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百
年
、
畢
克
、
こ
れ
行
旅

ー
ー
桐
生
の
詩
人
・
佐
羽
淡
斎
の
「
総
宜
楼
」
詩
碑
を
め
ぐ
っ
て

新
谷

雅
樹

武
州
金
沢
八
景
が
雅
遊
の
地
で
な
く
な
っ
て
か
ら
、
す
で
に
久
し
い
。
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昔
か
ら
金
沢
八
景
の
眺
望
は
、
能
見
堂
か
ら
眺
め
る
の
が
一
番
だ
と
さ
れ
て
い
た
。
『
新
編
鎌
倉
士
山
』
巻
之
八
に
い
う
、
「
能
見
堂
は
、
称
名

寺
の
西
北
の
山
上
に
あ
り
。
里
俗
は
の
っ
け
ん
堂
と
云
。
昔
し
、
画
工
巨
勢
金
岡
、
此
所
の
美
景
を
写
さ
ん
と
し
て
、
あ
き
れ
て
、

の
つ
け

に
そ
り
た
る
故
に
、
の
っ
け
ん
堂
と
云
ふ
な
り
」
と
。
あ
の
宮
廷
画
師
の
金
岡
で
さ
え
、
写
生
の
筆
を
つ
い
取
り
落
と
し
、
た
だ
絶
倒
す
る

ば
か
り
で
、
彩
管
の
神
変
を
ふ
る
う
余
地
も
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
俗
伝
に
す
ぎ
ま
い
が
、ユ
ー
モ
ラ
ス
で
あ

る
。
昔
の
人
は
酒
落
に
も
平
安
朝
の
画
師
を
引
き
合
い
に
出
す
。
奥
ゆ
か
し
い
風
儀
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
そ
れ
も
大
昔
の
こ
と
で
あ
っ

て
、
詩
に
も
作
ら
れ
、
歌
に
も
詠
ま
れ
た
八
景
の
眺
望
絶
住
は
、
商
業
ピ
ル
や
ら
マ
ン
シ
ョ
ン
ゃ
ら
に
邪
魔
さ
れ
て
、

い
ま
や
見
る
影
も
な

し 3
0 
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言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
金
沢
八
景
は
中
国
の
濡
湘
八
景
に
ち
な
む
。
元
禄
の
頃
、
東
皐
心
越
禅
師
(
明
の
渡
来
僧
)
が
能
見
堂
に
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笥
を
と
ど
め
た
お
り
に
、
眼
下
に
広
が
る
風
光
明
掘
に
打
た
れ
て
、
八
勝
の
準
擬
を
為
す
と
と
も
に
八
詠
を
賦
し
た
。
い
わ
く
、
「
洲
崎
晴

嵐
」
「
瀬
戸
秋
月
」
「
小
泉
夜
雨
」
「
乙
艦
帰
帆
」
「
称
名
晩
鐘
」
「
平
潟
落
雁
」
「
内
川
暮
雪
」
「
野
島
タ
照
」
と
。
こ
の
準
擬
・
八
詠
に
よ
っ

て
、
わ
が
金
沢
八
景
の
勝
目
は
ほ
と
ん
ど
不
動
の
も
の
と
な
っ
て
、
今
日
ま
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
。

さ
ら
に
、
こ
れ
と
軌
を
一
に
し
て
京
極
無
生
居
士
が
、
禅
師
の
入
詠
と
対
に
な
る
よ
う
に
し
て
八
首
の
歌
を
添
え
た
。
こ
う
す
れ
ば
、
「
漢
」

の
八
詠
と
「
和
」
の
八
首
を
、
左
右
に
見
な
が
ら
吟
唱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
い
わ
ば
「
漢
和
朗
詠
」
の
様
式
が
、
八
景
探
勝
に
訪
れ

た
詩
人
・
歌
人
の
文
雅
の
晴
好
に
か
な
っ
て
、
八
つ
の
勝
目
を
さ
ら
に
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
に
し
た
。

こ
の
両
様
の
詩
歌
は
感
吟
に
値
す
る
も
の
と
し
て
後
世
に
伝
え
ら
れ
た
。
「
金
沢
八
景
案
内
子
』
『
金
沢
八
景
詩
歌
案
内
子
」
と
い
っ
た
小

-22-

冊
子
が
能
見
堂
か
ら
繰
り
か
え
し
発
行
さ
れ
、
吟
杖
を
ひ
い
て
訪
れ
た
詩
人
や
歌
人
の
枝
折
と
な
っ
た
。
そ
し
て
江
戸
の
後
期
に
な
る
と
、

『
江
戸
名
所
図
会
』
に
も
禅
師
の
八
詠
が
収
録
さ
れ
て
、
「
名
所
と
し
て
」
の
八
景
の
値
打
ち
を
い
っ
そ
う
高
め
た
。

江
戸
後
期
の
特
徴
の
一
つ
は
、
上
下
一
般
に
行
楽
が
好
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
四
季
折
々
に
各
所
の
郊
外
に
出
遊
し
て
は
、
花
に

酔
い
月
に
眠
っ
て
一
両
日
の
歓
を
つ
く
す
、
と
い
う
の
が
一
般
的
風
潮
だ
っ
た
。
漢
詩
で
は
、
こ
れ
を
「
郊
行
」
と
も
い
い
、
「
郊
遊
」
と
も

い
い
、
「
出
郊
」
と
も
い
う
。
田
中
道
雄
氏
の
「
郊
行
散
策
の
流
行
」
に
よ
る
と
、
江
戸
後
期
に
「
郊
行
漢
詩
」
の
盛
行
が
見
ら
れ
た
と
い

う
。
例
え
ば
『
剣
南
詩
稿
」
(
陸
瀧
)
や
『
石
湖
詩
集
』
(
沼
成
大
)
な
ど
に
、

い
う
と
こ
ろ
の
「
郊
行
漢
詩
」
を
し
ば
し
ば
見
か
け
る
。
文

化
文
政
期
の
漢
詩
人
は
、
南
宋
三
大
家
の
陸
按
・
沼
成
大
・
楊
万
里
の
詩
を
こ
と
の
ほ
か
重
ん
じ
た
か
ら
、
こ
の
流
行
に
は
三
大
家
の
影
響

が
強
く
働
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ち
ょ
う
ど
唐
詩
に
か
わ
っ
て
宋
詩
が
鼓
吹
さ
れ
て
い
た
時
期
で
、
と
り
わ
け
沼
成
大
の
『
四
時
田

園
雑
興
』
六
十
首
は
広
く
読
ま
れ
て
、
江
戸
の
文
人
墨
客
た
ち
の
田
園
に
対
す
る
憧
憶
を
か
き
た
て
た
。
ゴ
ミ
ゴ
ミ
し
た
市
井
小
巷
を
飛
ぴ



だ
し
て
、
吟
行
に
励
む
と
い
う
実
践
が
重
ん
じ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
あ
る
い
は
陸
瀞
の
「
村
村
皆
画
本
、
処
処
有
詩
材
」
(
舟
中
作
)
と
い

う
詩
句
に
触
発
さ
れ
た
結
果
だ
と
言
っ
て
も
い
い
。

元
禄
の
昔
、
明
の
渡
来
僧
に
よ
っ
て
明
確
に
発
見
さ
れ
た
景
勝
の
地
は
、
化
政
期
以
後
に
な
る
と
、
江
戸
の
人
々
の
恰
好
な
郊
遊
の
地
と

な
る
。
金
沢
は
江
戸
か
ら
比
較
的
近
く
、
保
土
ヶ
谷
宿
で
一
泊
す
れ
ば
難
儀
な
く
ゆ
け
る
。
馬
や
駕
龍
に
頼
る
な
ど
、
吟
行
に
お
い
て
は
論

外
で
あ
る
。
徒
歩
で
品
川
を
発
つ
や
、
美
し
い
田
園
の
風
景
が
開
け
て
、
身
に
染
み
つ
い
た
都
塵
も
、

し
て
「
自
ら
の
足
に
よ
る
歩
行
の
喜
び
」
が
、
我
と
我
が
身
を
も
っ
て
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

み
る
み
る
清
め
ら
れ
て
い
く
。
こ
う

お
そ
ら
く
文
化
年
三
年
以
前
の
こ
と
だ
ろ
う
、
瀬
戸
橋
の
近
辺
に
「
東
屋
」
と
い
う
旅
亭
が
店
を
構
え
た
。
そ
う
推
定
で
き
る
根
拠
は
後

四

に
示
す
こ
と
に
し
て
、
そ
の
前
に
前
田
元
重
氏
の
研
究
を
把
握
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
享
保
十
六
年
版
の
「
八
景
安
見
図
」
で
は
、
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「
東
屋
」
は
ま
だ
描
か
れ
て
は
い
な
い
が
、
文
政
十
年
版
の
「
武
州
金
沢
榔
筆
山
地
蔵
院
能
見
堂
八
景
之
画
図
」
か
ら
、
「
秋
月
」
「
千
代
本
」

と
と
も
に
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
以
後
の
版
に
は
必
ず
載
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
念
の
た
め
言
い
そ
え
る
と
、
秋
月
も
千
代
本
(
現

存
)
も
、
瀬
戸
橋
の
近
く
に
開
店
し
た
同
業
で
あ
る
。

そ
う
い
え
ば
、
江
戸
の
国
学
者
・
小
山
田
与
清
も
こ
こ
に
泊
ま
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
与
清
の
『
擁
書
楼
日
記
』の
文
政
二
年
五
月
二
十
五

日
に
以
下
の
記
述
が
あ
る
。
「
金
沢
な
る
東
屋
と
い
ふ
旅
宿
を
出
て
瀬
戸
を
渡
り
、
濃
見
堂
に
の
ぼ
る
、
こ
、
も
と
よ
り
は
、
金
沢
八
景
よ
く

