く
結

（
幻
）

び
つ
け
ず
殆
ど
無
関
係
の
如
く
歌
っ
て
い
る
」
と
評
さ
れ
る
謝
詩
の
位
相
に
注
目
し
た
い
。

に
あ
っ
て
は
一
連
の
詩
で
あ
る
以
上

謝
申
立
運
は
、
自
然
を
思
想
・
感
情
を
述
べ
る
た
め
の
手
段
で
は
な
く
美
の
対
象
と
し
て
自
覚
的
に
追
求
し
た
詩
人
で
あ
り
、
自
然
美
の
発

見
者
と
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
謝
霊
運
の
時
点
で
は
景
情
融
合
と
い
う
手
法
は
未
だ
意
識
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
謝
詩

の
場
合
、
《
情
》
の
規
制
を
受
け
な
い
が
ゆ
え
に
《
景
》
の
美
が
吃
立
す
る
と
い
う
。
謝
霊
運
が
「
山
水
詩
人
」
の
名
を
恋
に
す
る
所
以
で

（
泣
）

あ
る
。
同
様
に
、
家
持
詠
に
お
い
て
も
、
孤
愁
の
磐
り
を
帯
び
な
い
が
ゆ
え
に
《
景
》
の
美
が
際
立
つ
、
と
い
う
表
現
性
が
認
め
ら
れ
る
で

あ
ろ
、
フ
。

特
に
、
家
持
詠
を
考
察
す
る
際
に
参
考
と
し
た
い
の
は
次
の
謝
詩
で
あ
る
。
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景

柳変鴨禽閑 塘春池生草 新故陽改陰 初景革緒風

柳園 塘池 新陽 初景
はは

禽鳴 春草 故の 緒の

変ず 生じ 陰改を 風を革
へに
ぬし

て

竺
郁
郁
傷
幽
歌

郁
郁
た
る
に
幽
の
歌
を
傷
み

萎
萎
た
る
に
楚
の
吟
に
感
き
る
一

索
居
は
永
く
久
し
く
し
易
く

翠
難
処
心

離
草
し
て
は
心
を
処
め
難
し

『
文
選
』
巻
二
十
二
、
「
池
上
の
楼
に
登
る
」

右
は
、
左
還
さ
れ
た
永
嘉
郡
で
春
を
迎
え
て
の
作
で
あ
る
。
「
初
景
」
と
は
初
春
の
陽
ざ
し
を
い
い
、
暖
か
な
春
の
陽
ざ
し
が
寒
風
吹
き
す

き
ぶ
景
を
一
変
き
せ
て
、
草
萌
え
烏
鳴
く
と
い
う
明
る
い
春
景
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
《
景
》
に
接
し
て
表
出
さ
れ
る
《
情
》
が
「
郁

耐
」
以
下
の
四
句
で
あ
る
。
「
索
居
」
「
離
牽
」
は
「
礼
記
』
檀
弓
篇
の
「
五
日
群
を
離
れ
て
索
居
す
る
こ
と
、
亦
巳
に
久
し
」
を
典
拠
と
す
る

こ
と
、
李
善
注
に
指
摘
が
あ
る
。
孔
子
の
弟
子
子
夏
が
、
友
と
遠
ざ
か
っ
て
久
し
く
独
居
し
て
い
た
こ
と
を
反
省
す
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
こ

か
ら
、
「
索
居i
」
「
離
翠l
」
と
は
友
と
離
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
孤
独
の
嘆
き
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

即
ち
、
こ
の
作
品
で
は
、
明
る
い
春
景
に
接
し
て
孤
愁
が
表
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
《
景
》
は
孤
愁
の
警
喰
や
投
影
で
は
な
く
、
暖

か
な
陽
ざ
し
の
中
の
、
生
気
に
満
ち
た
春
景
で
あ
る
。

か
か
る
《
景
》
《
情
》
の
あ
り
方
と
家
持
詠
と
の
類
似
は
瞭
然
で
あ
る
。
だ
が
、
家
持
詠
に
比
し
て
、
当
面
の
謝
詩
は
や
や
説
明
的
で
あ
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る
。
そ
れ
は
、
春
景
と
孤
愁
と
の
結
節
点
が
「
幽
歌
」
「
楚
吟
」
で
あ
る
こ
と
が
詩
句
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

