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茂

美

は
じ
め
に

延
喜
八
年
（
九
〇
八
）
一
〇
月
、
菅
原
道
真
の
大
宰
府
追
放
に
助
力
し
た
と
お
ぼ
し
い
藤
原
菅
根
が
没
し
た
。
こ
の
数
年
、
蔓
延
す

る
は
や
り
病
に
京
は
疲
弊
し
き
っ
て
い
た
。
菅
根
が
逝
去
し
た
翌
年
に
は
、
左
大
臣
藤
原
時
平
も
病
に
た
お
れ
、
そ
の
年
四
月
に
は
三

九
歳
で
没
し
て
い
る
。『
北
野
天
神
縁
起
』
に
は
、

延
喜
九
年
三
月
の
頃
と
か
や
、
本
院
の
お
と
ど
、
お
ほ
き
に
な
や
み
給
て
、
耆
域
が
方
薬
な
む
れ
ど
も
験
な
し
。
安
賀
二
家
の

秘
術
、
い
た
づ
ら
に
祭
物
を
つ
い
や
す
。
春
日
大
明
神
も
す
て
給
か
と
お
ぼ
え
て
、
菅
丞
相
の
霊
気
と
心
の
中
に
さ
と
り
ぬ
。

と
。
春
日
大
明
神
（
春
日
権
現
）
は
、
い
わ
ゆ
る
神
仏
習
合
の
神
で
、
一
殿
の
不
空
羂
索
観
音
・
二
殿
の
薬
師
如
来
・
三
殿
の
地
蔵
菩

薩
・
四
殿
の
一
一
面
観
音
を
本
地
仏
と
す
る
春
日
大
社
の
神
で
あ
る
。
春
日
社
は
建
御
雷
神
・
経
津
主
神
・
天
児
屋
命
・
比
売
神
の
四

柱
が
主
祭
神
だ
が
、
な
か
で
も
天
児
屋
神
は
藤
原
氏
の
祖
神
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
も
っ
と
も
慈
悲
深
い
仏
で
あ
る
観
音
菩
薩
・
地
蔵

5



菩
薩
、
そ
し
て
瑠
璃
光
を
も
っ
て
衆
生
の
病
苦
を
治
癒
し
、
か
つ
あ
ら
ゆ
る
災
禍
か
ら
衆
生
を
救
う
と
い
わ
れ
る
薬
師
如
来
。
ま
さ
に

最
高
の
仏
た
ち
が
、
信
仰
し
て
き
た
は
ず
の
藤
原
氏
、
そ
の
藤
原
氏
の
、
そ
れ
も
時
の
最
高
権
力
者
時
平
を
見
棄
て
て
し
ま
っ
た
と
い

う
の
で
あ
る
。
延
喜
一
三
年
（
九
一
三
）
三
月
に
は
、
道
真
の
後
任
と
し
て
右
大
臣
の
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
い
た
源
光
も
卒
し
て
い
る
か

ら
、
宮
廷
か
ら
左
右
の
大
臣
が
姿
を
消
し
た
こ
と
に
な
る
。

ま
だ
ま
だ
道
真
の
怨
念
に
よ
っ
て
厄
難
は
つ
づ
く
。
延
喜
二
三
年
（
九
二
三
）
三
月
、
皇
太
子
保
親
親
王
が
亡
く
な
っ
た
。『
日
本

紀
略
』
は
、

世
を
揚
げ
て
言
ふ
。
菅
帥
の
霊
魂
宿
忿
の
為
す
と
こ
ろ
な
り
。

と
い
う
。
た
く
さ
ん
の
宮
人
が
死
に
、
そ
れ
で
も
な
お
菅
公
の
あ
ら
ぶ
る
魂
は
鎮
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
あ
る
い

は
『
大
鏡
』
は
、「
霊
魂
宿
忿
の
為
す
と
こ
ろ
」
を
具
体
的
に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
適
記
し
て
引
用
し
て
み
よ
う
。

…
…
（
時
平
の
娘
で
宇
多
天
皇
の
女
御
褒
子
）
も
う
せ
た
ま
ふ
。（
時
平
の
）
御
孫
の
東
宮
（
慶
頼
王
）
も
一
男
八
条
の
大
将
保

忠
卿
も
う
せ
た
ま
ひ
に
き
か
し
。
…
…
こ
の
殿
ぞ
か
し
、
病
づ
き
て
、
さ
ま
ざ
ま
祈
り
し
た
ま
ひ
、
薬
師
経
の
読
経
、
枕
上
に
て

く

び

ら

せ
さ
せ
た
ま
ふ
に
、「
所
謂
宮
毘
羅
大
将
」
と
う
ち
あ
げ
た
る
を
、「
わ
れ
を
『
く
び
る
』
と
よ
む
な
り
け
り
」
と
思
し
け
り
。
臆

も
ん

病
に
、
や
が
て
絶
え
入
り
た
ま
へ
ば
、
経
の
文
と
い
ふ
中
に
も
、
こ
は
き
物
の
怪
に
と
り
こ
め
ら
れ
た
ま
ひ
け
る
人
に
、
げ
に
あ

や
し
く
は
う
ち
あ
げ
て
侍
り
か
し
。
…
…
そ
の
御
弟
の
敦
忠
の
中
納
言
も
う
せ
た
ま
ひ
き
。
和
歌
の
上
手
、
管
弦
の
道
に
も
す
ぐ

あ
き
た
だ

れ
た
ま
へ
り
き
。
…
…
た
だ
、
こ
の
君
た
ち
の
御
中
に
は
、
大
納
言
源
昇
の
卿
の
御
女
の
腹
の
顕
忠
の
お
と
ど
の
み
ぞ
、
右
大
臣

ま
で
な
り
た
ま
ふ
。
…
…
こ
の
大
臣
の
み
ぞ
、（
時
平
の
）
御
族
の
中
に
、
六
十
余
り
ま
で
お
は
せ
し
。
…
…
こ
れ
よ
り
ほ
か
の
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君
た
ち
、
皆
三
十
余
り
、
四
十
に
過
ぎ
た
ま
は
ず
。
そ
の
ゆ
ゑ
は
、
他
の
こ
と
に
あ
ら
ず
、
こ
の
北
野
の
御
嘆
き
に
な
む
あ
る
べ

き
。

時
平
一
族
の
な
か
で
天
寿
を
全
う
し
た
と
い
え
そ
う
な
の
は
、
右
大
臣
に
ま
で
昇
り
つ
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
私
の
生
活
の
す

べ
て
に
わ
た
っ
て
倹
約
に
勤
め
、
慎
ま
し
い
暮
ら
し
を
お
く
っ
た
顕
忠
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、「
北
野
の
御
嘆
き
」（
道
真
の

憤
怒
）
が
鎮
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

正
暦
三
年
（
九
九
二
）
安
楽
寺
の
巫
女
の
藤
原
長
子
な
る
者
の
口
を
か
り
て
、
子
孫
の
菅
原
輔
正
が
大
宰
大
弐
と
な
っ
た
折
の
処
遇

に
不
満
を
も
ら
し
、
さ
ら
に
ま
た
翌
年
五
月
に
は
同
じ
安
楽
寺
の
僧
侶
の
夢
枕
に
た
ち
、
朝
廷
が
与
え
た
左
大
臣
・
正
一
位
に
さ
え
不

満
を
も
っ
て
拒
ん
だ
。
閏
一
〇
月
太
政
大
臣
を
追
贈
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
道
真
は
日
本
太
政
威
徳
天
・
天
満
大
自
在
天
神
と
な
る
路

を
、
い
っ
き
に
駈
け
あ
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
説
話
や
史
書
、
天
神
信
仰
か
ら
た
ち
現
れ
る
道
真
に
も
、
大
い
に
関
心
が
よ
せ
ら
れ
る
も
の
の
、「
吾
が
家
は
左
将
に
あ

く
ゐ
か
う

か

ら
ず
、
儒
学
帰
耕
に
代
ふ
」（
文
草
八
七
「
博
士
難

古
調
」）
と
い
い
、「
詩
臣
」（
文
草
二
七
「
早
春
、
内
宴
に
侍
り
て
、
同
じ
く
『
物

と
し
て
春
に
逢
は
ず
と
い
ふ
こ
と
無
し
』
と
い
ふ
こ
と
を
賦
す

製
に
応
へ
ま
つ
る
」）
を
も
っ
て
自
恃
し
、
そ
の
生
涯
を
貫
こ
う
と

し
た
文
人
道
真
の
声
は
、
聞
こ
え
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
わ
た
し
た
ち
が
道
真
と
対
話
し
よ
う
と
願
う
な
ら
、
や
は
り
『
菅
家
文