見
わ
た
せ
た
り
」
与
清
は
蔵
書
五
万
巻
を
ほ
こ
る
碩
学
で
、
加
え
て
江
戸
の
豪
商
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
「
旅
宿
」
と
は
い
え
、
普
請
と
い
い
接
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待
と
い
い
評
判
と
い
い
、
江
戸
の
富
商
が
泊
ま
る
に
ふ
さ
わ
し
い
料
亭
旅
館
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。



こ
と
に
す
る
が
、

い
ま
言
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
お
そ
ら
く
文
政
十
年
ま
で
に
は
、
秋
月
も
千
代
本
も
参
入
し
て
旅
館
経
営

(283) 

い
や
、
実
を
い
え
ば
、
東
屋
の
存
在
は
す
で
に
江
戸
の
文
人
雅
客
た
ち
の
間
で
相
当
に
知
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
後
で
述
べ
る

を
し
な
け
れ
ば
手
に
負
え
な
い
ほ
ど
、
諸
方
か
ら
の
客
が
急
増
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
き
お
い
旅
館
ど
う
し
の
競
争
が
始
ま
る
。
つ

ま
り
「
名
所
」
の
大
衆
化
が
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
証
拠
に
、
後
の
「
金
沢
八
景
略
図
」
(
木
版
色
刷
)の
類
い
を
の
ぞ
い

て
見
る
と
、
だ
い
た
い
三
軒
の
旅
亭
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
る
で
旅
館
早
見
図
の
よ
う
に
、
こ
れ
が
東
屋
、
こ
れ
が
秋
月
、
こ
れ
が
千
代
本

と
い
、
つ
ふ
、
つ
に
、
一
目
で
見
分
け
ら
れ
る
形
で
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
衆
受
け
す
る
の
も
道
理
だ
ろ
う
。

東
屋
は
も
ち
ろ
ん
、
千
代
本
も
秋
月
も
場
所
ど
り
が
素
晴
ら
し
い
。
「
瀬
戸
秋
月
」
の
勝
目
で
有
名
な
臨
海
の
一
番
い
い
と
こ
ろ
に
出
店

し
て
い
た
の
で
、
当
然
、
商
売
は
繁
盛
を
極
め
た
だ
ろ
う
。
お
し
な
べ
て
化
政
期
は
天
下
泰
平
の
閑
暇
を
持
て
余
し
た
結
構
な
御
時
世
で
あ

る
。
太
平
を
歌
唱
し
、
山
水
を
吟
詠
す
る
幽
人
韻
士
は
い
く
ら
で
も
い
た
。
こ
れ
に
狂
歌
師
・
俳
話
師
の
類
い
ま
で
加
え
た
ら
、
も
う
佃
煮
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に
す
る
ほ
ど
い
た
。
そ
う
い
う
風
流
人
が
ど
っ
と
押
し
か
け
た
の
で
あ
る
。

も
と
も
と
心
越
禅
師
と
無
生
居
士
の
お
墨
付
き
の
名
勝
で
あ
る
う
え
に
、
八
景
の
山
環
水
聯
の
景
観
は
江
戸
で
は
拝
め
な
い
も
の
で
あ
る
。

実
地
に
こ
れ
を
望
め
ば
、
山
の
木
々
が
光
彩
に
輝
き
、
海
の
波
音
が
歓
喜
を
歌
う
。
こ
れ
は
も
う
肺
蹄
に
吸
い
こ
む
し
か
な
い
。
と
た
ち
ま

ち
、
詩
意
画
情
が
胸
臆
に
あ
ふ
れ
た
に
違
い
な
い
。
画
家
・
鏑
木
清
方
の
随
筆
「
金
沢
八
景
」
を
読
む
と
、
東
屋
に
は
大
窪
詩
仏
の
肩
額
、

亀
田
鵬
斎
・
酒
井
抱
一
・
谷
文
晃
の
墨
蹟
が
残
っ
て
い
た
と
い
う
。
四
人
は
い
ず
れ
も
当
代
一
流
の
文
人
墨
客
た
ち
で
、
八
景
探
勝
に
訪
れ

た
四
人
の
ご
最
買
に
あ
ず
か
る
ほ
ど
東
屋
は
名
旅
館
だ
っ
た
ら
し
い
。

そ
れ
に
し
て
も
他
店
を
押
さ
え
て
、
東
屋
が
一
頭
地
を
ぬ
い
て
評
判
を
と
っ
た
の
は
な
ぜ
か
?

五

第
一
に
、
こ
こ
の
店
構
え
で
あ
る
。
こ
れ
は
幸
い
、
『
江
戸
名
所
図
会
』
に
つ
い
て
見
れ
ば
分
か
る
。
『
図
会
」
巻
之
二
「
天
謙
之
部
」
所



載
の
挿
絵
「
瀬
戸
橋
」
「
其
二

旅
亭
東
屋
」
こ
そ
、
当
の
東
屋
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
絵
師
・
長
谷
川
雪
旦
が
二
枚
続
き
で
そ
の
盛
況
ぶ
り
を

描
い
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
宴
会
場
あ
り
、
二
階
建
て
の
母
屋
あ
り
、
離
れ
あ
り
で
、
お
り
し
も
宴
会
場
で
は
酒
宴
が
催
さ
れ
て
い
る
。
酒

肴
は
大
皿
に
盛
ら
れ
た
鯛
の
活
き
造
り
|
|
八
景
探
勝
に
は
、
こ
の
よ
う
に
口
福
の
快
楽
を
満
喫
す
る
と
い
う
面
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
に
加
え
て
、
画
面
の
上
下
に
も
や
も
や
と
雲
が
棚
引
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
こ
こ
が
仙
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
ひ

と
口
に
風
流
韻
事
と
い
う
が
、
こ
れ
に
は
玩
山
遊
水
や
詩
酒
徴
逐
は
も
ち
ろ
ん
、
男
女
交
歓
も
含
ま
れ
て
い
る
。
し
て
み
る
と
、
そ
ろ
そ
ろ

旅
亭
東
屋
の
正
体
が
見
え
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
(
『
図
会
』
は
天
保
年
間
刊
。
東
屋
は
文
化
年
間
よ
り
も
、
商
売
の
規
模
を
拡
大
し
て
い
た

か
も
し
れ
な
い
)

第
二
は
、
こ
こ
か
ら
の
眺
望
の
素
晴
ら
し
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
幸
い
、
絵
が
残
さ
れ
て
い
る
。
歌
川
広
重
の
『
武
相
名
所
旅
絵
日

七記
」
で
あ
る
。
嘉
永
四
年
の
夏
、
広
重
は
井
上
文
雄
(
国
学
者
)
・
武
谷
機
子
(
武
家
の
妻
)
、
そ
れ
に
氏
名
不
詳
の
女
を
と
も
な
っ
て
、
江

戸
・
箱
根
間
の
周
遊
の
旅
に
の
ぼ
っ
た
。
そ
の
と
き
名
所
名
所
を
訪
れ
て
写
生
し
た
画
稿
を
集
め
た
も
の
が
、
こ
の
「
旅
絵
日
記
」
で
、
そ
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の
第
十
一
景
が
ほ
か
で
も
な
い
、
「
旅
亭
東
屋
よ
り
眺
望
」
と
い
う
絵
で
あ
る
。
見
聞
き
二
枚
の
画
(
一
一
一
二
・
二
×
五
八
・
四
セ
ン
チ
)

で
あ
る

が
、
そ
の
布
局
色
彩
の
妙
、
感
嘆
の
ほ
か
な
い
。
ま
ず
目
に
飛
び
こ
ん
で
く
る
の
が
平
潟
湾
の
眺
望
で
、
つ
ぎ
に
目
が
い
く
の
が
開
け
っ
。
ひ

ろ
げ
な
二
階
の
座
敷
に
い
る
、
男
女
二
人
で
あ
る
。
こ
の
浮
き
立
つ
よ
う
な
開
放
感

l
l

女
(
機
子
)
は
海
に
張
り
出
し
た
縁
の
欄
干
に
も

た
れ
た
ま
ま
絶
景
に
見
と
れ
て
い
る
。
そ
の
後
ろ
に
た
た
ず
ん
だ
男
(
広
重
)
は
画
筆
・
画
帖
を
手
に
し
て
ス
ケ
ッ
チ
に
余
念
が
な
い
。
二

性
に
よ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
?

人
の
目
路
に
控
え
て
い
る
山
明
水
娼
の
自
然
は
、
お
っ
と
り
と
寛
容
に
見
え
る
。
こ
の
嬉
戯
感
は
何
だ
ろ
う
?

そ
れ
と
も
広
重
自
身
が
い
う
「
戯
筆
」
の
お
手
柄
だ
ろ
う
か
?