李
善
注
は
、
「
郁
郁
た
る
に
幽
の
歌
を
傷
み
」
の
典
拠
を
『
毛
詩
』
胸
風
「
七
月
」
の
「
春
日
遅
遅
、
采
繋
郁
郁
」
で
あ
る
と
す
る
。
こ

れ
は
家
持
詠
の
左
注
に
記
さ
れ
る
詩
句
に
他
な
ら
ず
、
前
述
の
如
く
、
春
景
に
接
し
て
娘
が
結
婚
を
願
う
も
の
で
あ
る
。
一
方
の
「
萎
萎
た

る
に
楚
の
吟
に
感
き
る
」
は
、
『
楚
辞
』
の
「
王
孫
遊
ん
で
帰
ら
ず
、
春
草
生
じ
て
萎
萎
た
り
」
（
「
招
隠
士
」
）
の
詩
句
に
拠
る
と
い
う
。
王

逸
注
に
拠
れ
ば
、
春
草
の
繁
茂
に
時
間
の
推
移
を
感
じ
取
っ
て
亡
き
屈
原
を
慕
う
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
幽
歌
」
「
楚
吟
」
と
も

に
、
春
景
に
接
し
て
孤
独
の
嘆
き
を
詠
む
詩
な
の
で
あ
る
。

謝
霊
運
は
こ
う
し
た
『
毛
詩
』
『
楚
辞
』

の
詩
句
を
媒
介
と
し
て
、
明
る
い
景
か
ら
一
転
し
て
孤
愁
を
詠
出
し
た
。
こ
の
よ
う
な
詠
法

｜
｜
『
毛
詩
』
『
楚
辞
』
を
規
範
と
し
て
新
奇
な
表
現
を
工
夫
し
、
会
る
か
ら
《
情
》
が
導
き
出
さ
れ
る
ー
ー
は
、
前
述
の
『
文
心
離
龍
』

物
色
篇
が
理
想
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
右
の
謝
詩
が
当
該
歌
の
直
接
の
典
拠
で
あ
る
と
主
張
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
『
文
選
」
所
載
詩

や
『
文
心
離
龍
』
を
は
じ
め
と
す
る
六
朝
詩
学
が
家
持
に
与
え
た
影
響
の
多
大
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
看
過
し
得
な
い
事
実
で
あ
る
。

謝
詩
か
ら
翻
っ
て
家
持
詠
を
考
察
す
る
な
ら
ば
、
歌
表
現
の
上
で
隔
絶
し
て
い
る
春
景
と
孤
愁
と
の
聞
に
は
、
《
景
》
の
典
拠
た
る
『
毛

詩
』
幽
風
の
「
七
月
」
の
詩
が
媒
介
と
し
て
存
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
典
拠
「
七
月
」
が
春
景
に
接
し
て
人
を
思
う
傷
み
を
述
べ

る
も
の
で
あ
っ
た
が
故
に
、
生
命
力
溢
れ
る
明
る
い
《
景
》
と
孤
愁
の
《
情
》
と
が
、
家
持
の
意
識
の
中
で
必
然
性
を
も
っ
て
結
び
つ
い
た

の
で
あ
る
。

但
し
、
典
拠
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
翻
訳
や
翻
案
と
は
異
な
る
。
謝
詩
が
『
毛
詩
』
『
楚
辞
』
を
典
拠
と
し
な
が
ら
も
、そ
の
《
情
》
が

恋
ゆ
え
の
嘆
き
や
亡
き
人
へ
の
思
い
で
は
な
か
っ
た
の
と
同
様
に
、
家
持
詠
の
孤
愁
も
「
七
月
」
と
同
じ
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
当
該
歌

の
孤
愁
の
内
実
に
つ
い
て
は
、
別
の
観
点
か
ら
の
考
察
が
必
要
で
あ
る
。
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四