す
べ

草
』『
菅
家
後
集
』
の
作
品
を
て
い
ね
い
に
読
み
な
お
す
こ
と
し
か
術
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
道
真
の
詠
じ
た
竹
の
意

匠
を
た
ど
り
な
が
ら
、
そ
の
声
に
耳
を
か
た
む
け
て
み
た
い
。

「雪夜思家竹」を中心に（東）
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一

竹
を
詠
う

雪
の
夜
に
家
な
る
竹
を
思
ふ

十
二
韻
（
後
集
四
九
〇
）

わ

た
ち
ま

う
つ

さ

自
我
忽
遷
去

我
れ
忽
ち
に
遷
り
去
り
し
よ
り

こ

き
み

此
君
遠
離
別

此
の
君
に
遠
く
離
れ
別
れ
に
き

さ
い
ふ

と
う
り

西
府
与
東
籬

西
府
と
東
籬
と

く
わ
ん
ざ
ん

せ
う
そ
く
た

関
山
消
息
絶

関
山

消
息
絶
え
ぬ

そ
む

さ
は

あ
ら

非
唯
地
乖
限

た
だ
に
地
の
乖
き
限
れ
る
の
み
に
非
ず

さ
む
れ
つ

あ

あ

遭
逢
天
惨
烈

天
の
惨
烈
な
る
に
遭
ひ
逢
ふ

か
な

も
だ

あ
た

憫
黙
不
能
眠

憫
し
び
黙
し
て
眠
る
こ
と
能
は
ず

ふ
ん
ぷ
ん

よ
も
す
が
ら

紛
紛
専
夜
雪

紛
紛
た
り

専
夜
の
雪

は
く
を
く

う
づ
も

み

近
看
白
屋
埋

近
く
白
屋
の
埋
れ
る
を
看
る

は
る
か

へ
き
せ
ん

遥
知
碧
鮮
折

遥
に
碧
鮮
の
折
る
る
を
知
る

か
ぼ
く

の
が

あ
か

家
僕
早
逃
散

家
僕
は
早
く
逃
れ
散
ち
ぬ

し
の

は
ら

す

凌
寒
誰
掃
撤

寒
さ
を
凌
ぎ
て
誰
か
掃
ひ
撤
て
む

ち
よ
く

う
だ

た

ま
ど

抱
直
自
低
迷

直
を
抱
き
て

自
ら
低
れ
迷
ふ

て
い

ふ
ふ

む
な

わ

含
貞
空
破
裂

貞
を
含
み
て

空
し
く
破
れ
裂
け
ぬ

ぎ
よ
か
ん

よ

長
者
好
漁
竿

長
き
者
は
漁
竿
に
好
か
り
し
に

く

た

き

悔
不
早
裁
截

悔
ゆ
ら
く
は

早
く
裁
ち
截
ら
ざ
り
し
こ
と
を
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よ

短
者
宜
書
簡

短
き
者
は
書
簡
に
宜
か
り
し
に

ね
た

つ
ら

妬
不
先
編
列

妬
ま
く
は

先
づ
編
み
列
ね
ざ
り
し
こ
と
を

ふ
む
だ

さ

ま
た
さ
を

た

提
簡
且
垂
竿

簡
を
提
げ
且
竿
を
垂
り
た
ら
ま
せ
ば

わ

よ
ろ
こ

た

吾
生
堪
以
悦

吾
が
生
悦
び
に
堪
へ
た
ら
ま
し
も
の
を

し
る
し

千
万
言
無
效

千
た
び
万
た
び

言
ふ
と
も
效
な
か
ら
む

れ
ん
じ

を
え
つ

漣
洏
亦
嗚
咽

漣
洏
と
し
て
ま
た
嗚
咽
す

た
と

ふ

ぢ

え

縦
不
得
扶
持

縦
ひ
扶
持
す
る
こ
と
得
ず
と
も

し
ぼ

お
く

せ
つ

い
か
ん

其
奈
後
凋
節

凋
み
に
後
る
る
節
を
其
奈

昌
泰
四
年
（
九
〇
一
）
一
月
二
五
日
に
、
大
宰
権
帥
と
し
て
の
左
降
す
る
勅
が
く
だ
さ
れ
、
わ
ず
が
六
日
後
の
二
月
一
日
に
京
を
離

れ
て
い
る
。
筑
前
国
ま
で
は
陸
路
で
一
四
日
、
海
路
で
三
〇
日
だ
か
ら
、
二
月
下
旬
あ
る
い
は
三
月
の
上
旬
に
は
、
配
所
で
あ
る
大
宰

府
南
館
に
着
い
た
と
思
わ
れ
る
。
元
号
が
あ
ら
た
ま
り
延
喜
と
な
っ
た
冬
。
す
で
に
小
雪
が
ち
ら
つ
く
こ
と
は
あ
っ
た
が
（
後
集
四
八

七
「
東
山
の
小
雪
」）、
い
よ
い
よ
本
格
的
な
冬
が
訪
れ
た
。『
菅
家
後
集
』
で
は
こ
の
一
作
の
直
後
に
、「
寺
鐘
を
聴
く
」（
四
九
一
）

が
あ
り
二
月
一
七
日
の
日
付
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
さ
ら
に
後
の
作
に
「
元
年
立
春
」（
四
九
二
）
が
あ
り
、
こ
れ
は
一
二
月
一
九
日
の

こ
と
で
あ
る
。

「
寺
鐘
を
聴
く
」
の
作
品
の
内
容
か
ら
み
て
、
ど
う
や
ら
一
二
月
一
五
日
か
ら
は
じ
ま
る
仏
名
懺
悔
会
の
梵
鐘
を
聴
き
つ
つ
創
作
し

た
と
思
わ
れ
、
二
月
一
七
日
の
日
付
は
一
二
月
一
七
日
の
誤
写
と
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、「
雪
の
夜
に
家
な
る
竹
を
思
ふ
」
は
、
お

そ
く
と
も
延
喜
元
年
一
二
月
一
七
日
以
前
（
当
日
も
ふ
く
め
て
）
の
作
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

某
日
、
大
宰
府
は
豪
雪
と
な
っ
た
ら
し
い
。
ま
る
で
晴
天
の
霹
靂
の
よ
う
に
左
遷
の
命
を
う
け
、
宣
風
坊
の
家
を
離
れ
て
、
庭
で
育

「雪夜思家竹」を中心に（東）
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て
て
い
た
「
此
の
君
」
と
離
れ
離
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
う
た
う
。

し
く
ん

右
の
作
品
か
ら
、
ま
ず
「
此
の
君
」
の
素
性
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。「
此
の
君
」（
此
君
と
も
い
う
）
と
は
竹
の
異
名
で
、『
世

説
新
語
』「
任
誕
篇
」
に
あ
る
王
子
猷
（
？
〜
三
八
八
）
の
奇
行
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

か
つ

し
ば
ら

す
な
は

う

し
か

わ
づ
ら

王
子
猷
嘗
て
暫
く
人
の
空
宅
に
寄
り
て
住
み
、
便
ち
竹
を
種
え
し
む
。
或
ひ
と
問
ふ
、
暫
く
住
む
に
何
ぞ
爾
す
る
を
煩
は
さ
ん
、

せ
う
え
い

や
や

た
だ
ち

さ

こ

な

べ

と
。
王
嘯
詠
す
る
こ
と
良
久
し
く
、
直
に
竹
を
指
し
て
曰
く
、
何
ぞ
一
日
も
此
の
君
無
か
る
可
け
ん
や
、
と
。

き

し

し
ゆ
う

王
羲
之
の
第
五
子
の
徽
之
（
子
猷
）
は
、
風
雅
に
と
み
、
第
二
子
の
凝
之
、
第
七
子
の
献
之
ら
と
同
じ
く
書
を
よ
く
し
た
が
、
さ
ま

ざ
ま
な
奇
行
で
も
知
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。
子
猷
が
空
き
家
を
借
り
て
引
っ
越
し
た
が
、
す
ぐ
に
竹
を
植
え
た
と
い
う
。
そ
こ
で
あ
る

う
そ
ぶ

人
物
が
、
し
ば
ら
く
住
む
だ
け
な
の
に
わ
ざ
わ
ざ
竹
を
植
え
る
必
要
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
問
う
た
。
し
ば
ら
く
嘯
き
う
た
っ
て
い
た

の
だ
が
、
ま
っ
す
ぐ
竹
を
指
さ
し
て「
一
日
た
り
と
も
竹
な
し
に
い
ら
れ
よ
う
か
」と
返
答
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
故
事
を
も
っ

て
竹
を
「
此
の
君
」
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

子
猷
の
竹
へ
の
偏
愛
は
別
に
も
語
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
『
世
説
』
の
「
簡
傲
」
に
も
あ
っ
て
、
こ
う
で
あ
る
。