金
沢
八
景
本
来
の
山
情
水

い
ず
れ
に
し
ろ
、
東
屋
の
客
は
二
階

の
座
敷
に
あ
が
り
さ
え
す
れ
ば
、
八
景
の
展
望
を
我
が
双
眼
に
お
さ
め
て
、
心
ゆ
く
ま
で
堪
能
す
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
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そ
し
て
第
三
は
、
前
出
の
大
窪
詩
仏
書
の
扇
額
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
う
一
度
、
『
江
戸
名
所
図
会
』の
「
旅
亭
東
屋
」
の
挿
絵
に
も
ど
る
と
、
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宿
の
入
り
口
の
門
柱
に
「
東
屋
」
と
い
う
看
板
が
掛
け
ら
れ
、
母
屋
の
二
階
の
軒
下
に
「
四
時
総
宣
之
楼
」
と
い
う
扇
額
が
掲
げ
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
東
屋
は
、
安
政
五
年
の
瀬
戸
大
火
の
際
、
類
焼
を
被
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
、
火
の
つ
き
や
す
い
木
材
な
ど
、
と
う
の
昔
に
烏

有
に
帰
し
て
し
ま
っ
た
、
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
清
方
が
い
う
「
詩
仏
の
扇
額
」
な
ど
が
、
残
っ
て
い
る
は
ず
が
な
い
と
思
っ
た

わ
け
で
あ
る
。
(
東
屋
は
大
火
後
、
近
所
の
洲
崎
に
所
を
替
え
て
営
業
し
て
い
た
。
し
か
し
昭
和
三
十
年
に
廃
業
。
今
は
跡
地
に
第
一
生
命
横

浜
金
沢
ピ
ル
が
建
っ
て
い
る
)

と
こ
ろ
が
、
そ
の
実
物
が
神
奈
川
県
立
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
偶
然
、
こ
れ
を
知
っ
て
、
早
速
、
同
館
に
赴
き
、

一
覧
を
願
い
出
た
。
や
や
あ
っ
て
運
び
出
さ
れ
た
実
物
は
、
長
く
お
蔵
入
り
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
、
厳
重
に
梱
包
さ
れ
て
い
る
。
包
み
が
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解
か
れ
る
と
、
時
代
の
つ
い
た
屑
額
が
現
わ
れ
た
。
見
る
と
、
「
四
時
総
宜
之
楼
」
と
彫
り
こ
ん
で
あ
る
。
自
題
に
は
「
文
化
丙
寅
春
与
/
緑

陰
米
庵
竹
庵
/
同
宿
此
楼
図
書
/
而
与
之
/
詩
仏
居
士
口
(
落
款
「
行
/
天
民
」
陰
文
方
印
)
」
(
詩
仏
は
名
は
行
、
字
は
天
民
)
と
あ
る
。

文
化
三
年
の
春
、
大
窪
詩
仏
は
山
本
緑
陰
・
市
河
米
庵
・
福
田
竹
庵
と
と
も
に
、
こ
の
楼
に
遊
ん
だ
の
で
、
こ
れ
を
縁
に
自
分
の
書
を
贈
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
二
百
余
年
も
の
時
を
し
の
い
で
、
よ
く
ぞ
残
っ
た
も
の
だ
と
陸
自
さ
せ
ら
れ
た
。

詩
仏
は
当
時
屈
指
の
有
名
詩
人
。
緑
陰
は
山
本
北
山
(
儒
者
)
の
子
で
、
家
の
学
を
継
い
だ
。
米
庵
は
市
河
寛
斎
の
子
で
、
書
家
と
し
て

有
名
で
あ
る
。
竹
庵
は
国
学
者
で
あ
る
が
、
漢
詩
も
よ
く
し
た
と
い
う
。
お
そ
ら
く
同
年
の
一
月
か
二
月
か
に
、
四
人
は
連
れ
立
っ
て
「
春

郊
」
を
試
み
、
八
景
探
勝
に
地
の
利
を
得
た
東
屋
に
泊
ま
っ
て
、
酒
聞
に
韻
を
闘
わ
せ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
際
、
詩
仏
が
|
|
「
東
屋
」
で

は
い
か
に
も
和
臭
が
し
て
詩
に
な
ら
な
い
の
で
|
|
唐
め
い
た
「
総
宜
楼
」
と
い
う
雅
称
を
思
い
つ
い
た
の
で
は
な
い
か
?

「
四
時
総
宜

之
楼
」
と
は
春
夏
秋
冬
い
ず
れ
の
季
節
で
も
結
構
な
旅
館
だ
と
い
う
こ
こ
ろ
で
、
裏
に
「
四
時
行
楽
せ
よ
」
と
い
う
意
を
含
む
。
概
し
て
こ



う
い
う
即
興
的
発
想
に
詩
仏
の
才
気
が
ひ
ら
め
く
が
、
こ
れ
は
素
晴
ら
し
い
思
い
つ
き
だ
っ
た
。
第
一
に
、
文
人
趣
味
が
流
行
し
て
い
た
当

時
、
詩
仏
の
題
額
を
頂
戴
し
た
と
な
れ
ば
、
東
屋
に
箔
が
つ
く
し
、
第
二
に
、
「
四
時
総
宜
之
楼
」
の
扇
額
を
掲
げ
れ
ば
、
遠
来
の
行
楽
客

た
ち
の
目
に
留
ま
っ
て
、
客
寄
せ
に
も
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
絵
師
・
雪
旦
も
こ
の
扇
額
を
無
視
で
き
ず
、
挿
絵
に
描
き
こ
ん
だ
わ
け
で
あ

る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
文
化
三
年
以
後
、
東
屋
自
身
も
「
総
宜
楼
」
と
称
す
る
よ
う
に
な
り
、
江
戸
の
文
人
墨
客
も
「
総
宜
楼
」
あ
る
い
は

「
総
宜
亭
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
扇
額
が
与
え
た
影
響
を
軽
く
見
て
は
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
四
人
は
み
な
「
清
新
性
霊
」
の
詩
を
作
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
清
新
性
霊
説
」
は
緑
陰
の
父
・
北
山
が
先

頭
を
切
っ
て
唱
え
た
説
で
、
当
時
の
詩
人
た
ち
に
強
い
感
化
を
及
ぼ
し
た
詩
論
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
前
時
代
(
荻
生
但
保
・
服
部
南
郭

の
、
た
だ
唐
詩
を
ま
ね
る
だ
け
で
現
実
味
の
な
い
詩
を
排
撃
し
て
、
自
分
の
真
情
を
詩
に
詠
え
、
と
い
う
主
張
だ
っ
た
。
こ
れ
が
強

な
ど
)
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烈
な
反
古
典
主
義
を
標
梼
す
る
詩
説
で
あ
っ
た
た
め
、
ま
ず
江
戸
の
市
河
寛
斎
と
そ
の
門
下
(
大
窪
詩
仏
・
菊
池
五
山
・
柏
木
如
亭
な
ど
)

が
実
作
し
て
み
せ
た
。
そ
れ
が
江
都
の
詩
壇
に
迎
え
ら
れ
、
や
が
て
江
戸
ば
か
り
で
な
く
、
地
方
の
詩
壇
に
ま
で
伝
わ
っ
た
最
新
の
詩
説
で

あ
っ
た
。

早
い
話
が
、
右
の
四
人
は
い
ず
れ
も
新
時
代
の
申
し
子
な
の
で
あ
る
。
そ
の
四
人
が
打
ち
そ
ろ
っ
て
総
宜
楼
に
つ
ど
い
、
新
し
い
詩
を
作

り
合
っ
た
と
す
れ
ば
、
江
戸
の
翰
墨
界
に
評
判
が
立
た
な
い
わ
け
が
な
い
。
鏑
木
清
方
が
見
た
と
い
う
鵬
斎
・
抱
一
・
文
晃
な
ど
の
書
画
が
、

総
宜
楼
に
残
さ
れ
た
ゆ
え
ん
だ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
東
屋
な
る
旅
亭
か
ら
し
て
「
文
化
三
年
以
前
」
に
で
き
た
新
時
代
の
産
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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話
題
を
変
え
よ
う
。

文
化
三
年
三
月
四
日
、
江
戸
は
大
火
に
見
舞
わ
れ
た
。
詩
仏
も
焼
け
出
さ
れ
て
、
仮
住
ま
い
の
窮
屈
に
音
を
上
げ
た
。
そ
こ
で
再
起
を
は

か
る
た
め
、
友
人
の
釧
雲
泉
(
画
家
)
と
と
も
に
遊
歴
の
旅
に
出
た
。
言
、
つ
ま
で
も
な
い
、
潤
筆
料
稼
ぎ
が
目
的
で
あ
る
。
同
年
四
月
の
こ

と
で
、
吟
詠
も
即
吟
な
ら
行
動
も
即
行
、
な
に
し
ろ
事
を
運
ぶ
に
敏
で
あ
る
。

一
般
に
化
政
期
の
特
徴
は
、
中
央
と
地
方
を
結
ぶ
交
通
が
四
通
八
達
し
、
人
の
往
来
が
頻
繁
に
な
る
と
と
も
に
、
文
化
(
詩
書
画
・
俳

諾
・
囲
碁
・
前
…
茶
・
古
琴
・
家
刻
な
ど
)の
流
通
が
盛
ん
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
央
の
然
る
べ
き
人
が
田
舎
く
ん
だ
り
ま
で
出
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向
い
て
、
詩
酒
会
・
書
画
会
・
俳
話
興
行
な
ど
を
開
く
の
は
、
な
に
も
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
一
代
の
詩
宗
・
大
窪
詩
仏

一
O

な
ど
は
、
地
方
に
出
か
け
て
は
大
儲
け
し
た
文
人
で
あ
る
。
そ
の
人
気
た
る
や
方
々
で
絶
大
で
あ
っ
た
。
お
か
げ
で
同
じ
年
の
秋
、
帰
府
が

か
な
っ
て
神
田
お
玉
が
池
に
新
居
(
詩
聖
堂
)
を
築
い
た
。
素
早
い
復
興
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
新
居
落
成
後
だ
ろ
う
、
桐
生
の
詩
人
・
佐
羽
淡
斎
が
詩
仏
ら
と
と
も
に
、
金
沢
八
景
に
遊
び
、
総
宜
楼
に
投
宿
し
て
い
る
。
い

よ
い
よ
淡
斎
の
登
場
で
あ
る
が
、
そ
の
人
物
事
蹟
は
し
ば
ら
く
お
い
て
、
ま
ず
こ
の
と
き
の
作
と
思
わ
れ
る
詩
二
首
を
引
用
し
よ
う
(
と
も

に
後
述
す
る
『
淡
斎
百
律
』
所
収
)
。

金
沢
道
中

「
経
過
窃
宛
又
崎
眠
、
野
趣
村
情
無
処
無
、
能
見
堂
中
煮
香
菌
、
総
宜
楼
上
研
鮮
艦
、
風
流
畢
寛
為
何
物
、
好
事
応
須
属
我
徒
、
頼
是
同

遊
有
工
画
、
粛
閑
写
得
六
賢
図
」
(
本
詩
で
は
「
総
宜
楼
」
に
作
る
)



金
沢
総
宜
亭

「
銀
鰭
紅
蟹
眼
偏
明
、
況
有
村
酷
香
味
清
、
坐
客
祥
来
鯨
海
飲
、
傍
人
扶
得
玉
山
傾
、
蒙
繋
眠
自
醇
時
熟
、
冷
淡
詩
於
醒
後
成
、
不
識
双

橋
残
夜
雨
、
夢
中
喚
作
退
潮
声
」
(
本
詩
で
は
「
総
宜
亭
」
に
作
る
)

「
金
沢
道
中
」
の
注
記
に
よ
る
と
、
同
遊
者
は
大
窪
詩
仏
・
山
本
緑
陰
・
糸
井
君
鳳
(
儒
者
、
北
山
門
下
)
・
木
百
年
(
詩
人
、
柏
木
如
亭

の
弟
子
)
・
喜
多
武
清
(
画
家
、
谷
文
晃
の
一
門
)で
、
こ
の
と
き
武
清
が
一
行
六
人
の
「
六
賢
図
」
な
る
も
の
を
描
い
た
と
い
う
。
東
屋
す

な
わ
ち
総
宜
楼
に
お
け
る
席
上
の
染
筆
で
あ
ろ
う
か
?