孤
愁
の
内
実

謝
詩
で
、
光
に
満
ち
た
明
る
い
景
と
友
を
思
う
嘆
き
と
が
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
、
謝
霊
運
の
文
学
観
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。

宋
代
以
後
の
詩
人
た
ち
は
、

文
学
の
盛
時
と
し
て
貌
の
建
安
詩
壇
に
憧
憶
を
抱
き
、
理
想
視
し
て
い
た
。
そ
の
建
安
詩
壇
の
規
範
性
を
、

謝
霊
運
は
「
良
辰
と
美
景
、
賞
、
心
と
楽
事
」
（
「
文
選
』
巻
三
十
、
「
貌
の
太
子
の
鄭
中
集
の
詩
に
擬
す
」
序
）
の
四
条
件
の
完
備
と
い
う
と

こ
ろ
に
認
め
て
い
た
。
こ
の
四
条
件
は
次
の
よ
う
に
簡
略
化
で
き
る
。

ヘ
良
辰
・
美
景
：
：
：
自
然H
四
季
折
々
の
美
し
い
《
景
》

f

賞
心
・
楽
事
：
：
：
人
事
リ
文
雅
の
心
を
同
じ
く
す
る
《
友
》

謝
霊
運
が
己
の
美
と
す
る
《
景
》
に
接
し
て
《
友
》
を
思
う
の
は
、
《
景
》
と
《
友
》
と
を
必
須
の
要
件
と
す
る
文
学
観
に
拠
る
の
で
あ
る
。

（
お
）

そ
の
時
の
《
友
》
と
は
、
《
景
》
を
賞
美
す
る
心
を
同
じ
く
す
る
詩
友
で
あ
る
。

小
川
環
樹
氏
に
拠
れ
ば
「
美
景
」
の
一
詰
の
「
旦
尽
」
の
原
義
は
、
「
日
や
月
の

『
外
光
』
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
物
の
明
る
さ
」
で
あ
り
、
謝

霊
運
の
時
代
で
は
、
「
美
景
」
は
美
し
い
な
が
め
の
義
で
あ
り
な
が
ら
「
う
ら
ら
か
な
日
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
識
は
決
し
て

(M
) 

失
わ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
」
と
い
う
。
実
際
に
前
掲
の
「
池
上
の
楼
に
登
る
」
の
景
は
春
の
陽
光
に
照
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

点
で
は
家
持
詠
も
同
様
で
あ
る
。

更
に
、

小
川
氏
は
「
良
辰
」

即
ち
節
目
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
家
持
詠

の
原
義
は
「
儀
式
・
祭
儀
を
お
こ
な
う
べ
き
日
」
、

の
詠
出
さ
れ
た
天
平
勝
宝
五
年
二
月
二
十
五
日
が
二
十
四
節
気
中
の
清
明
の
節
目
に
当
た
る
こ
と
は
、
橋
本
達
雄
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て

い
ヲ
令
。
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家
持
は
、
清
明
の
節
目
の
、
春
の
陽
ざ
し
に
照
ら
さ
れ
た
《
景
》
を
詠
ん
だ
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
ま
さ
し
く
「
良
辰
・
美
景
」
と
呼
ぶ
に

ふ
き
わ
し
い
《
景
》
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
符
合
は
、
当
該
歌
に
お
け
る
謝
霊
運
の
文
学
観
の
影
響
を
示
唆
す
る
。
越
中
時
代
の
家
持
が

（
却
）

か
つ
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
上
京
後
の

謝
霊
運
の
文
学
観
を
自
己
の
も
の
と
し
て
受
容
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、

家
持
詠
に
お
い
て
も
、
《
景
》
と
《
友
》
と
を
必
須
の
要
件
と
す
る
文
学
観
が
一
定
の
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
蓋
然
性
は
高
い
。

す
る
と
、

「
心
悲
し
も
独
り
し
思
へ
ば
」
と
い
う
《
情
》
は
、共
に
《
景
》
を
賞
美
す
る
べ
き
友
の
欠
落
に
対
す
る
悲
嘆
で
あ
る
と
一
応