か
つ

い
ち
し
た
い
ふ

か
う
ち
く

す
で

ま
さ

ゆ

王
子
猷
嘗
て
行
き
て
呉
中
を
過
ぎ
、
一
士
大
夫
の
家
に
極
め
て
好
竹
有
る
を
見
る
。
主
已
に
子
猷
が
当
に
往
く
べ
き
を
知
り
、
乃

さ
い
さ
う
し
せ
つ

あ

ざ

け
ん
よ

た
だ

ち
く
か

い
た

ふ
う
せ
う

や
や

ち
灑
掃
施
設
し
、
聴
事
に
在
り
て
坐
し
て
相
待
つ
に
、
王
は
肩
輿
に
し
て
径
ち
に
竹
下
に
造
り
、
諷
嘯
す
る
こ
と
良
久
し
う
す
。

す
で

な

か
へ

ま
さ

こ
ひ
ね
が

つ
ひ

た
だ
ち

ほ
つ

お
ほ

た
へ

す
な
は

主
已
に
失
望
す
る
も
、
猶
ほ
還
る
と
き
当
に
通
ず
べ
き
を
冀
ふ
に
、
遂
に
直
に
門
を
出
で
ん
と
欲
す
。
主
人
大
い
に
堪
へ
ず
、
便

ゆ
る

あ
ら
た

こ
れ

し
や
う

す
な
は

く
わ
ん

ち
左
右
を
し
て
門
を
閉
ぢ
て
出
づ
る
を
聴
さ
ざ
ら
し
む
。
王
更
め
て
此
を
以
て
主
人
を
賞
し
、
乃
ち
留
坐
し
、
歓
を
尽
し
て
去
る
。
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か
つ
て
呉
の
地
方
を
通
り
か
か
っ
た
折
に
、
あ
る
士
大
夫
の
庭
に
す
ば
ら
し
い
竹
が
あ
る
の
を
見
つ
け
る
。
そ
こ
の
主
人
は
、
竹
好

き
の
子
猷
の
こ
と
だ
か
ら
、き
っ
と
訪
れ
て
く
れ
る
に
ち
が
い
な
い
と
、庭
を
掃
い
て
迎
え
る
用
意
を
し
、広
間
で
子
猷
の
到
着
を
待
っ

て
い
る
。
士
大
夫
が
ど
の
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
子
猷
が
竹
の
愛
好
家
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
自
分
自

身
も
子
猷
同
様
に
竹
好
き
で
、
端
正
に
育
て
た
竹
を
話
題
に
し
た
く
て
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

予
想
ど
お
り
、
子
猷
は
こ
の
士
大
夫
の
邸
宅
へ
と
輿
を
進
め
る
。
当
然
、
主
人
に
あ
い
さ
つ
を
し
、
そ
の
案
内
で
庭
園
へ
と
足
を
運

ぶ
の
が
、
常
識
的
な
マ
ナ
ー
だ
ろ
う
。
こ
の
家
の
主
人
は
広
間
で
歓
待
の
準
備
を
し
て
こ
こ
ろ
ま
ち
に
坐
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
あ
て
は
は
ず
れ
て
し
ま
う
。
竹
林
の
持
ち
主
は
ま
る
で
眼
中
に
な
く
、
輿
に
乗
っ
た
ま
ま
庭
園
へ
と
真
っ
す
ぐ
に
輿
を
入
れ
込
み
、

竹
の
と
こ
ろ
で
何
か
吟
詠
し
て
い
る
よ
う
す
。
広
間
の
主
人
に
は
目
も
く
れ
な
い
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
し
ば
ら
く
し
て
興
も
尽
き
た
の
か
、
子
猷
は
そ
の
ま
ま
門
を
出
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
に
は
さ
す
が
に
主
人
は
我
慢
な
ら
ず
、

左
右
の
も
の
に
門
を
閉
じ
さ
せ
出
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
を
知
っ
た
子
猷
は
、
あ
ら
た
め
て
こ
の
家

の
主
人
に
関
心
を
も
ち
、
腰
を
お
ち
つ
か
せ
て
歓
を
尽
く
し
た
後
に
帰
っ
て
い
っ
た
、
と
。

た
い
き

王
子
猷
の
行
動
は
、
別
に
ふ
と
戴
逵
（
三
二
六
〜
三
九
六
）
を
思
い
出
し
大
雪
の
中
を
一
晩
か
け
て
訪
ね
た
も
の
の
、
そ
の
門
前
ま

で
や
っ
と
到
着
し
な
が
ら
内
に
は
入
ら
ず
、
会
う
こ
と
な
し
に
引
き
返
し
て
し
ま
っ
た
と
い
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
（『
世
説
』「
任
誕
」）

に
似
て
い
る
。
興
に
乗
じ
て
行
き
、
興
尽
き
て
帰
ろ
う
と
し
た
奇
行
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
し
、
先
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
、
も
う
ひ
と
り

の
奇
行
の
主
が
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
竹
の
虜
に
な
っ
て
い
る
呉
中
の
「
一
士
大
夫
」
そ
の
人
で
あ
る
。
た
か
が
竹
を
見
る
た
め
に

立
ち
寄
っ
た
だ
け
な
の
に
、
家
を
あ
げ
て
の
て
ん
や
わ
ん
や
の
大
騒
ぎ
で
あ
る
。
竹
に
魅
了
さ
れ
た
ゆ
え
の
奇
行
で
あ
り
、
そ
れ
は
子

猷
と
共
有
す
る
「
興
」
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
道
真
も
ま
た
詩
人
・
文
人
と
し
て
、
こ
う
し
た
「
好
竹
」
へ
と
つ
な
が
ろ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
道
真
は
、
雪
に
埋
も
れ
無
残
に
も
割
れ
裂
け
た
竹
に
、
ど
の
よ
う
な
心
象
を
い
だ
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を

「雪夜思家竹」を中心に（東）
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明
ら
か
に
す
る
に
は
、
ま
ず
は
竹
を
詠
う
ほ
か
の
作
品
に
も
目
配
り
が
必
要
だ
ろ
う
。

二

さ
ら
に
道
真
の
竹
を

道
真
の
作
品
か
ら
、
さ
ら
に
竹
を
詠
う
作
品
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