こ
れ
だ
け
の
名
士
揃
い
だ
か
ら
、
書
画
会
娃
で
も
催
し
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
の
設

宴
吟
味
で
は
あ
る
ま
い
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
江
戸
後
期
は
書
画
の
会
な
ど
が
各
地
で
頻
り
に
行
わ
れ
た
時
期
で
、
文
人
墨
客
の
有
力

な
収
入
源
だ
っ
た
と
い
う
事
実
か
ら
、
そ
う
考
え
た
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
。

「
鰭
」
は
「
張
翰
適
意
」
(
蒙
求
)
の
故
事
で
名
高
い
。
晋
の
張
翰
は
不
罵
幅
一
達
の
才
人
で
、
秋
風
が
吹
き
始
め
る
と
、
急
に
故
郷
の
料
理
「
奪
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右
の
二
首
を
読
む
と
、
と
も
に
同
年
秋
の
作
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
「
鰭
」
も
「
蟹
」
も
秋
が
旬
の
食
べ
物
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず

母
一
美
鰭
檎
」
の
味
が
恋
し
く
な
っ
た
の
で
、
官
を
捨
て
て
帰
郷
し
た
と
い
う
、
あ
の
話
で
あ
る
が
、
小
さ
い
頃
か
ら
『
蒙
求
』
で
漢
文
を
叩
き

こ
ま
れ
た
江
戸
の
文
人
に
は
周
知
の
談
柄
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
「
蟹
」
に
つ
い
て
も
、
清
初
の
風
流
才
子
・
李
漁
が
大
の
蟹
好
き
で
、
秋
に

蟹
を
買
う
た
め
の
貯
え
を
「
買
命
銭
」
と
名
づ
け
、
九
月
十
月
を
「
蟹
秋
」
と
称
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
江
戸
の
文
人
な
ら
ば
『
間
情
偶
記
」

(
巻
十
二
・
飲
僕
部
)
に
よ
っ
て
承
知
し
て
い
た
。
さ
ら
に
「
瀬
戸
秋
月
」
の
勝
目
か
ら
言
っ
て
も
、
秋
の
作
で
あ
る
方
が
望
ま
し
い
。

と
く
に
「
金
沢
総
宜
亭
」
の
七
律
は
「
平
淡
」
を
最
上
と
す
る
詩
仏
の
お
眼
鏡
に
適
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
十
六
年
後
の
文
政
五
年

の
冬
、
こ
の
七
律
(
詩
仏
書
)
を
刻
し
た
石
碑
を
わ
ざ
わ
ざ
総
宜
楼
の
庭
内
に
建
て
た
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
立
碑
に
は
石
材
料
や
石
匠
に

払
う
工
賃
な
ど
、
高
額
の
資
金
が
必
要
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
金
主
は
桐
生
の
詩
人
に
し
て
豪
商
(
絹
買
次
商
)
の
淡
斎
、
だ
っ
た
ろ
う
。
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こ
の
詩
碑
は
安
政
五
年
の
瀬
戸
大
火
後
、
東
屋
の
移
転
と
と
も
に
洲
崎
へ
移
さ
れ
た
が
、
昭
和
三
十
年
の
廃
業
後
、
碑
面
の
大
半
が
破
損
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し
た
の
で
、
修
復
し
た
も
の
を
琵
琶
島
弁
財
天
の
脇
に
、
再
度
、
立
て
直
し
た
と
い
う
。
い
ち
ど
拝
覧
に
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
が

近
年
の
改
修
に
係
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
碑
面
が
て
ら
て
ら
光
っ
て
、
時
代
も
苔
も
つ
い
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
「
双
(
隻
)
」
が
「
隻
」
に
作
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
修
復
時
の
間
違
い
か
?
当
時
の
漢
詩
人
は
「
瀬
戸
橋
」
を
「
双
橋
」
と
呼

ぶ
の
が
習
わ
し
だ
っ
た
。
そ
れ
が
「
隻
橋
」
と
い
う
の
で
は
、
あ
の
こ
連
の
反
橋
の
片
方
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は

詩
に
も
絵
に
も
な
ら
な
い
。
落
胆
さ
せ
ら
れ
た
。

し
か
し
、
ま
た
新
し
い
発
見
が
あ
っ
た
。
神
奈
川
県
立
図
書
館
に
「
武
州
金
沢
四
時
総
宜
之
楼
碑
石
図
」
と
い
う
一
枚
物
が
所
蔵
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
木
版
藍
刷
(
一
一
ヱ
ハ
×
二
四
セ
ン
チ
)
の
図
で
、
お
そ
ら
く
世
の
中
に
、
た
っ
た
一
枚
き
り
し
か
な
い
は
ず
で
あ
る
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(
今
の
と
こ
ろ
は
)
。

ま
ず
図
の
上
辺
に
「
楼
上
扇
額
」
と
し
て
、
例
の
大
窪
詩
仏
揮
毒
の
扇
額
が
上
せ
ら
れ
て
い
る
。
「
縦
一
尺
二
寸
×
横
六
尺
」
と
い
う
大
き

な
額
で
、
「
四
時
総
宜
之
楼
」
と
あ
り
、
自
題
に
「
文
化
丙
寅
春
与
/
緑
陰
米
庵
竹
庵
/
同
宿
此
楼
図
書
/
而
与
之
/
詩
仏
居
士
固
」
と
あ

る
。
実
物
の
扇
額
と
同
文
で
あ
る
。

ま
た
右
辺
に
目
を
移
す
と
「
建
前
碑
石
/
高
サ
六
尺
余
/
巾
三
尺
余
/
一
字
枠
方
二
寸
三
分
」
と
あ
り
、
そ
の
下
に
「
石
上
ニ
仮
名
ナ
シ

今
読
ミ
ヤ
ス
カ
ラ
ン
為
ニ
/
之
ヲ
付
ス
」
と
あ
る
。
(
右
下
に
誰
や
ら
の
蔵
印
が
あ
る
が
、
逆
さ
に
捺
さ
れ
て
い
る
の
で
お
話
に
な
ら
な
い
)

図
の
中
心
に
あ
る
の
は
、
く
だ
ん
の
詩
碑
を
そ
っ
く
り
引
き
写
し
た
も
の
。
詩
題
が
「
題
金
沢
総
宜
楼
」
と
改
め
ら
れ
、
「
金
沢
総
宜
亭
」

に
「
村
酷
」
と
あ
る
の
が
「
郁
酷
」
と
直
さ
れ
た
の
は
、
師
の
詩
仏
の
筆
削
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
左
辺
下
に
は
、
「
武
州
金
沢
/
総
宜
楼
/
東
屋
蔵
版
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
が
当
店
宣
伝
の
た
め
に
刷
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と



が
分
か
る
。
引
札
と
す
れ
ば
文
雅
な
も
の
に
属
す
る
。
あ
る
い
は
詩
碑
建
立
の
お
披
露
目
の
刷
物
か
?

し
か
し
、
い
つ
発
行
さ
れ
た
も
の

か
、
何
枚
刷
ら
れ
た
も
の
か
、
皆
自
分
か
ら
な
い
。
(
立
碑
の
文
政
五
年
十
月
以
後
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
)

当
の
碑
文
は
、

一
字
一
字
が
原
稿
用
紙
の
よ
う
な
升
目
に
収
ま
っ
て
い
る
が
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

銀
鰭
紅
蟹
眼
偏
明
況
有
郁
酷
香
味
清
坐
客

祥
来
鯨
海
飲
傍
人
扶
得
玉
山
傾
蒙
懸
眠
自

酔
時
熟
冷
淡
詩
於
醒
後
成
不
識
隻
橋
残
夜

雨
夢
中
喚
作
退
潮
撃

此
上
毛
淡
粛
佐
羽
芳
題
金
津
線
宜
棲
之
詩
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也
余
愛
其
平
淡
有
趣
策
室
田
上
石
立
諸
棲
之

傍
文
政
五
年
歳
在
壬
午
冬
十
月
詩
備
老
人

大
窪
行
記

康
群
鶴
錆

右
の
と
お
り
、
詩
が
淡
斎
、
書
が
詩
仏
、
石
工
が
広
群
鶴
と
い
う
顔
ぶ
れ
で
あ
る
。
広
群
鶴
は
五
世
か
六
世
か
?

あ
る
い
は
共
同
制
作

か
? 