は
捉
え
ら
れ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
越
中
時
代
の
家
持
が
越
前
に
転
出
し
た
池
主
に
贈
っ
た
歌
で
吐
露
し
た
《
情
》
と
同
質
の
も
の
と

見
る
こ
と
も
で
き
る
。

そ
の
意
味
で
、
高
野
正
美
氏
が
「
こ
の

（
幻
）

く
、
春
を
満
喫
し
え
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
」
と
す
る
見
方
は
首
肯
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

『
思
ふ
』は
遊
ぴ
を
誘
う
春
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
共
に
楽
し
む
仲
間
も
な

そ
れ
だ
け
で
は
や
は
り
《
景
》
《
情
》
の

関
係
性
が
判
然
と
し
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

ー
八
つ
峰
に
は

霞
た
な
び
き

谷
辺
に
は

椿
花
咲
き

春
し
過
ぐ
れ
ば

う
ら
悲
し

ほ
と
と
ぎ
す

い
や
し
き
鳴
き
ぬ

グ〉

み

聞
け
ば
き
ぶ
し
も
1

（
巻
十
九
・
四
一
七
七
）

越
中
時
代
に
家
持
が
池
主
に
贈
っ
た
右
の
歌
が
独
り
「
聞
く
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
当
該
歌
が
独
り
「
思
ふ
」
で
あ
る
こ
と
の
相
違
は
等

閑
視
で
き
な
い
。
《
景
》
に
接
し
て
「
聞
く
」
「
見
る
」
と
い
う
の
は
そ
れ
を
賞
美
し
よ
う
と
す
る
態
度
で
あ
る
。
し
か
る
に
「
思
ふ
」
は

《
景
》
に
対
す
る
態
度
と
は
言
い
が
た
い
。
当
該
歌
の
《
景
》
《
情
》
間
に
隔
絶
が
指
摘
さ
れ
る
所
以
は
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
交
友
の
文
学
に
お
け
る
「
友
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
改
め
て
考
察
し
て
み
た
い
。

謝
霊
運
の
山
水
詩
に
は
「
し
ば
し
ば
友
を
思
う
こ
と
が
歌
わ
れ
、

そ
の
友
が
誰
か
分
か
ら
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
、
友
が
誰
な
の
か
明
示
き

（
却
）

れ
な
い
こ
と
に
関
し
て
「
特
定
の
人
で
は
な
く
て
、
孤
独
の
寂
し
さ
を
訴
え
る
た
め
に
か
く
表
現
し
た
」
と
す
る
見
方
が
あ
る
。
謝
霊
運
が
(302) 



た
び
た
び
孤
独
感
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
左
遷
や
退
隠
に
よ
る
離
京
と
い
う
外
的
要
因
も
あ
ろ
う
が
、
よ
り
決
定
的
な
要
因

は
、
彼
の
希
求
し
た
の
が
、
単
な
る
知
己
で
は
な
く
、
彼
と
心
を
同
じ
く
し
て
山
水
を
賞
美
し
て
く
れ
る
「
賞
心
」の
友
だ
っ
た
か
ら
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

斯
波
六
郎
氏
に
拠
れ
ば
、
中
国
文
学
に
お
け
る
孤
独
の
自
覚
は
、
夙
に
『
左
伝
』
一
蓑
公
三
十
一
年
の
「
人
の
心
の
同
じ
か
ら
ざ
る
は
、
そ

の
語
に
ほ
の
見
え
る
と
い
う
。
し
か
る
に
、
交
友
の
文
学
で
は
「
心
」
が
「
同
じ
」
で
あ
る
こ
と
を
求
め
る
。
が
、
現
実
に

の
面
の
如
し
」

は
「
心
」
が
全
く
「
同
じ
」
で
あ
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
。
「
賞
心
」の
友
の
希
求
は
、
究
極
的
に
は
孤
独
の
自
覚
に
行
き
着
か
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
る
。

畢
寛
、
交
友
の
文
学
と
は
「
同
心
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
「
同
心
」
を
装
う
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

そ
れ
は
家
持
に
お
い

て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
天
平
勝
宝
二
年
に
家
持
が
池
主
に
贈
っ
た
歌
で
は
「
天
離
る