疎
竹
（
文
草
一
五
七
）

こ

き
み

い
づ

と
こ
ろ

し
ゆ

⑴

此
君
何
処
種

此
の
君
は
何
れ
の
処
の
種
ぞ

み
や
び
か

し
い
う

ま
が
き

あ

閑
在
子
猷
籬

閑
に
子
猷
の
籬
に
在
り
き

か
ん
さ
う

か
た
ち
が
ひ

不
謝
寒
霜
苦

寒
霜
の
苦
し
び
を
謝
せ
ず

そ
う
じ
つ

し

あ

唯
充
送
日
資

た
だ
送
日
の
資
に
充
て
ら
く
の
み

そ

す
で

う

殺
青
書
已
倦

青
き
を
殺
し
て

書
已
に
倦
む

は
く

し
つ
あ
ひ
よ

生
白
室
相
宜

白
を
生
じ
て

室
相
宜
し

あ
い

こ
そ
う

こ
こ
ろ

可
愛
孤
叢
意

愛
す
べ
し

孤
叢
の
意

て
い
し
む

わ
れ

貞
心
我
早
知

貞
心

我
早
く
知
る

新
竹
（
文
草
一
八
一
）

こ

き
み

し
ゆ

き
う
か

ね

わ
か

⑵

此
君
分
種
旧
家
根

此
の
君
は
種
を
旧
家
の
根
よ
り
分
て
り

も
と

ち
ひ
さ

一
二
年
来
最
小
園

一
二
年
よ
り
こ
の
か
た

最
も
園
に
小
か
り
き
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こ
と
し

あ
ら
た

す
ぐ

今
夏
新
生
長
又
直

今
の
夏
新
に
生
ひ
て
長
く
し
て
さ
ら
に
直
な
り

き

て
う
を
う

す

剪
将
欲
入
釣
翁
門

剪
り
て
釣
翁
の
門
に
入
れ
む
と
将
欲

家
の
竹
を
思
ふ
（
文
草
二
二
六
）

さ
む
ぽ

ら
う
か
ん

う

た
か
む
な
あ

⑶

三
畝
琅
玕
種
有
筠

三
畝
の
琅
玕

種
ゑ
て
筠
有
り

は
じ

わ
か

始
従
旧
宅
小
園
分

始
め
旧
宅
の
小
園
よ
り
分
ち
た
り
き

わ
づ
か

か
く
む

い
う
こ
ん

よ

纔
馮
客
夢
遊
魂
見

纔
に
客
夢
の
遊
魂
に
馮
り
て
見
る

し
こ
う

適
問
家
書
使
口
聞

た
ま
た
ま
家
書
の
使
口
に
問
ひ
て
聞
く

こ
と

う
ら

て
い
め
い

の
こ

く
じ

殊
恨
低
迷
摧
宿
雪

殊
に
恨
む
ら
く
は

低
迷
し
て
宿
り
の
雪
に
墔
け
む
こ
と

き

ち
や
う
や
う

は
ら

不
期
長
養
払
秋
雲

期
せ
ず

長
養
し
て
秋
の
雲
を
払
は
む
こ
と
を

い
ち
じ
つ

は

子
猷
一
日
猶
馳
恋

子
猷
一
日
だ
に

な
ほ
し
恋
ひ
を
馳
せ
し
も
の
を

あ
に
あ

わ
た

豈
敢
渉
年
無
此
君

豈
敢
へ
て
年
を
渉
り
て
此
の
君
な
か
ら
む
や

う

源
納
言
、
家
の
竹
を
移
し
種
ゑ
た
ま
ふ
に
謝
し
奉
る
（
文
草
三
二
九
）

ぎ
む
せ
う

も
の
く

す

⑷

吟
嘯
此
君
口
棄
飡

此
の
君
を
吟
嘯
し
て

口
に
飡
ふ
こ
と
を
棄
つ

あ
に

し
ゆ
ら
ん

た

豈
堪
移
去
入
朱
欄

豈
移
し
去
り
て

朱
欄
に
入
る
る
に
堪
へ
む
や

こ
う
し
む

こ

て
ん
し

つ
よ

空
心
為
是
天
姿
勁

空
心
は

是
れ
天
姿
の
勁
き
が
た
め
な
り

そ
う
か
ん

な
ん

あ
ら

痩
幹
寧
非
地
勢
寒

痩
幹
は

寧
ぞ
地
勢
寒
き
に
よ
る
に
非
ざ
ら
む
や

と
か
ん

な

雖
有
旧
編
成
蠧
簡

旧
編
有
り
と
い
へ
ど
も

蠧
簡
と
成
り
ぬ

「雪夜思家竹」を中心に（東）
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ま
た

き

ぎ
よ
か
ん

あ

さ
ま
た

且
妨
新
截
当
魚
竿

且
新
た
に
截
り
て

魚
竿
に
当
つ
る
こ
と
を
妨
ぐ

り
や
う
わ
う

こ
て
い

し

ほ

梁
王
欲
識
孤
貞
節

梁
王

孤
貞
の
節
を
識
ら
む
こ
と
を
欲
り
し
た
ま
は
ま
し
か
ば

こ

し
や
う
じ
よ

う
ち

み

請
喚
相
如
雪
裏
看

請
ふ
ら
く
は

相
如
を
喚
び
て

雪
の
裏
に
看
し
め
む
こ
と
を

睡
ら
ず
（
文
草
三
〇
八
）

ね
ぶ

と
う
と
う

ご
か
う

⑸

不
睡
騰
騰
送
五
更

睡
ら
ず
し
て

騰
騰
と
し
て
五
更
を
送
る

ね
む
ご
ろ

わ

い
へ

ひ
む
が
し

苦
思
吾
宅
在
東
京

苦
に
思
ふ

吾
が
宅
の
東
の
京
に
在
る
こ
と
を

ち
く
り
ん

く
わ
ゑ
ん

さ

竹
林
花
苑
今
忘
却

竹
林

花
苑

今
や
忘
れ
却
り
ぬ

き
く
な
ら

ぐ
わ
い
そ
ん

聞
道
外
孫
七
月
生

聞
道
く

外
孫
の
七
月
に
生
れ
た
り
と
い
ふ
こ
と
を

⑴
の
「
疎
竹
」
は
元
慶
九
年
（
仁
和
元
年
）、
道
真
四
一
歳
の
作
で
あ
る
。
ひ
と
群
の
竹
を
「
此
の
君
」
と
称
し
て
愛
し
た
王
子
猷

に
思
い
を
は
せ
て
、
庭
の
竹
を
な
が
め
て
い
る
。
竹
は
霜
が
降
り
て
も
青
く
、
色
鮮
や
か
さ
は
か
わ
ら
ず
、
日
々
の
竹
簡
と
な
っ
て
い

る
。「
青
き
を
殺
し
て
」
は
、
書
写
用
と
し
て
用
い
る
た
め
に
、
火
に
あ
ぶ
っ
て
書
き
や
す
く
し
た
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
紙
の
普
及
し
て
い
た
京
都
で
道
真
が
竹
簡
を
用
い
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
竹
簡
の
青
と
「
殺
青
」
を
ほ
ど
こ
し

た
白
の
彩
に
、
書
き
倦
む
ほ
ど
に
書
き
重
ね
て
き
た
、
道
真
の
満
足
感
も
う
か
が
え
そ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
、
お
前
が
う
ち
に
宿
し
た
貞
堅
の
心
を
、
わ
た
し
は
早
く
か
ら
知
っ
て
い
る
の
だ
と
、
ひ
と
群
の
竹
に
語
り
か
け
る
の
で
あ

も
ん
じ
よ
う

ほ
の
か

り
ほ
う

ひ
そ
か

そ
げ
ふ

る
。
結
句
の
「
我
」
は
別
に
「
文
章
は
暗
に
家
の
風
に
誘
は
る
、
吏
部
は
愉
に
祖
業
存
す
る
に
因
る
（
文
章
博
士
に
な
れ
た
の
は
父
祖

た
は
ぶ
れ

伝
来
の
家
風
の
お
か
げ
で
あ
り
、
式
部
少
輔
に
な
れ
た
の
も
、
父
祖
の
偉
業
ゆ
え
で
あ
る
）」（「
読
書
の
後
に
、
戯
に
諸
進
士
に
寄
す
」

文
草
八
二
）
と
い
っ
た
菅
原
氏
の
職
掌
に
自
負
を
も
つ
「
我
」
と
同
じ
「
我
」
だ
ろ
う
。
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こ
と
し
だ
け

⑵
の
「
新
竹
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
今
年
竹
」
の
意
で
あ
る
。
庭
に
生
え
て
い
る
竹
は
、
も
と
の
家
に
あ
っ
た
竹
林
か
ら
根
分
け
し

て
移
植
し
た
も
の
で
、
こ
の
二
、
三
年
は
小
さ
な
群
竹
の
ま
ま
で
変
わ
り
映
え
し
な
か
っ
た
の
だ
が
、
今
夏
に
な
っ
て
は
じ
め
て
地
下

た
け
の
こ

茎
か
ら
芽
が
伸
び
筍
が
育
ち
、
み
ご
と
な
竹
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
こ
れ
を
切
っ
て
、
釣
り
の
爺
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
も
っ
て
い
こ
う
と
い

う
の
で
あ
る
。

な
り
わ
い

「
釣
翁
の
門
」
は
魚
釣
り
を
生
業
と
す
る
老
人
の
家
と
解
し
て
も
よ
い
が
、
こ
の
翁
は
、
た
と
え
ば
有
名
な
『
楚
辞
』「
漁
夫
辞
」
に

く
わ
ん
じ

え
い

こ

登
場
す
る
「
漁
夫
、
莞
爾
と
し
て
笑
ひ
、
枻
を
鼓
し
て
去
る
」
漁
夫
、
つ
ま
り
、
世
俗
を
は
な
れ
身
を
隠
し
て
、
江
湖
に
釣
り
を
し

き
ん
ぜ
ん

て
欣
然
と
楽
し
む
、
そ
う
し
た
隠
者
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い

⑶
の
「
家
の
竹
を
思
ふ
」
は
、
仁
和
三
年
（
八
八
七
）
の
作
。
道
真
は
前
年
二
年
一
月
一
六
日
、
讃
岐
国
守
に
任
じ
ら
れ
た
。
地
方

あ

す
な
は

官
と
な
っ
て
任
地
へ
到
着
し
た
の
は
三
月
半
ば
、
道
中
「
中
途
に
し
て
春
を
送
る
」・「
途
中
に
し
て
中
進
士
に
遇
ひ
て
、
便
ち
春
試
の

二
三
子
を
訪
ふ
」と
題
し
て
二
首
を
創
作
、
そ
こ
で
は「
春
は
客
行
く
ひ
と
を
送
り

客
は
春
を
送
る
、
心
を
傷
ぶ

四
十
二
年
の
人
」

（
文
草
一
八
八
）
と
う
た
っ
て
い
る
。「
四
十
二
年
の
人
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
道
真
自
身
で
あ
る
。
祖
父
の
清
公
も
父
の
是
善
も
、

地
方
官
僚
と
な
っ
て
外
地
に
赴
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
だ
け
に
、
讃
岐
国
へ
の
道
中
は
け
っ
し
て
楽
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