い
ず
れ
に
し
て
も
、

一
と
言
っ
て
二
と
な
い
江
戸
の
石
匠
で
あ
る
。
(
淡
斎
は
こ
の
広
群
鶴
に
錆
刻
を
た
び
た
び
依
頼
し
て
い
る
)
。

こ
の
三
者
の
名
声
に
あ
や
か
ろ
う
と
し
て
、
東
屋
は
右
の
一
枚
刷
を
板
行
し
、
泊
ま
り
客
な
ど
に
配
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
繰
り
返
す
が
、

狙
い
は
ず
ば
り
広
告
で
あ
る
。
江
戸
の
大
衆
は
こ
う
い
う
三
役
揃
い
踏
み
の
よ
う
な
賑
や
か
な
印
刷
物
を
愛
好
し
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
大
衆
に
こ
ん
な
漢
字
ず
く
め
の
詩
文
が
読
め
た
か
と
い
う
と
、
総
宜
楼
に
泊
ま
る
ほ
ど
の
客
な
ら
、
な
ん
と
か
読
め
た
だ
ろ

(276) 

う
。
こ
の
刷
物
に
は
、
「
石
上
ニ
仮
名
ナ
シ
今
読
ミ
ヤ
ス
カ
ラ
ン
為
ニ
/
之
ヲ
付
ス
」
と
い
う
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
右
の
傍



ら
に
片
仮
名
の
読
み
仮
名
と
送
り
仮
名
が
振
ら
れ
、
左
の
傍
ら
に
返
り
点
が
施
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
従
っ
て
訓
読
す
れ
ば
、

知
半

(275) 

解
な
が
ら
呑
み
こ
め
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
い
う
訓
読
の
方
式
は
お
神
鏡
か
ら
商
売
往
来
に
い
た
る
ま
で
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ

る
し
、
江
戸
時
代
の
驚
く
べ
き
識
字
率
か
ら
考
え
て
、
す
べ
て
と
は
言
わ
な
い
が
、
か
な
り
の
人
が
読
め
た
だ
ろ
う
。
た
と
え
分
か
ら
な
く

て
も
、
口
に
唱
え
耳
に
聴
く
朗
唱
の
快
楽
を
、
江
戸
の
人
た
ち
は
承
知
し
て
い
た
。
朗
唱
す
る
う
ち
に
、
「
総
宜
楼
は
新
鮮
な
櫨
と
蟹
の
料
理

を
出
し
て
く
れ
る
し
、
田
舎
酒
だ
が
味
が
い
い
の
で
、
み
ん
な
で
鯨
飲
し
て
、

つ
い
酔
態
を
演
じ
て
し
ま
っ
た
。
仲
間
が
介
抱
し
て
く
れ
た

の
で
、
眠
り
こ
け
て
い
る
う
ち
に
、

ぶ
る
ぶ
る
っ
と
眼
が
醒
め
た
ら
、
酔
い
覚
め
に
詩
が
一
首
で
き
た
。
知
ら
ぬ
間
に
明
け
方
の
瀬
戸
橋
に

雨
が
降
っ
て
い
る
。
ご
う
ご
う
と
音
を
立
て
て
、
あ
の
反
橋
の
下
を
引
潮
が
ひ
い
て
い
く
。
そ
の
音
を
夢
の
中
で
聞
い
て
い
た
」
と
い
う
く

ら
い
の
詩
意
は
つ
か
ん
だ
だ
ろ
う
。
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余
談
な
が
ら
、
文
化
三
年
の
江
戸
大
火
後
、
淡
斎
は
中
村
・
市
村
・
森
田
の
三
座
の
勧
進
元
と
な
っ
て
、
桐
生
織
物
の
宣
伝
に
利
用
し
た

と
い
う
。
こ
れ
は
佐
羽
家
に
伝
わ
る
口
碑
の
よ
う
で
、
年
代
や
期
間
な
ど
は
未
詳
だ
が
、
も
し
こ
れ
が
本
当
だ
と
す
る
と
、
こ
の
刷
物
を
読

ん
だ
泊
ま
り
客
は
、
あ
の
桐
生
の
お
大
尽
の
詩
か
、
と
捻
っ
た
に
違
い
な
い
。
歌
舞
伎
は
も
う
一
つ
の
江
戸
の
花
だ
か
ら
、
芝
居
の
勧
進
元

の
声
名
が
文
政
五
年
に
消
え
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。

四

先
を
急
ご
う
。

淡
斎
は
安
永
元
年
、
上
毛
の
桐
生
に
生
ま
れ
た
。
そ
の
人
物
事
蹟
に
つ
い
て
は
朝
川
善
庵
撰
「
桐
生
故
詩
人
佐
羽
淡
斎
君
墓
記
」
(
広
群
鶴

刻
)
が
最
も
詳
し
い
。
善
庵
は
山
本
北
山
門
下
で
、
当
時
、
徳
行
を
以
て
称
せ
ら
れ
た
鴻
儒
で
あ
る
。
そ
の
「
墓
記
」
に
よ
る
と
、
「
君
姓



佐
羽
、
韓
芳
、
字
蘭
卿
、
号
淡
斎
、
其
堂
日
害
義
」
と
い
う
。
家
は
父
祖
の
代
よ
り
絹
を
商
っ
て
富
み
栄
え
た
。
三
十
九
歳
の
時
、
淡
斎
は

初
代
の
後
を
継
い
で
二
代
日
吉
右
衛
門
を
名
乗
り
、
事
業
を
拡
張
し
て
、
上
州
随
一
の
富
豪
と
な
っ
た
。
但
諺
に
「
一
佐
羽
、
二
加
部
、
三

鈴
木
」
と
誼
わ
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
淡
斎
は
貨
殖
に
も
長
け
て
い
た
が
救
岨
に
も
熱
心
で
、
利
益
を
独
占
せ
ず
広
く
困
窮
者
に
施
し
た
と
い

う
。
善
庵
が
「
良
買
」
「
義
人
」
と
呼
ぶ
ゆ
え
ん
だ
が
、
じ
つ
は
自
身
か
ら
し
て
金
銭
的
援
助
を
受
け
て
い
た
。
若
い
頃
、
善
庵
は
儒
一
本
で

身
を
立
て
よ
う
と
し
た
も
の
の
、
た
ち
ま
ち
行
き
詰
ま
っ
て
食
う
に
も
事
欠
い
た
時
期
が
あ
る
。
そ
の
貧
儒
生
に
毎
年
二
十
両
ず
つ
送
り
つ

一
四

づ
け
た
の
が
淡
斎
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
ど
う
い
う
入
り
訳
が
あ
っ
た
か
、
「
墓
記
」
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

淡
斎
は
地
方
の
絹
買
次
商
に
生
ま
れ
な
が
ら
、
資
性
聡
明
、
早
年
か
ら
詩
作
に
熱
中
し
た
ら
し
い
。
中
央
の
文
人
で
最
初
に
そ
の
詩
才
を

発
掘
し
た
の
が
、
亀
田
鵬
斎
で
あ
る
。
『
害
義
堂
集
』
(
後
述
)の
鵬
斎
序
に
い
う
l
l

享
和
元
年
に
、
上
毛
を
訪
れ
た
と
き
の
こ
と
、
桐
生

は
絹
で
栄
え
る
都
邑
で
あ
る
の
に
、
詩
文
を
解
す
る
も
の
は
淡
斎
(
当
時
三
十
歳
)

一
人
き
り
だ
っ
た
。
そ
の
頃
は
ま
だ
前
時
代
の
擬
唐
詩
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を
作
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
「
都
下
の
詩
伯
」
と
交
流
し
て
、
新
時
代
の
清
新
性
霊
の
詩
を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
。
「
都
下
の
詩
伯
」

と
は
大
窪
詩
仏
・
市
河
寛
斎
・
山
本
北
山
・
菊
池
五
山
・
柏
木
如
亭
な
ど
を
指
す
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
詩
伯
に
教
え
を
乞
う

に
は
束
惰
が
必
要
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
気
前
の
い
い
淡
斎
は
過
分
な
指
導
料
を
払
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
詩
伯
た
ち
の
格
別
な
春
顧
を
受
け
て

い
る
か
ら
、
そ
う
言
う
の
で
あ
る
。

例
え
ば
五
山
の
漢
詩
時
評
集
『
五
山
堂
詩
話
』
巻
二
(
文
化
五
年
刊
)
に
初
め
て
登
場
し
、
「
桐
生
佐
羽
芳
:
:
:
家
道
甚
豊
、
而
性
好
吟

味
。
余
再
四
相
逢
、
未
知
其
詩
。
頃
、
詩
仏
見
投
其
一
冊
、
因
撮
読
之
。
亦
能
得
宋
元
風
趣
者
」
と
紹
介
さ
れ
た
。
ま
た
例
え
ば
詩
仏
の
別

集
『
詩
聖
堂
詩
集
初
集
』
(
文
化
七
年
刊
。
十
巻
三
冊
)

の
毎
巻
構
刀
頭
に
著
者
名
と
並
ん
で
、
「
上
毛
淡
斎
佐
羽
芳
蘭
卿

校
」
と
い
う
ふ

(274) 

う
に
校
定
者
と
し
て
記
名
さ
れ
た
。
両
書
と
も
当
時
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
だ
っ
た
の
で
、
そ
の
詩
名
は
、

一
躍
、
広
ま
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ち



は
二
十
五
首
に
も
の
ぼ
り
、
地
方
の
素
人
詩
人
と
し
て
は
破
格
の
数
だ
と
い
う
。
五
山
も
詩
仏
も
銅
臭
を
帯
び
た
文
人
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

(273) 

な
み
に
揖
斐
高
氏
の
「
化
政
期
詩
人
の
地
方
と
中
央
」
に
よ
る
と
、
全
『
五
山
堂
詩
話
』
(
正
編
十
巻
補
遺
五
巻
)
中
、
採
録
さ
れ
た
淡
斎
詩

は
森
鴎
外
の
『
寿
阿
弥
の
手
紙
』
に
生
々
し
く
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
推
し
て
考
え
る
と
、
両
書
の
出
版
に
は
淡
斎
の
経
済
的

な
助
力
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
あ
り
て
い
に
言
う
と
、
淡
斎
は
江
戸
に
お
い
て
は
積
極
的
に
文
化
的
パ
ト
ロ
ン
の
役
割
を
演
じ
、
か
つ
文