部
に
し
あ
れ
ば

そ
こ
こ
こ
も

同
じ
心
そ
」

十
九
・
四
一
八
九
）

と
、
「
同
心
」
で
あ
る
こ
と
が
敢
え
て
強
調
さ
れ
て
い
た
。
家
持
は
、
こ
の
同
心
の
友
を
「
思
ふ
ど
ち
」
と
表
現
し
て

い
る
。
蓋
し
心
を
同
じ
く
し
て
相
手
を
思
う
同
士
の
謂
で
あ
ろ
う
。

当
該
歌
の
場
合
、
「
う
ら
う
ら
に
照
れ
る
春
日
に
ひ
ば
り
上
が
り
」
と
い
う
「
良
辰
・
美
景
」
に
接
し
た
家
持
は
、そ
れ
を
心
を
同
じ
く

す
る
「
思
ふ
ど
ち
」
と
共
に
賞
美
す
る
こ
と
を
欲
し
た
。
だ
が
、
現
実
に
は
心
を
同
じ
く
す
る
者
な
ど
存
在
し
得
な
い
。
そ
の
こ
と
を
自
覚

し
、
「
思
ふ
ど
ち
」の
希
求
を
断
念
し
た
と
き
に
生
ま
れ
る
表
現
が
「
独
り
思
ふ
」
な
の
で
は
な
い
か
。

《
景
》
が
自
ら
の
心
に
叶
う
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
を
共
に
賞
美
す
る
「
思
ふ
ど
ち
」
に
は
心
を
同
じ
く
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
。
心
を
同
じ
く
す
る
こ
と
へ
の
希
求
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、
同
じ
心
で
「
思
ふ
」
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
と
い
う
孤
独
の
自
覚
に
至

り
つ
い
て
し
ま
う
。
自
ら
の
心
に
叶
う
美
景
に
対
し
て
「
思
ふ
ど
ち
」
と
の
賞
美
を
断
念
し
た
家
持
は
、
誰
と
も
「
思
ひ
」
を
共
有
で
き
な

(301) 
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し E

「
我
」
を
自
己
凝
視
し
、独
り
思
ふ
「
我
」
を
詠
ん
だ
。
そ
の
孤
愁
が
「
心
悲
し
も
独
り
し
思
へ
ば
」
と
い
う
《
情
》
の
内
実
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

《
景
》
が
美
し
け
れ
ば
美
し
い
ほ
ど
孤
愁
は
せ
つ
な
く
深
ま
り
、
《
景
》
が
明
る
け
れ
ば
明
る
い
ほ
ど
《
情
》
は
暗
く
繋
る
。
歌
表
現
の
上

で
隔
絶
し
て
い
る
会
る
と
《
情
》
と
が
、

そ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
よ
っ
て
互
い
に
他
を
際
立
た
せ
る
構
造
は
、
謝
詩
に
見
る
如
き
文
学
的

（
初
）

か
か
る
構
造
こ
そ
が
「
明
る
け
れ
ば
こ
そ
暗
い
」
と
評

交
友
の
観
念
を
基
底
に
据
え
て
見
る
こ
と
で
は
じ
め
て
明
ら
か
に
な
る
。

そ
し
て
、

さ
れ
る
表
現
性
を
生
み
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

結

「
心
悲
し
も
独
り
し
思
へ
ば
」
と
い
う
家
持
詠
の
《
情
》
は

思
ふ
こ
と
い
は
で
ぞ
た
ゾ
に
や
み
ぬ
べ
き
我
と
ひ
と
し
き
人
し
な
け
れ
ば

『
伊
勢
物
語
』
百
二
十
四
段

と
詠
ん
だ
男
の
諦
念
と
一
脈
通
う
も
の
が
あ
る
。

右
の
歌
に
つ
い
て
、
秋
山
鹿
氏
は
「
男
に
と
っ
て
歌
は
自
他
の
心
情
的
連
帯
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
よ
す
が
で
あ
る
と
と
も
に
、