こ
と
は
讃
岐
で
暮
ら
し
始
め
て
か
ら
も
同
じ
で
、
鬱
々
と
し
て
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
ら
し
い
。
讃
岐
国
の
公
邸
に
も
庭
園
が
あ
っ

た
は
ず
で
、
そ
こ
に
も
竹
が
生
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
見
れ
ば
、
や
は
り
思
い
出
す
の
は
京
都
宣
風
坊
に
あ
る
私
邸
の
竹
。
三

う
ね

筋
の
畝
に
植
え
た
竹
が
茂
り
、
今
頃
は
筍
も
生
え
て
い
る
だ
ろ
う
と
想
像
す
る
。「
琅
玕
」
は
崑
崙
山
か
ら
出
土
す
る
美
し
い
玉
を
い

い
、
竹
に
最
大
の
讃
美
を
よ
せ
て
い
る
。
そ
の
竹
と
別
れ
讃
岐
に
い
る
道
真
は
、
夢
路
を
ふ
ら
ふ
ら
遊
行
す
る
魂
だ
け
が
、
か
ろ
う
じ

て
わ
が
家
の
竹
や
ぶ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

京
か
ら
便
り
を
運
ん
で
き
た
使
い
に
、
竹
の
近
況
を
訪
ね
て
み
る
。
す
る
と
、
冬
の
降
雪
の
重
み
に
耐
え
か
ね
て
、
折
れ
て
し
ま
っ

た
と
い
う
。「
三
畝
」
は
三
〇
歩
ほ
ど
で
そ
れ
ほ
ど
広
く
は
な
い
が
、
わ
ざ
わ
ざ
旧
宅
か
ら
移
植
し
大
切
に
育
て
て
き
た
竹
で
、
本
来

「雪夜思家竹」を中心に（東）
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な
ら
秋
の
雲
を
払
う
よ
う
な
丈
高
く
堂
々
た
る
姿
に
な
っ
て
ほ
し
い
の
だ
が
、
そ
う
い
う
欲
を
か
く
よ
う
な
望
み
は
も
た
ぬ
、
せ
め
て

残
っ
た
竹
林
が
雪
の
重
み
に
く
じ
け
な
い
で
育
っ
て
ほ
し
い
。
こ
れ
が
道
真
の
願
い
で
あ
る
。
子
猷
は
一
日
「
此
の
君
」
を
見
な
く
て

も
恋
し
い
と
し
た
が
、
道
真
の
場
合
に
は
、
す
で
に
一
年
を
こ
え
て
い
た
。

⑷
「
源
納
言
、
家
の
竹
を
移
し
種
ゑ
た
ま
ふ
に
謝
し
奉
る
」
は
、
寛
平
二
年
（
八
九
〇
）
の
作
。
こ
の
年
の
春
、
道
真
は
官
僚
の
交

替
の
ル
ー
ル
で
あ
る
「
交
替
式
」
に
し
た
が
わ
ず
に
、
帰
京
し
て
い
る
。
本
来
な
ら
ば
後
任
の
国
守
が
業
務
の
監
査
を
ふ
く
む
引
き
継

ぎ
を
お
こ
な
い
、
監
査
済
み
の
証
明
書
を
も
ら
っ
て
は
じ
め
て
帰
任
す
る
の
だ
が
、
道
真
は
こ
の
解
由
制
度
の
ル
ー
ル
を
守
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
帰
任
後
、
公
務
違
反
の
弾
劾
の
対
象
に
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
後
、
蔵
人
頭
と
な
り
（
寛
平
三
年
二
月
二
九
日
）、

式
部
少
輔
と
な
り
（
同
年
三
月
九
日
）、
左
中
弁
を
兼
任
（
同
年
四
月
一
一
日
）
す
る
と
い
っ
た
、
宇
多
天
皇
の
異
常
と
も
い
え
る
抜

擢
に
よ
る
昇
任
ゆ
え
だ
ろ
う
（
1
）。

よ
し
あ
り

道
真
は
源
中
納
言
（
源
能
有
）
を
「
梁
王
」（
梁
の
孝
王
）
に
、
自
ら
を
司
馬
相
如
に
た
と
え
て
、「
孤
貞
の
節
」
を
う
っ
た
え
る
。

こ
の
あ
た
り
は
、
謝
恵
連
（
三
九
七
〜
四
三
三
）
の
「
雪
の
賦
」
に
拠
っ
て
い
る
と
み
て
、
確
か
だ
ろ
う
。
や
や
長
い
引
用
に
な
る
が
、

一
読
す
る
。ま

さ

す
で

ゆ
ふ
べ

し
う
う
ん

と
ゑ
ん

す
な
は

し
し
ゆ

歳
、
将
に
暮
れ
ん
と
し
、
時
既
に
昏
な
り
。
寒
風
積
り
、
愁
雲
、
繁
し
。
梁
王
悦
ば
ず
し
て
、
兔
園
に
遊
ぶ
。
迺
ち
旨
酒
を
置
き
、

ひ
ん
い
う

す
う
せ
い

ば
い
そ
う

ひ

す
ゑ

か
く

を

に
は

び
せ
ん
お

ふ

賓
友
に
命
ず
。
鄒
生
を
召
し
、
枚
叟
を
延
く
。
相
如
末
に
至
り
、
客
の
右
に
居
る
。
俄
か
に
し
て
微
霰
零
ち
、
密
雪
下
る
。
王
迺

し
う
が

し

ひ

し

ぬ

け
ん
じ

は

ち
北
風
を
衛
詩
に
歌
ひ
、
南
山
を
周
雅
に
詠
ず
。
簡
を
司
馬
大
夫
に
授
け
て
曰
く
、
子
の
秘
思
を
抽
き
、
子
の
妍
辞
を
騁
せ
よ
。

ひ
と

し
よ
う

は
か

く
わ
じ
ん

色
を
侔
し
う
し
称
を
揣
り
、
寡
人
の
爲
に
之
を
賦
せ
よ
。

梁
の
あ
る
歳
の
暮
れ
、
文
帝
の
子
で
景
帝
の
弟
で
あ
る
劉
武
は
、
兔
園
に
遊
ん
だ
。
兔
園
は
自
ら
造
園
し
た
庭
園
で
、
三
〇
〇
里
四

16



せ
い
り
ゆ
う
し
ゆ
う

ふ

方
も
あ
り
、
な
か
に
は
落
猿
巌
、
栖
龍
岫
、
雁
池
、
鶴
州
、
鳬
島
と
い
っ
た
エ
リ
ア
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
多
く
の
宮
殿
や
楼
閣
が
建
て

す
う
せ
い

ら
れ
、
贅
を
尽
く
し
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。
梁
王
に
招
か
れ
た
の
は
、
ま
ず
鄒
生
（
鄒
陽
）、
次
い
で
枚
叟
（
枚
乗
）、
そ
し
て
相
如

り
ゆ
う
び

で
あ
る
。
鄒
生
は
か
つ
て
呉
王
劉
濞
に
仕
え
て
い
た
が
後
に
梁
王
の
も
と
に
就
い
た
。
枚
叟
も
、
呉
楚
七
国
の
乱
（
前
一
五
七
）
の

際
に
上
書
し
て
い
さ
め
た
も
の
の
、
呉
王
が
と
り
あ
げ
な
か
っ
た
こ
と
で
そ
こ
を
去
り
、
梁
王
の
も
と
で
賓
客
と
な
っ
て
い
た
。
辞
賦

の
創
作
を
争
っ
た
文
人
で
の
ひ
と
り
で
、「
七
」
と
い
う
新
文
体
を
開
い
た
こ
と
で
有
名
だ
ろ
う
（
2
）。

そ
し
て
司
馬
相
如
で
あ
る
。
相
如
は
最
後
に
参
上
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
人
た
ち
の
上
席
に
つ
い
て
、
梁
王
の
リ
ク
エ
ス
ト
に

こ
た
え
る
。
王
は
ち
ら
つ
い
て
い
た
雪
が
や
が
て
大
雪
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、『
詩
経
』（
邶
風
）
か
ら
「
北
風
の
詩
」
を
、
そ
し
て
同