化
的
パ
ト
ロ
ン
と
し
て
都
下
の
詩
伯
の
間
で
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
詩
業
に
つ
い
て
い
う
と
、
別
集
に
初
編
『
淡
斎
百
絶
』
(
文
化
六
年
刊
)
、
二
編
『
淡
斎
百
律
』
(
文
化
十
年
刊
)
、
三
編
『
害
義
堂
集
』

(
文
化
十
二
年
刊
)
が
あ
る
。
以
上
の
三
集
を
ま
と
め
て
『
淡
斎
詩
集
」
と
い
う
。
こ
の
他
に
も
桐
生
の
同
人
の
作
を
集
め
た
『
桐
郷
風
雅

集
』
(
享
和
二
年
刊
)
と
『
桐
生
才
子
詩
』
(
文
化
十
年
刊
)の
総
集
の
完
成
に
与
っ
て
力
が
あ
っ
た
。
(
淡
斎
は
こ
の
両
集
発
刊
の
際
、
北
山
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門
下
の
斎
藤
天
績
を
招
聴
し
、
桐
生
詩
壇
の
育
成
に
努
め
た
。
そ
の
結
果
、
文
化
十
年
、
翠
扉
吟
社
が
結
成
さ
れ
た
)

}
五

詩
風
は
と
い
う
と
、
清
新
・
平
淡
な
宋
詩
風
の
も
の
。
淡
斎
は
ま
た
『
宋
三
大
家
絶
句
築
解
』
(
文
化
九
年
刊
)
、
『
宋
四
霊
詩
紗
』
(
文
化

の
刊
行
に
も
関
わ
っ
て
い
る
が
、
南
宋
の
三
大
家
(
陸
・
沼
・
楊
)
よ
り
も
、
永
嘉
の
四
霊
(
徐
霊
瞳
・
徐
霊
淵
・
翁
霊
奇
・

十
二
年
刊
)

越
霊
秀
)
の
詩
風
に
似
る
。
南
宋
後
期
の
有
安
に
甘
ん
じ
た
四
霊
は
、
身
辺
の
些
事
に
材
を
取
り
、
買
島
・
挑
合
の
苦
吟
の
創
意
に
学
ん
で
、

も
っ
ぱ
ら
白
描
の
手
法
を
用
い
た
が
、
な
か
ん
ず
く
桐
生
に
お
け
る
淡
斎
詩
は
、
そ
う
い
っ
た
四
霊
の
作
風
に
近
い
の
で
あ
る
。

家
業
だ
け
で
も
忙
し
い
の
に
、
業
余
、
暇
を
盗
ん
で
は
、
こ
れ
ほ
ど
の
詩
業
を
達
成
し
た
の
だ
か
ら
脱
帽
す
る
ほ
か
な
い
。
と
き
に
本
業

一
七

を
蔑
ろ
に
す
る
ほ
ど
詩
に
淫
し
た
と
い
う
結
果
だ
ろ
う
。
お
ま
け
に
琴
棋
書
画
の
噌
み
も
あ
っ
た
ら
し
い
し
、
そ
れ
ば
か
り
か
吉
原
通
い
に

も
ぞ
っ
こ
ん
熱
を
入
れ
た
男
で
、
「
墓
記
」
に
「
或
又
倶
紅
擁
翠
、
結
締
夢
於
亙
山
。
傾
銀
注
玉
、
捲
白
波
於
鯨
海
、
南
楼
弄
月
、
不
知
漏
之

己
尽
。
北
皇
賞
花
、
深
惜
春
之
将
残
。
其
宇
神
清
爽
、
性
度
快
替
、
人
皆
為
姻
花
総
管
、
君
自
謂
風
月
主
人
。
吾
知
其
為
風
流
人
豪
失
」
と



い
う
。
だ
い
た
い
謹
厳
た
る
べ
き
「
墓
記
」
に
、
こ
う
い
う
故
人
の
麗
々
し
い
艶
福
ぶ
り
を
記
し
て
い
い
も
の
だ
ろ
う
か
?

管
」
「
風
月
の
主
人
」
と
は
、
要
す
る
に
金
叙
十
二
の
旦
那
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
か
に
も
中
国
の
煙
粉
小
説
に
出
て
き
そ
う
な
俗
な
言
い

「
畑
花
の
総

方
で
、
そ
も
そ
も
儒
者
の
忌
み
嫌
う
言
葉
で
は
な
い
か
。
徳
行
の
学
者
・
善
庵
で
さ
え
「
風
流
人
豪
」
と
認
め
ざ
る
を
え
な
い
ほ
ど
吉
原
に

流
連
荒
苦
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
だ
い
い
ち
男
前
で
、
気
っ
風
が
よ
く
て
、
金
離
れ
が
よ
く
て
、
お
ま
け
に
風
雅
も
解
す
れ
ば
、

女
に
持
て
な
い
は
ず
が
な
い
。
そ
れ
で
い
て
『
淡
斎
詩
集
』
に
は
妓
情
を
詠
う
詩
は
意
外
に
少
な
い
。
こ
れ
ほ
ど
身
近
な
詩
材
も
な
い
は
ず

な
の
に
、
「
桐
生
竹
枝
」
第
一
首
(
『
淡
斎
百
絶
』
)
、
「
閤
情
」
(
「
淡
斎
百
律
』
)
、
「
宿
金
沢
聴
雨
」
「
宮
詞
」
(
『
害
義
堂
集
』
)
く
ら
い
し
か
見

当
た
ら
な
い
。
な
ぜ
、
だ
ろ
う
つ

都
下
の
詩
伯
・
市
河
寛
斎
の
『
北
里
歌
』
、
柏
木
知
亭
の
『
吉
原
詞
』
、
菊
池
五
山
の
『
深
川
竹
枝
」
等
の

遊
里
詩
の
盛
名
に
対
し
、
地
方
の
商
人
ら
し
く
分
を
弁
え
て
遠
慮
し
た
た
め
だ
ろ
う
か
?

化
政
期
は
右
の
艶
詩
集
を
迎
え
る
よ
う
な
世
の
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中
だ
っ
た
。
と
す
る
と
、
儒
者
撰
文
の
「
墓
記
」
中
の
艶
治
な
文
飾
も
、
怪
し
む
に
足
り
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

淡
斎
は
ま
た
富
家
の
常
と
し
て
普
請
道
楽
に
も
入
れ
こ
ん
だ
。
ま
ず
江
戸
に
別
邸
を
構
え
る
(
文
化
初
年
か
)
。
こ
れ
は
今
の
墨
田
区
某

所
に
あ
っ
た
ら
し
く
、
吉
原
・
深
川
の
両
艶
跡
に
繰
り
出
し
て
い
け
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
と
い
う
。
つ
い
で
吉
原
に
水
路
で
通
え
る
よ
う
に
屋

二
O

形
船
ま
で
造
船
す
る
。
善
庵
・
詩
仏
・
五
山
な
ど
の
雅
客
を
乗
せ
て
隅
田
川
に
浮
か
び
、
船
遊
び
の
快
を
味
わ
い
つ
つ
、
北
里
へ
大
尽
遊
び

と
し
ゃ
れ
こ
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
文
化
十
年
、
桐
生
の
小
倉
山
に
「
十
山
亭
」
と
い
う
別
荘
を
築
い
て
風
流
高
逸
の
士
を
招
待
し
た

り
、
文
政
七
年
に
は
、
自
詩
五
首
を
勤
し
た
「
十
山
亭
詩
碑
」
(
広
群
鶴
刻
)
を
立
て
た
り
、
翌
年
に
は
自
邸
の
後
ろ
の
山
を
買
っ
て
梅
数
百

株
を
植
え
て
、
季
節
に
な
る
と
観
梅
を
楽
し
ん
だ
り
、
多
趣
味
と
い
え
ば
多
趣
味
な
美
的
生
活
に
耽
っ
た
。

と
こ
ろ
で
梅
と
い
え
ば
、
佐
原
菊
鳴
の
新
梅
屋
敷
(
今
の
向
島
百
花
園
)

で
あ
る
。
よ
く
淡
斎
の
人
脈
の
広
さ
を
示
す
の
に
、
『
惜
花
帖
』

(272) 

が
引
き
合
い
出
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
文
化
九
年
に
淡
斎
の
長
兄
・
竹
翁
が
他
界
し
、
そ
の
追
悼
の
た
め
に
淡
斎
が
編
輯
し
た
詩
画
集
で
、
当



こ
で
は
菊
鳴
が
出
版
し
た
『
盛
音
集
』
(
文
化
元
年
刊
)
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
総
集
は
江
都
で
知
ら
れ
た
名
流
百
余
名
の
詩
を
集
め
た
も
の

二
四

で
、
淡
斎
詩
も
一
首
、
採
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
菊
鳴
と
の
交
際
が
開
け
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
あ
る
記
録
に
よ
る
と
、
菊
場
は
「
奥

(271) 

時
の
鋒
々
た
る
文
人
墨
客
三
十
六
名
が
詩
・
書
・
画
を
寄
せ
て
い
る
。
社
交
家
・
淡
斎
の
面
目
を
窺
う
に
足
る
一
巻
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

州
仙
台
の
人
な
り
。
天
明
年
間
江
戸
に
来
り
、
中
村
康
芝
居
茶
屋
和
泉
屋
勘
十
郎
に
召
仕
は
れ
、
平
蔵
と
改
む
。
斯
て
十
年
許
の
聞
に
蓄
財

し
住
吉
に
骨
董
店
を
聞
き
、
北
野
屋
平
兵
衛
と
称
す
」
と
い
う
。
し
て
見
る
と
、
菊
場
は
一
介
の
男
衆
か
ら
骨
董
屋
に
成
り
上
り
、
つ
い
に

は
花
屋
敷
の
主
人
に
収
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
芝
居
茶
屋
と
い
う
と
こ
ろ
は
一
風
流
あ
り
げ
な
士
女
の
ひ
し
め
く
場
所
で
、
も
ち
ろ