一
方
で

は
そ
の
こ
と
の
断
念
を
自
覚
き
せ
ら
れ
る
は
か
な
い
営
み
で
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
」
と
述
べ
、
「
そ
の
諦
念
を
歌
に
う
た
い
あ
げ
る
こ
と

（
訂
）

や
は
り
歌
に
よ
り
す
が
る
ほ
か
生
き
ら
れ
ぬ
男
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
」
と
す
る
。

に
な
っ
た
の
は
、

友
と
「
思
ひ
」
を
共
有
す
る
こ
と
を
希
求
し
な
が
ら
断
念
せ
ざ
る
を
得
ず
、
左
注
に
「
懐
怖
の
意
、
歌
に
非
ず
し
て
は
援
ひ
難
き
の
み
」

と
記
し
て
歌
を
詠
む
家
持
の
意
識
も
、
そ
の
あ
た
り
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、

『
伊
勢
物
語
』
の
歌
が
諦
観
的
述
懐
に
終
始
す
る
の
に
対
し
て
、
家
持
詠
の
孤
愁
は
《
景
》
に
接
し
て
表
出
さ
れ
、
《
景
》
と
の
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コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
よ
っ
て
美
し
く
努
る
。
《
景
》
と
孤
愁
と
が
同
じ
比
重
を
も
っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。そ
こ
に
、
《
景
》
と
《
友
》

(299) 

と
を
同
時
に
希
求
す
る
文
学
的
交
友
観
に
基
づ
く
、
当
該
歌
の
孤
愁
の
特
徴
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

、
浬

(1 

中
西
進
氏
「
『
絶
唱
三
首
』
の
誤
り
」
（
「
万
葉
の
時
代
と
風
土
』
昭
和
五
五
年
四
月
）
、
伊
藤
益
氏
「
非
在
の
構
図l

『
万
葉
集
』
巻
十
九
、

四
二
九
二
の
論
｜
」
（
「
淑
徳
大
学
研
究
紀
要
」
二
八
、
平
成
六
年
三
月
）
、
高
野
正
美
氏
「
『
春
』
へ
の
愛
惜

l

家
持
の
表
現
3

｜
」
（
「
美
夫

君
志
」
五
二
、
平
成
八
年
三
月
）
な
ど
。

そ
の
経
緯
は
青
木
生
子
氏
「
家
持
の
歌
の
評
価
｜
春
愁
三
首
を
め
ぐ
っ
て
｜
」
（
「
上
代
文
学
」
七
三
、
平
成
六
年
一
一
月
）
に
詳
し
い
。

鈴
木
日
出
男
氏
「
万
葉
和
歌
の
心
物
対
応
構
造
」
（
『
古
代
和
歌
史
論
』
平
成
二
年
一O
月
）
、
三
浦
佑
之
氏
「
表
現
を
探
る
」
（
「
セ
ミ
ナ
ー

古
代
文
学
」
旬
、
昭
和
六
一
年
七
月
）
、
多
国
一
臣
氏
『
大
伴
家
持
｜
古
代
和
歌
表
現
の
基
層
』
（
平
成
六
年
三
月
）
な
ど
。

《
景
》
《
情
》
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
野
田
浩
子
氏
「
非
類
の
〈
景
〉
l

四
二
九
二
番
歌
〈
読
み
〉
の
試
み
｜
」
（
『
万
葉
集
の
叙
景

と
自
然
』
平
成
七
年
七
月
）
に
用
例
を
挙
げ
て
の
詳
細
な
分
析
が
示
さ
れ
て
い
る
。

伊
藤
博
氏
「
家
持
の
文
芸
観
」
（
『
万
葉
集
の
表
現
と
方
法
下
』
昭
和
五
一
年
一
O
月
）

注
（4
）
野
田
氏
論
文
、
注
（3
）
多
田
氏
前
掲
書
な
ど
は
、
左
注
「
春
日
遅
々
」
は
暮
れ
が
た
き
の
表
現
で
あ
り
、
歌
の
「
春
日
」
は
春
の
陽