じ
『
詩
経
』（
小
雅
）
か
ら
「
信
南
山
」
を
詠
い
（
3
）、

司
馬
相
如
に
竹
簡
を
手
渡
し
、
雪
の
美
し
さ
を
賦
す
よ
う
に
命
じ
る
の
で
あ
る
。

相
如
は
席
を
外
し
再
拝
し
て
雪
を
詠
じ
た
先
行
す
る
作
品
を
ま
ず
紹
介
し
な
が
ら
、

ふ
ん
う
ん

し
よ
う
さ
く

あ
い
あ
い

え
き
え
き

れ
ん
ぺ
ん

ひ
し
や

べ
ん
え
ん

え
い
え
い

散
漫

交
錯

氛
氳

蕭
索

藹
藹

浮
浮
ひ
ょ
う
ひ
ょ
う

弈
弈

聯
翩

飛
灑

徘
徊

委
積

便
娟

縈
盈

積
素

爛

燦

ひ
ん
ぷ
ん

は
ん
ぶ

繽
紛

繁
騖

と
い
っ
た
、
辞
賦
の
特
性
と
も
い
う
べ
き
難
解
な
漢
字
を
書
き
重
ね
、
微
に
入
り
細
に
わ
た
っ
て
雪
が
降
る
さ
ま
を
活
写
し
て
い
く
。

い
ま
便
宜
的
に
現
代
語
訳
を
こ
こ
ろ
み
る
な
ら
、
次
の
よ
う
に
口
訳
で
き
よ
う
か
。

そ
の
様
子
は
、
散
り
乱
れ
（
散
漫
）
交
わ
り
合
い
（
交
錯
）、
さ
か
ん
に
降
り
（
氛
氳
）、
も
の
寂
し
く
（
蕭
索
）、
集
ま
り
合
っ

て
（
藹
藹
）
は
浮
き
上
が
り
（
浮
浮
）、
ひ
ょ
う
ひ
ょ
う
と
盛
ん
に
（

）
降
る
。
次
々
に
飛
び
そ
そ
ぎ
（
弈
弈
・
聯
翩

飛

灑
）、
ぐ
る
ぐ
る
回
り
な
が
ら
（
徘
徊
）
も
積
も
っ
て
い
く
（
委
積
）。
初
め
は
い
ら
か
、
次
い
で
棟
を
舞
い
落
ち
て
（
便
娟
）
う

「雪夜思家竹」を中心に（東）
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ひ
さ
し

ず
め
、
つ
い
に
は
す
だ
れ
を
巻
き
上
げ
、
す
き
間
か
ら
降
り
込
ん
で
く
る
。
初
め
は
廂
の
あ
た
り
を
ぐ
る
ぐ
る
回
っ
て
い
る
が
、

の
ち
に
は
カ
ー
テ
ン
の
と
こ
ろ
ま
で
舞
い
込
ん
で
く
る
（
縈
盈
）。
…
…
積
も
っ
た
雪
（
積
素
）
が
ま
だ
消
え
ず
、
朝
の
白
日
が

鮮
や
か
に
さ
す
と
き
ら
き
ら
と
輝
い
て
（
爛
）、
そ
れ
は
ま
る
で
燭
龍
（
4
）が

光
を
口
に
く
わ
え
て
崑
崙
山
を
照
ら
し
て
い
る
よ
う
。

つ
ら
ら

と
い

ひ
よ
う
い

ま
た
、
滴
り
お
ち
氷
柱
を
垂
れ
て
、
樋
を
流
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
さ
ん
さ
ん
と
き
ら
め
い
て
（
燦
）、
水
の
神
で
あ
る
馮
夷
が

ハ
マ
グ
リ
を
割
っ
て
そ
の
中
の
真
珠
を
つ
ら
ね
た
よ
う
で
す
（
5
）。

あ
の
雪
の
、
紛
紛
と
乱
れ
回
る
さ
ま
（
繽
紛
）
純
白
に
し
て
潔
白

な
よ
う
す
、
う
ず
ま
き
降
り
ま
つ
わ
り
積
も
る
勢
い
、
飛
び
集
ま
り
凍
り
輝
く
（
繁
騖
）
不
思
議
さ
は
、
ま
っ
た
く
変
転
き
わ
ま

り
な
い
も
の
が
あ
っ
て
、
よ
く
は
分
か
り
か
ね
る
の
で
す
。

と
い
っ
た
描
写
が
つ
づ
く
。
そ
の
後
は
、
こ
う
し
た
降
り
積
も
る
雪
の
き
わ
ま
り
な
い
楽
し
さ
が
さ
ら
に
つ
づ
ら
れ
る
の
だ
が
、
い
ま

は
省
略
に
ゆ
だ
ね
よ
う
。

作
品
の
ご
く
一
部
を
引
用
し
て
み
た
が
、
一
文
字
の
語
彙
と
も
二
文
字
の
語
彙
と
も
判
別
の
つ
か
な
い
圧
倒
的
な
漢
字
の
力
の
よ
っ

て
、
雪
景
が
か
た
ど
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
相
如
の
披
露
す
る
「
雪
の
賦
」
を
鑑
賞
し
て
、
鄒
陽
は
も
だ
え
ん
ば
か
り
に
感
服
し
、
相
如
の
作
に
つ
づ
け
て
「
積
雪
の

賦
」
と
「
白
雪
の
賦
」
を
創
作
し
て
宴
席
で
披
露
す
る
。
そ
の
披
露
が
終
わ
る
や
否
や
、
興
奮
を
お
さ
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
梁
王
は
、

か
た
わ
ら
に
侍
す
る
枚
乗
に
、「
雪
の
賦
」
を
し
め
括
る
一
文
、
す
な
わ
ち
「
乱
」
の
創
作
を
命
じ
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
こ
こ

に
、
道
真
が
「
雪
の
賦
」
を
引
用
し
た
意
図
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

い
へ
ど

か
ろ

い
ま

し

こ

よ

乱
に
曰
く
、
白
羽
白
し
と
雖
も
、
質
以
て
軽
し
。
白
玉
白
し
と
雖
も
、
空
し
く
貞
を
守
る
。
未
だ
若
か
ず
、
茲
の
雪
の
時
に
因
つ

げ
ん
い
ん
こ

け
つ

く
ら

か
が
や

せ
つ
あ
に

け
つ

て
興
滅
す
る
に
。
玄
陰
凝
る
も
其
の
潔
を
昧
う
せ
ず
、
太
陽
曜
く
も
其
の
節
を
固
う
せ
ず
。
節
豈
我
が
名
な
ら
ん
や
、
潔
豈
我
が
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よ

し
よ
う
か
う

へ
う
れ
い

あ

か
た
ち

わ
か

そ

あ

貞
な
ら
ん
や
。
雲
に
憑
り
て
陞
降
し
、
風
に
従
つ
て
瓢
零
す
。
物
に
値
ひ
て
象
を
賦
し
、
地
に
任
せ
て
形
を
班
つ
。
素
は
遇
ふ

よ

を

そ

し
た
が

か
う
ぜ
ん

ほ
し
い
ま
ま

お
も
ん
ぱ
か

い
と
な

に
因
り
て
立
ち
、
汚
は
染
む
る
に
随
つ
て
成
る
。
心
を
皓
然
に
縦
に
し
、
何
を
か
慮
り
何
を
か
営
ま
ん
や
。

枚
乗
は
、
雪
の
本
性
を
賦
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
い
う
の
で
あ
る
。
ま
ず
羽
や
玉
の
白
さ
を
認
め
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
の
白
さ
は
雪

の
白
さ
に
及
ば
な
い
。
雪
は
、
冬
の
気
が
ど
れ
ほ
ど
き
び
し
く
て
も
そ
の
潔
白
さ
を
変
え
る
こ
と
も
な
い
し
、
逆
に
太
陽
が
か
が
や
き

そ
の
陽
気
が
高
ま
っ
て
も
、
そ
れ
に
左
右
さ
れ
て
雪
と
し
て
の
節
を
曲
げ
た
り
も
し
な
い
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
潔
白
で
あ
る
こ
と
に
固
執
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
雪
は
た
だ
た
だ
雲
の
動
き
に
し
た
が
っ
て
降
る
こ
と
、

風
の
ま
ま
に
漂
う
こ
と
、
降
り
積
も
る
も
の
の
か
た
ち
に
し
た
が
っ
て
、
自
在
に
お
の
れ
の
姿
を
か
え
る
こ
と
、
そ
れ
ら
が
む
な
し
く

白
さ
だ
け
を
守
っ
て
い
る
白
羽
や
白
玉
と
異
な
る
特
質
な
の
だ
、
と
詠
う
。
雪
の
白
さ
は
出
会
う
も
の
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
あ
り
、

た
と
え
ば
雪
の
汚
れ
は
染
め
ら
れ
る
ま
ま
に
汚
れ
る
だ
ろ
う
、
と
。「
汚
は
染
む
る
に
随
つ
て
成
る
」
に
は
、
い
ま
ひ
と
つ
私
見
が
及

ば
な
い
。

さ
ら
に
い
え
ば
、「
心
を
皓
然
に
縦
に
し
」
は
『
孟
子
』「
公
孫
丑
章
上
」
の
、

よ

あ
へ

我
言
を
知
る
。
我
善
く
吾
が
浩
然
の
気
を
養
ふ
、
と
。
敢
て
問
ふ
、
何
を
か
浩
然
の
気
と
謂
ふ
、
と
。
曰
く
、
言
ひ
難
き
な
り
。