ん
光
も
あ
れ
ば
影
も
あ
る
「
悪
所
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
男
衆
時
代
の
菊
鳴
が
こ
こ
で
身
に
つ
け
た
の
は
人
間
の
表
裏
を
見
ぬ
く
眼
力
だ
ろ

う
。
よ
く
『
盛
音
集
』
は
売
名
的
出
版
だ
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
中
央
の
市
河
寛
斎
・
大
窪
詩
仏
を
は
じ
め
、
地
方
の
佐
羽
淡
斎
・

聞
の
鑑
定
家
で
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
い
っ
た
い
菊
鳴
に
淡
斎
と
は
、
お
説
え
む
き
の
取
り
合
わ
せ
で
は
な
い
か
。
と
も
に
巨
利
を
博
し
た
商
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木
百
年
に
い
た
る
ま
で
、
名
士
百
余
人
も
の
知
遇
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
菊
鳩
と
い
う
男
は
骨
董
の
目
利
き
で
あ
る
と
同
時
に
、
強
か
な
人

人
で
、
と
も
に
社
交
術
に
長
け
、
と
も
に
梅
好
き
だ
か
ら
、
同
気
相
求
む
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
淡
斎
は
墨
田
区
某
所
に
別
邸
を

造
作
し
た
り
、
屋
形
船
を
新
造
し
た
り
、
郷
里
の
山
に
梅
林
を
造
成
し
た
り
し
た
が
、
そ
う
い
っ
た
道
楽
の
指
南
役
は
、
ど
う
も
、
こ
の
菊

場
だ
っ
た
ら
し
い
節
が
あ
る
。
確
証
は
な
い
が
、
淡
斎
が
江
戸
の
芝
居
小
屋
三
座
の
勧
進
元
に
な
っ
た
の
も
、
こ
の
世
界
に
通
じ
た
菊
鳴
の

手
引
き
が
な
け
れ
ば
出
来
な
い
相
談
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

五

元
来
、
淡
斎
は
山
水
優
遊
を
好
ん
だ
が
、
そ
の
幽
人
山
客
ぶ
り
は
一
通
り
で
は
な
か
っ
た
。
都
下
の
詩
伯
た
ち
も
こ
れ
に
は
舌
を
巻
い
て
、



「
畑
震
の
癌
疾
」
と
目
す
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
例
え
ば
善
庵
の
「
墓
記
」
は
い
う
。

「
性
好
山
水
、
癖
耽
畑
震
、
吉
野
嵐
山
之
花
、
須
磨
明
石
之
月
、
金
華
之
霊
妙
、
日
光
之
佳
麗
、
松
島
天
橋
之
以
勝
顕
、
妙
義
榛
名
之
以
奇

名
、
其
他
霊
境
奇
跡
:
:
:
探
討
必
窮
。
:
:
:
又
名
山
勝
地
、
所
到
親
立
詩
碑
。
毎
謂
人
目
、
吾
一
生
之
問
、
必
当
立
百
碑
以
存
遊
綜
実
。
其

所
立
、
僅
至
十
一
而
没
。
惜
哉
」

淡
斎
は
全
国
各
地
の
名
勝
と
い
う
名
勝
を
尋
ね
ま
わ
っ
て
、
そ
の
つ
ど
詩
を
題
し
た
。
そ
れ
が
積
も
り
積
も
っ
て
百
首
に
な
っ
た
と
い
う
。

そ
こ
で
、
百
首
を
次
第
に
勤
し
て
詩
碑
百
基
を
立
て
よ
う
と
い
う
大
望
を
抱
い
た
。
こ
ん
ど
は
建
碑
道
楽
の
始
ま
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
惜

し
い
か
な
、
十
一
基
ま
で
立
て
た
と
こ
ろ
で
病
卒
。
(
実
は
十
基
で
、
そ
の
う
ち
松
島
詩
碑
の
所
在
は
不
明
だ
と
い
う
)
。
こ
の
十
基
立
石
の

詳
細
は
他
著
に
譲
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
文
政
五
年
の
建
碑
に
限
っ
て
、
ざ
っ
と
見
て
お
こ
う
。

詩
仏
老
人
画
竹
碑

詩
仏
画
竹
と
淡
斎
題
詩
を
刻
し
た
も
の
。
今
は
墨
田
区
向
島
百
花
園
内
に
あ
り
。
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江
島
詩
碑

淡
斎
自
作
の
詩
を
刻
し
た
「
百
碑
」
中
の
第
一
碑
。
修
復
さ
れ
た
も
の
が
神
奈
川
県
江
の
島
に
立
つ
。

墨
多
三
絶
碑

淡
斎
の
七
絶
三
首
を
石
刻
し
た
も
の
。
墨
田
区
白
髭
神
社
内
に
現
存
。

金
沢
総
宜
楼
詩
碑

こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
。

右
の
四
基
を
一
年
間
に
建
て
た
と
い
う
の
、
だ
か
ら
尋
常
で
は
な
い
。
出
費
も
ず
い
ぶ
ん
嵩
ん
だ
こ
と
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
淡
斎
没
後
の
佐

羽
家
の
衰
微
の
始
ま
り
も
、

一
つ
は
こ
の
道
楽
に
起
因
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
?

こ
の
よ
う
に
詩
酒
三
味
・
道
楽
三
味
の
日
を
送
っ
て
い
る
う
ち
に
、
ふ
と
自
省
が
き
ざ
す
と
き
が
あ
っ
た
。
『
韮
円
義
堂
集
』
に
「
自
笑
」
と

い
う
七
絶
が
あ
る
。
分
別
盛
り
の
四
十
路
に
近
づ
い
た
頃
の
感
懐
で
あ
る
。

百
年
畢
寛
是
行
旅

百
年
、
畢
寛
、
こ
れ
行
旅

(270) 



侭
付
菅
騰
夢
一
場

す
べ
て
付
す
、
菅
騰
、
夢
一
場

(269) 

人
生
は
旅
だ
、
夢
、
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
淡
斎
は
一
介
の
商
人
に
安
着
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
性
分
で
、

一
生
は
商
用
・
遊
学
・
行
楽

探
勝
と
い
っ
た
繁
忙
な
行
旅
の
う
ち
に
過
ぎ
た
。
旅
中
作
の
多
い
所
以
だ
が
、
そ
れ
は
雅
客
の
詠
で
あ
っ
て
、
窮
士
の
吟
で
は
な
い
。

そ
の
温
柔
秀
雅
の
人
と
な
り
は
『
淡
斎
詩
集
』
中
の
「
幽
居
」
「
村
居
」
「
村
飲
」
「
春
遊
」
「
梅
」
な
ど
に
漆
み
出
て
い
る
。
秀
作
で
あ
る

と
言
っ
て
い
い
。
し
か
し
、
さ
し
て
名
吟
と
も
思
わ
れ
な
い
「
金
沢
総
宜
亭
」
が
石
刻
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
か
?

ど
う
も
世
間
一
般
の
受
け

を
狙
っ
た
詩
仏
の
慾
湧
に
よ
る
も
の
の
よ
う
だ
。
「
総
宜
楼
」
と
い
う
雅
称
に
つ
い
て
、
文
化
三
年
の
春
頃
、
淡
斎
が
東
屋
の
万
端
の
サ
i

ピ

ス
に
感
服
し
て
、
結
構
ず
く
め
の
旅
館
、
だ
と
賞
賛
し
た
上
で
の
命
名
だ
と
い
う
人
も
い
る
が
、
こ
れ
は
根
拠
に
乏
し
い
説
で
あ
る
。
た
ぶ
ん

風
雅
の
趣
向
に
長
じ
た
詩
仏
の
案
出
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
「
四
時
総
宣
之
楼
」
の
書
も
詩
仏
お
得
意
の
席
上
揮
妻
で
、
旅
亭
東
屋
の
宣
伝
に

一
役
買
っ
て
出
た
も
の
と
見
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
総
宜
楼
の
詩
碑
は
淡
斎
に
と
っ
て
自
慢
の
一
碑
と
な
っ
た
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に
違
い
な
い
。

文
政
八
年
秋
の
こ
と
、
さ
し
も
の
「
風
流
豪
人
」
も
病
没
す
る
。
享
年
五
十
四
。
お
そ
ら
く
大
酒
が
も
と
の
病
気
だ
ろ
う
。
淡
斎
詩
に
は

飲
酒
の
詩
が
目
立
つ
の
で
、
そ
う
言
う
の
で
あ
る
。
文
化
三
年
の
秋
に
、
例
の
総
宜
楼
で
鯨
飲
し
た
の
は
、
淡
斎
三
十
五
、
詩
仏
四
十
の
こ

ろ
で
あ
る
。
病
床
に
着
い
て
、
付
き
合
い
酒
の
た
た
り
だ
と
後
悔
し
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
望
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
百
基
を
立
石

し
て
我
が
遊
綜
を
後
世
に
残
さ
ん
と
し
た
大
願
は
、
見
果
て
ぬ
夢
と
な
っ
た
。
こ
れ
ば
か
り
は
無
念
だ
っ
た
ろ
う
。

生
前
、
淡
斎
が
情
熱
を
傾
け
た
文
化
事
業
を
継
承
す
る
も
の
は
身
内
に
も
い
な
か
っ
た
。
や
は
り
百
碑
建
設
に
は
莫
大
な
資
金
と
時
間
が

必
要
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
天
保
二
年
十
月
、
渡
辺
畢
山
が
桐
生
を
訪
れ
た
際
、
小
倉
山
の
十
山
亭
を
見
物
に
い
っ
た
が
、
建
物
は
荒
れ
果

二
五

て
て
、
十
山
亭
詩
碑
も
要
害
山
に
移
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
十
山
の
景
を
四
窓
に
集
め
た
と
い
う
、
数
寄
を
凝
ら
し
た
別
壁
が
な
ぜ
手
も
な



く
荒
廃
し
た
の
か
?