光
を
指
す
こ
と
か
ら
厳
密
に
は
対
応
し
な
い
と
見
る
が
、
直
訳
な
ら
ぬ
ゆ
る
や
か
な
対
応
と
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

注
（1
）
伊
藤
益
氏
論
文

巻
二
十
・
四
四
三
三
、
四
四
三
四
番
歌

『
代
匠
記
』
以
来
、
諸
氏
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

森
朝
男
氏
「
和
歌
的
情
調
の
〈
読
み
〉
へ
」
（
「
セ
ミ
ナ
ー
古
代
文
学
」
目
、
昭
和
六
一
年
七
月
）

注
（5
）
伊
藤
氏
論
文

川
口
常
孝
氏
「
家
持
覚
書
」
（
『
万
葉
歌
人
の
美
学
と
構
造
』
昭
和
四
八
年
五
月
）
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芳
賀
紀
雄
氏
「
家
持
の
春
愁
の
歌
ー
そ
の
表
現
を
め
ぐ
っ
て
｜
」
（
『
万
葉
の
風
土
・
文
学
』
平
成
七
年
六
月
）
、
辰
巳
正
明
氏
「
悲
歌
｜
家

持
の
春
の
心
」
（
「
万
葉
集
と
比
較
詩
学
』
平
成
九
年
四
月
）
な
ど
。

注
（3
）
三
浦
氏
論
文

鈴
木
武
晴
氏
「
大
伴
家
持
絶
唱
三
首
」
（
「
都
留
文
科
大
学
大
学
院
紀
要
」
三
、
平
成
一
一
年
三
月
）

注
（
日
）
芳
賀
氏
論
文

「
引
用
の
意
識
｜
大
伴
家
持
に
お
け
る
和
歌
と
漢
籍
｜
」
（
『
万
葉
と
海
彼
』
平
成
二
年
四
月
）

中
西
進
氏
『
万
葉
の
詩
と
詩
人
（
新
装
版
）
』
（
平
成
七
年
一O
月
）
、
呉
哲
男
氏
「
家
持
と
四
季
L
（
『
古
代
文
学
講
座2

平
成
五
年
四
月
）
な
ど
に
指
摘
が
あ
る
。

小
尾
郊
一
氏
『
中
国
文
学
に
現
わ
れ
た
自
然
と
自
然
観
』
（
昭
和
三
七
年
一
一
月
）

注
（
日
）
小
尾
氏
前
掲
書

小
尾
郊
一
氏
「
謝
霊
運
｜
孤
独
の
山
水
詩
人
』
（
昭
和
五
八
年
九
月
）

注
（
印
）
小
尾
氏
前
掲
書

拙
稿
「
家
持
の
〈
交
友
歌
〉
」
（
「
古
代
文
学
」
三
一
七
、
平
成
一
O
年
三
月
）

小
川
環
樹
氏
「
中
国
の
文
学
に
お
け
る
風
景
の
意
義
」
（
『
小
川
環
樹
著
作
集
第
一
巻
』
平
成
九
年
一
月
）

「
大
伴
家
持
と
二
十
四
節
気L
（
「
万
葉
集
の
作
品
と
歌
風
』
平
成
三
年
二
月
）

拙
稿
「
家
持
・
池
、
王
の
交
友
観
」
（
「
古
代
文
学
」
三
二
、
平
成
五
年
三
月
）
、
注
（
お
）
拙
稿
。

注
（1
）
高
野
氏
論
文

注
（
印
）
小
尾
氏
前
掲
童
日

『
中
国
文
学
に
お
け
る
孤
独
感
』
（
平
成
二
年
九
月
）

五
味
智
英
氏
『
増
補
古
代
和
歌
』
（
昭
和
六
二
年
三
月
）

『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
口
竹
取
物
語
伊
勢
物
語
』
（
平
成
九
年
一
月
）
脚
注

13 （
比
）

（
日
）

（
日
）

（
口
）

（
日
）

（
日
）

（
却
）

（
幻
）

（
幻
）

（
お
）

(M
) 

（
お
）

（
お
）

（
幻
）

（
お
）

(

mU
) 

（
初
）

（
訂
）

自
然
と
技
術
』

(298) 