し
だ
い
し
が
う

ち
よ
く

や
し
な

ふ
た

其
の
気
た
る
や
、
至
大
至
剛
、
直
を
以
て
養
う
て
害
す
る
こ
と
無
け
れ
ば
、
則
ち
天
地
の
間
に
塞
が
る
。
其
の
気
た
る
や
、
義
と

こ
れ

う

こ
れ

お
そ

お
こ
な
ひ

こ
こ
ろ
よ

道
と
に
配
す
。
是
無
け
れ
ば
餒
う
。
是
集
義
の
生
ず
る
所
の
者
に
し
て
、
義
襲
う
て
之
を
取
る
に
非
ざ
る
な
り
。
行
心
に
慊
か
ら

か
つ

ざ
る
こ
と
有
れ
ば
、
則
ち
餒
う
。
我
故
に
曰
く
、
告
子
は
未
だ
嘗
て
義
を
知
ら
ず
、
と
。
其
の
之
を
外
に
す
る
を
以
て
な
り
。

こ
う
そ
ん
ち
ゆ
う

弟
子
の
公
孫
丑
が
、
当
時
性
善
で
も
性
悪
で
も
な
い
と
い
う
説
を
建
て
て
論
陣
を
張
っ
て
い
た
告
子
な
る
人
物
と
孟
子
と
の
、
心

「雪夜思家竹」を中心に（東）
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の
発
動
の
あ
り
か
た
の
優
劣
を
、
質
問
し
た
く
だ
り
で
あ
る
。
孟
子
は
告
子
よ
り
も
自
分
の
ほ
う
が
よ
く
他
人
の
こ
と
ば
を
理
解
す
る

し
「
浩
然
の
気
」
を
養
っ
て
い
る
と
こ
た
え
、
こ
の
二
点
で
告
子
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
う
。
公
孫
丑
は
さ
ら
に
そ
の
「
浩
然
の

気
」
と
や
ら
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
問
う
。
孟
子
自
身
「
言
ひ
難
き
な
り
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、
説
明
も
い
さ
さ
か
あ

い
ま
い
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。

つ
づ
め
て
い
う
な
ら
、
ど
う
や
ら
こ
の
「
浩
然
の
気
」
は
天
地
の
あ
い
だ
に
あ
ふ
れ
る
元
気
（
万
物
の
生
命
力
で
あ
り
活
力
の
源
）

で
、
こ
の
う
え
な
く
大
き
な
気
を
い
う
ら
し
い
。

こ
の
気
は
正
義
と
人
道
に
配
合
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
義
と
道
か
ら
離
れ
て
し
ま
え
ば
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
す
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
し

ま
う
。
こ
れ
を
人
の
立
場
で
い
う
な
ら
、
道
義
に
し
た
が
い
内
部
に
は
ぐ
く
ん
で
い
く
な
ら
、
天
地
に
み
な
ぎ
る
ほ
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
「
浩
然
」
と
は
た
だ
虚
し
い
だ
け
の
広
が
り
で
は
な
く
、
自
然
に
生
じ
天
地
に
元
気
が
あ
ふ
れ
る
光
景
を
表
現
し
て
い

る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
謝
恵
連
「
雪
の
賦
」
の
雪
は
、
天
地
の
間
に
生
じ
た
公
明
正
大
な
物
象
と
位
置
づ
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

道
真
は
源
中
納
言
（
源
能
有
）
を
「
梁
王
」（
梁
の
孝
王
）
に
、
自
ら
を
司
馬
相
如
に
た
と
え
る
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
ふ
た
り
を

囲
繞
す
る
の
は
、
謝
恵
連
が
讃
仰
し
て
や
ま
な
い
兔
園
の
雪
景
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
⑸
の
「
睡
ら
ず
」
も
見
て
お
き
た
い
。「
冬
夜
九
詠
」（
文
草
三
〇
八
〜
三
一
六
）
の
う
ち
の
一
詠
で
あ
る
。「
冬
夜
九
詠
」

び

は
、収
載
順
に「
睡
ら
ず
」「
独
り
吟
ず
」「
山
寺
の
鐘
」「
経
を
誦
む
」「
老
松
の
風
」「
暁
の
月
」「
野
村
の
火
」「
水
の
声
」「
残
り
燈
」

で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
讃
岐
国
の
私
邸
で
う
た
わ
れ
た
寛
平
元
年
（
八
八
九
）
の
作
。

道
真
が
讃
岐
国
守
に
任
じ
ら
れ
た
の
は
仁
和
二
年
（
八
八
六
）
一
月
、
着
任
し
た
の
は
三
月
下
旬
。
寛
平
二
年
春
に
帰
京
し
て
い
る

の
で
、
久
し
く
都
を
離
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
仁
和
三
年
秋
に
帰
京
し
都
の
自
宅
で
年
を
越
し
、
翌
年
の

春
に
讃
岐
へ
帰
任
し
て
い
る
。
道
真
は
三
年
一
一
月
一
七
日
に
正
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
た
。
恒
例
と
し
て
毎
年
正
月
七
日
の
白
馬
節
会
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（
一
月
七
日
）
の
餐
宴
に
際
し
て
、
位
記
が
あ
た
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
に
関
わ
っ
て
帰
京
が
ゆ
る
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
（
6
）。

さ
ら
に
こ
の
年
の
冬
一
〇
月
に
も
ふ
た
た
び
上
京
し
た
ら
し
い
。
菅
家
廊
下
で
学
ん
で
い
た
擬
文
章
生
の
文
室
時
実
が
、
春
の
省
試

し
ん
じ

し
る

で
合
格
し
進
士
と
な
っ
た
。
そ
の
吉
報
を
道
真
は
「
春
牓
」（
春
の
公
報
）
で
知
っ
た
（
文
草
二
四
四
「
懐
ひ
を
書
し
て
文
才
子
に
寄

す
」・
二
四
五
「
文
進
士
の
及
第
せ
る
こ
と
を
聞
き
、
客
舎
の
壁
に
題
す
」）。
そ
の
後
、
時
実
は
老
母
を
残
し
て
道
真
の
い
る
讃
岐
国

を
訪
問
し
一
か
月
ほ
ど
滞
在
し
て
い
る
（
二
六
四
「
文
進
士
が
新
た
に
及
第
し
て
、
老
母
を
拝
辞
し
て
、
旧
師
を
尋
ね
訪
ひ
し
こ
と
を

謝
す
」）。
重
陽
の
節
会
を
過
ご
し
て
帰
京
し
て
い
る
か
ら
（
二
六
八
「
文
進
士
を
別
る
」）。
心
情
的
に
は
、
そ
れ
を
追
う
よ
う
に
し
て

道
真
も
帰
京
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
冬
夜
九
詠
」
は
、
九
首
が
「
冬
夜
」
を
主
題
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
連
作
と
し
て
の
意
味
も
明
ら
か
に
す
べ
き
だ
ろ
う
が
、
こ

こ
で
は
「
睡
ら
ず
」
だ
け
に
注
視
し
た
い
。「
騰
騰
と
し
て
五
更
を
送
る
」
は
、
気
が
高
ぶ
り
浅
い
眠
り
の
ま
ま
「
五
更
」
を
覚
え
た
、

の
意
。
一
夜
を
五
分
し
た
最
後
の
時
刻
。
季
節
に
よ
っ
て
異
な
る
が
冬
は
現
在
の
時
刻
で
、
冬
は
午
前
三
時
二
〇
分
頃
か
ら
六
時
頃
ま

で
だ
か
ら
、
眠
れ
な
い
ま
ま
朝
を
む
か
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
都
か
ら
讃
岐
国
に
も
ど
っ
て
き
た
道
真
は
、
郷
愁
に
責
め
ら
れ
て

気
が
た
か
ぶ
っ
て
眠
れ
な
か
っ
た
。
雅
な
宮
廷
の
こ
こ
か
し
こ
、
都
大
路
の
に
ぎ
わ
い
、
宣
風
坊
の
わ
が
家
、
懐
か
し
い
人
び
と
の
こ

と
が
思
わ
れ
て
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

か

「
騰
騰
」
は
、
楽
天
の
「
書
に
代
ふ
る
詩
一
百
韻
、
微
之
に
寄
す
」
に
よ
っ
た
と
す
る
、『
大
系
』
頭
注
の
指
摘
が
至
当
だ
ろ
う
。
元

和
五
年
（
八
一
〇
）
の
作
で
、
こ
の
頃
、
元
稹
は
左
降
さ
れ
江
陵
士
曹
参
軍
と
な
っ
て
湖
北
省
江
陵
県
に
い
た
。