そ
れ
は
何
と
い
っ
て
も
、
佐
羽
淡
斎
と
い
う
中
心
的
存
在
の
喪
失
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
だ
ろ
う
。

明
治
三
十
年
の
あ
る
日
、
伊
藤
博
文
が
東
屋
の
客
と
な
っ
た
。
こ
れ
よ
り
十
年
ほ
ど
前
、
害
山
法
の
草
案
を
練
る
た
め
に
閉
じ
こ
も
っ
た
馴

染
み
の
宿
で
あ
る
。
き
れ
い
に
手
の
入
っ
た
広
い
庭
に
下
り
て
み
る
と
、
た
ま
た
ま
例
の
詩
碑
が
目
に
留
ま
っ
た
。
高
さ
は
六
尺
余
も
あ
る
。

伊
藤
は
明
治
漢
詩
の
大
家
・
森
椀
南
を
師
と
し
て
、
政
務
の
間
に
吟
髭
を
捻
る
ほ
ど
の
韻
士
で
あ
る
。
ふ
と
詩
魂
が
動
い
て
碑
刻
の
淡
斎
詩

に
唱
和
し
た
。
「
遊
金
沢
、
宿
四
時
総
宜
楼
、
庭
有
大
窪
天
民
所
建
上
毛
佐
羽
某
詩
碑
、
即
用
其
韻
」
(
藤
公
詩
存
)
と
い
う
一
首
が
、
そ
れ

で
あ
る
。
何
か
し
ら
故
人
の
淡
斎
に
対
し
て
親
和
を
感
じ
た
か
ら
応
酬
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
佳
汁
清
唱
と
は
言
い
が
た
い
。
よ
っ
て
、

こ
こ
に
引
用
し
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
「
上
毛
佐
羽
某
」
の
「
某
」
は
な
か
ろ
う
。
雅
号
を
も
っ
て
呼
ぶ
の
が
礼
儀
で
あ
る
。

今
日
、
東
屋
は
明
治
憲
法
が
起
草
さ
れ
た
旅
館
と
し
て
名
高
い
。
そ
れ
を
記
念
し
て
、
現
第
一
生
命
ピ
ル
の
近
く
に
「
憲
法
草
創
之
処
」
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と
い
う
碑
が
立
っ
て
い
る
。
立
地
が
い
い
か
ら
、
ま
ず
人
目
を
引
く
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
江
戸
の
文
人
た
ち
が
雅
建
を
開
い
た
総
宜
楼
の

く
だ
ん
の
詩
碑
は
|
|
「
隻
橋
」
と
い
う
過
ち
を
刻
み
な
が
ら
l
l

琵
琶
島
弁
財
天
の
木
立
の
影
に
隠
れ
て
、
人
に
顧
み
ら
れ
る
こ
と
稀
で

ホ
γ
心
。

平
成
の
今
日
、
桐
生
の
詩
人
・
淡
斎
佐
羽
芳
の
名
を
知
る
も
の
は
、
い
よ
い
よ
も
っ
て
少
な
い
。
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〔
付
記
〕

一
、
本
稿
の
引
用
文
の
漢
字
は
、
総
宜
楼
の
詩
碑
の
碑
文
以
外
は
、
す
べ
て
現
代
通
行
の
字
体
に
改
め
た
。

二
、
本
稿
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
金
沢
八
景
お
よ
び
総
宜
楼
に
関
す
る
資
料
に
つ
い
て
は
神
奈
川
県
立
図
書
館
の
方
々
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
度
々

だ
っ
た
。
ま
た
佐
羽
淡
斎
に
関
す
る
資
料
は
す
べ
て
桐
生
市
図
書
館
の
方
々
に
複
写
し
て
い
た
だ
い
た
。
大
変
ご
厄
介
を
か
け
た
。
こ
こ
に
記
し

て
感
謝
の
言
葉
を
申
し
上
げ
た
い
。

三
、
本
稿
は
主
と
し
て
、
先
行
研
究
の
中
で
最
も
優
れ
た
揖
斐
高
氏
の
「
化
政
期
詩
人
の
地
方
と
中
央

l
l

佐
羽
淡
斎
を
中
心
に
|
|
」
(
『
江
戸
詩

歌
論
』
汲
古
書
院
一
九
九
八
年
所
収
)
に
拠
っ
て
い
る
。
な
お
「
大
窪
詩
仏
年
譜
稿
」
(
同
上
)
も
参
照
し
た
。
学
恩
を
蒙
っ
た
こ
と
に
対

し
て
深
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
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【
注
】

一
平
田
恒
吉
『
金
沢
と
六
浦
時
代
』
(
熊
野
屋
商
店
大
正
三
年
)
に
よ
る
と
、
「
金
沢
八
景
詩
歌
巻
」

明
治
初
年
に
堂
宇
の
焼
失
と
と
も
に
烏
有
に
帰
し
た
と
い
う
。

二
『
蕉
風
復
興
運
動
と
蕪
村
』
(
岩
波
書
店
二

0
0
0

年
)
所
収
。

三
同
右
。

四
「
武
州
金
沢
能
見
堂
と
そ
の
出
版
物
に
つ
い
て
上
・
下
」
『
金
沢
文
庫
研
究
』
第
二
十
一
巻
第
四
、
五
号
(
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫

五
十
年
)
所
収
。

五
石
川
英
輔
・
田
中
優
子
監
修
『
原
す
復
刻
江
戸
名
所
図
会
』
上
(
評
論
社
一
九
九
六
年
)

六
例
え
ば
佐
羽
淡
斎
の
「
宿
金
沢
聴
雨
」
『
害
義
堂
集
』
に
「
積
出
城
中
歌
吹
海
」
と
あ
る
。

七
『
武
相
名
所
旅
絵
日
記
』
(
鹿
島
研
究
所
出
版
会
昭
和
四
十
九
年
)
原
色
図
版
五
十
六
枚
、
原
寸
大
複
製
。

八
『
旅
絵
日
記
』
第
五
十
六
景
に
「
め
て
度
江
戸
着
/
以
上
略
図
/
立
斎
戯
筆
」
と
あ
る
。

九
山
本
北
山
『
作
詩
志
穀
』
天
明
三
年
刊
(
『
日
本
詩
話
叢
書
』
巻
六
龍
吟
社
大
正
九
年
)
所
収
。

一
O

森
鴎
外
『
寿
阿
弥
の
手
紙
』
(
『
鴎
外
歴
史
文
学
全
集
』
巻
四
岩
波
書
店
二

O
O

四
年
)
所
収
。

一
軸
が
能
見
堂
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
が
、
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一
一
佐
羽
秀
夫
『
桐
生
の
歴
史
を
語
る
』
(
桐
生
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
平
成
二
十
一
年
)

一
一
一
「
墓
記
」
は
桐
生
市
の
浄
運
寺
内
に
あ
る
。
い
ち
ど
撮
影
に
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

一
三
注
一
一
に
同
じ
。

一
四
渡
辺
畢
山
『
毛
武
遊
記
』
(
芳
賀
登
編
『
畢
山
全
集
』
第
二
巻
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー

弟
・
蘭
渓
や
子
の
秋
香
が
不
満
を
述
べ
た
と
い
う
。

一
五
本
書
は
詩
仏
・
緑
陰
編
『
宋
三
大
家
絶
句
』
に
淡
斎
が
婆
注
を
施
し
た
も
の
。

一
六
越
平
校
点
『
永
嘉
四
霊
詩
集
』
(
漸
江
大
学
出
版
社
二

O

一
O
年
)

一
七
「
予
耽
吟
詩
、
動
廃
家
務
。
有
人
痛
禁
之
者
。
有
感
、
戯
述
」
『
淡
斎
百
律
』

一
人
鴛
湖
畑
水
散
人
著
『
女
才
子
書
』
(
馬
蓉
校
点
春
風
文
芸
出
版
社
一
九
八
三
年
)
の
「
自
叙
」
に
、
「
予
乃
得
為
風
月
主
人
、
畑
花
総
管
、

検
点
金
叙
、
品
題
羅
袖
」
と
あ
る
。
磯
辺
彰
「
関
子
日
本
江
戸
時
期
諸
藩
及
個
人
文
庫
畑
粉
小
説
的
収
蔵
状
況
」
に
よ
る
と
、
『
女
才
子
書
』

は
江
戸
に
舶
載
さ
れ
て
い
た
と
い
う
(
『
中
国
古
代
小
説
研
究
』
第
四
輯
人
民
文
学
出
版
社
二

O

一
O
年
)
所
収
。

一
九
注
一
一
に
同
じ
。

二
O

「
新
造
遊
肪
」
『
淡
斎
百
律
』
。
「
佐
羽
淡
斎
製
遊
肪
一
般
、
中
貯
琴
書
酒
茶
及
釣
魚
之
具
、

集
初
編
』
巻
五
。
『
善
庵
詩
秒
』
上
に
も
同
様
の
作
あ
り
。

一
一
一
「
笑
酉
孟
冬
構
十
山
亭
子
小
倉
山
上
。
適
与
詩
仏
先
生
同
遊
」
『
害
義
堂
集
』

二
二
「
去
年
甲
成
買
後
山
而
栽
梅
数
百
株
。
今
年
乙
亥
花
尽
開
、
喜
賦
」
『
脊
義
堂
集
』
。

一
一
一
二
「
遊
菊
場
梅
園
似
五
山
先
生
」
『
淡
斎
百
律
』

二
四
東
京
市
編
『
東
京
市
史
稿
遊
園
篇
第
二
』
(
東
京
市
役
所

二
五
注
一
四
に
同
じ
。

一
九
九
九
年
)
所
収
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
淡
斎
の

予
為
名
目
小
天
随
、
又
係
之
以
詩
云
」
『
詩
聖
堂
詩
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昭
和
四
年
)
「
花
屋
敷
」
所
載
の
「
野
辺
白
露
」
坂
田
筆
蔭
の
著
か
っ
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