た
だ
し
、
楽
天
の
「
騰
騰
」
は
、
同
じ
気
の
た
か
ぶ
り
で
は
あ
っ
て
も
、
栄
達
を
胸
に
朝
か
ら
晩
ま
で
刻
苦
勉
励
し
て
い
た
時
代
で

あ
り
、
と
も
に
遊
覧
も
し
詩
の
善
し
悪
し
を
め
ぐ
っ
て
議
論
し
た
り
碁
を
囲
ん
だ
り
も
し
て
い
た
時
代
で
あ
り
、
都
の
郊
外
の
曲
江
あ

た
り
ま
で
も
く
り
出
し
て
い
た
時
代
、
そ
う
よ
う
な
血
気
盛
ん
な
形
容
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、

こ
の
一
作
の
後
半
が
次
の
よ
う
に
結
ば
れ
て
い
る
の
を
看
過
し
て
は
な
る
ま
い
。

「雪夜思家竹」を中心に（東）
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い
ま
は
『
全
詩
集
』「
詩
意
」
か
ら
、
そ
の
一
部
を
一
読
す
る
。

ざ
ん

へ
ん

…
…
君
の
態
度
が
あ
ま
り
に
剛
直
厳
正
で
あ
つ
た
の
で
、
忽
ち
寵
臣
の
讒
を
被
り
、
江
陵
士
曹
に
貶
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。

そ
こ
で
君
は
…
…
幾
多
の
山
川
を
過
ぎ
て
任
地
に
到
着
し
た
。
故
郷
を
思
ひ
宮
闕
を
望
ん
で
常
に
心
を
傷
ま
し
め
、
春
の
鳥
、
秋

う
し
な

よ
う

そ
ぞ
ろ

か
ん
く

な

の
虫
を
聞
い
て
は
涙
を
流
し
た
。
ま
し
て
妻
を
喪
ひ
児
を
擁
し
て
、
坐
に
艱
苦
を
嘗
め
た
。
君
は
常
に
英
気
を
負
ひ
忠
心
を
抱
い

と

て
ゐ
て
も
、
誰
も
認
め
て
は
く
れ
ず
、
金
言
玉
性
も
空
し
く
埋
没
し
た
。
…
…
時
時
君
の
旧
宅
の
あ
た
り
を
訪
う
て
、
遥
に
君
を

憶
ふ
の
み
で
あ
る
。
茲
に
一
千
字
の
狂
詩
を
作
り
、
書
状
に
代
へ
て
遠
く
君
に
寄
せ
る
。

こ
う
し
た
白
楽
天
の
狂
詩
の
く
だ
り
か
ら
作
品
を
ひ
る
が
え
っ
て
み
る
と
、
元
和
五
年
の
楽
天
に
と
っ
て
、
か
つ
て
右
の
よ
う
な
苦

境
が
ま
っ
て
い
る
と
も
想
像
だ
に
せ
ず
、
意
気
揚
々
と
ふ
る
ま
っ
て
い
た
記
憶
も
、
い
ま
と
な
っ
て
は
「
騰
騰
」（
胸
を
か
む
よ
う
な

感
情
の
高
ま
り
）
の
意
を
お
び
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
そ
う
な
ら
、
道
真
の
「
騰
騰
」
と
類
似
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
し
、

道
真
も
じ
ゅ
う
ぶ
ん
そ
れ
を
感
得
し
た
う
え
で
の
表
現
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
眠
れ
な
い
異
様
な
高
ぶ
り
は
、
そ
の
底
辺
に

よ
ど澱

む
苦
し
み
が
看
て
取
れ
そ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
元
稹
に
よ
せ
た
楽
天
の
一
作
を
紹
介
し
よ
う
。

あ
ら
た

う

く
わ
い

む
く

元
九
が
新
に
栽
う
る
竹
に
対
し
て
懐
有
り
寄
せ
ら
る
る
に
酬
ゆ

は
じ

あ
ひ
し

昔
我
十
年
の
前
、
君
と
始
め
て
相
識
る
。

か
つ

か
ん

も
つ

こ

か

ち
よ
く

ひ

曾
て
秋
竹
の
竿
を
将
て
、
君
が
孤
且
つ
直
な
る
に
比
す
。

ち
う
し
ん

ぐ
わ
い
じ

き
は
ま

中
心
一
に
以
て
合
ひ
、
外
事
紛
と
し
て
極
り
無
し
。
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ふ
う
さ
う
を
か

共
に
秋
竹
の
心
を
保
ち
、
風
霜
侵
し
得
ず
。

き
ら

ご
ど
う

き

あ
ら
た

始
め
て
嫌
ふ
梧
桐
の
樹
、
秋
至
れ
ば
先
づ
色
を
改
む
る
を
。

や
う
り
う

や
は
ら

愛
せ
ず
楊
柳
の
枝
、
春
来
れ
ば
軟
か
に
し
て
力
無
き
を
。

あ
は
れ

の
ち

あ
ひ
お
も

憐
む
君
我
に
別
れ
て
後
、
竹
を
見
て
長
く
相
憶
ひ
、

あ

こ
と
さ
ら

て
い
こ

か
た
は
ら

う

常
に
眼
前
に
在
ら
し
め
ん
と
欲
し
、
故
に
庭
戸
の
側
に
栽
う
。

か
う
べ

わ
か

い
づ
こ

首
を
分
つ
て
今
何
処
ぞ
、
君
は
南
我
は
北
に
在
り
。

ぎ
ん

こ
れ

そ
く
そ
く

我
君
に
贈
る
詩
を
吟
じ
て
、
之
に
対
し
て
心
惻
惻
た
り
。

ち
か
ご

こ
れ
も
元
九
（
元
稹
）
が
江
陵
に
あ
っ
た
時
の
一
首
で
あ
る
。「
頃
ろ
元
九
に
贈
る
詩
あ
り
、
云
く
、
節
あ
り
秋
竹
の
竿
と
。
故
に

こ
れ

元
之
に
感
じ
、
因
つ
て
重
ね
て
寄
せ
ら
る
」
の
付
記
が
あ
る
。
元
稹
が
赴
任
し
た
江
陵
で
庭
前
に
竹
を
植
え
た
ら
し
い
。
そ
の
竹
を
な

が
め
て
い
て
、
か
つ
て
楽
天
が
贈
っ
て
く
れ
た
一
作
に
あ
っ
た
「
波
無
し
古
井
の
水
、
節
有
り
秋
竹
の
竿
」
を
思
い
出
し
現
況
の
思
い

う

を
詠
っ
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
元
稹
の
作
は
『
全
唐
詩
』（
巻
397
）
に
「
竹
を
種
う
」
（
7
）を

ひ
ろ
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は

ふ
た
り
が
話
題
に
し
て
い
る
「
波
無
し
古
井
の
水
、
節
有
り
秋
竹
の
竿
」
が
重
要
だ
ろ
う
。
先
立
つ
楽
天
の
作
は
、
こ
う
で
あ
る
。
作

品
の
前
半
を
引
用
す
る
。

元
稹
に
贈
る

く
わ
ん
い
う

我
宦
遊
に
従
つ
て
よ
り
、
七
年
長
安
に
在
り
。

た

か
う

か
た

得
る
所
惟
だ
元
君
の
み
、
乃
ち
知
る
交
を
定
む
る
の
難
き
を
。

あ
に

べ
う

け
い
す
ん
さ
い
か
ん

豈
山
上
の
苗
無
か
ら
ん
や
、
径
寸
歳
寒
無
し
。

「雪夜思家竹」を中心に（東）
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え
う
し
ん

し
せ
き

豈
要
津
の
水
無
か
ら
ん
や
、
咫
尺
波
瀾
有
り
。

こ
の
こ

こ
と
な

き
う
え
う

わ
す

之
子
是
に
異
り
、
久
要
誓
つ
て
諼
れ
ず
。

こ
せ
い

し
う
ち
く

か
ん

波
無
し
古
井
の
水
、
節
有
り
秋
竹
の
竿
。

ら
ん

一
た
び
同
心
の
友
と
為
り
、
三
た
び
芳
歳
の
蘭
に
及
ぶ
。

官
途
に
つ
い
て
七
年
、
長
安
暮
ら
し
の
あ
い
だ
に
で
き
た
友
は
た
だ
元
稹
だ
け
で
あ
る
。
山
上
に
草
木
の
苗
が
生
え
て
な
い
わ
け
で

は
な
い
が
歳
寒
に
節
を
曲
げ
ぬ
も
の
は
ま
れ
だ
し
、
重
要
な
港
に
水
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
水
が
あ
る
ゆ
え
に
波
立
ち
荒
れ
て
水

難
の
さ
わ
ぎ
も
お
き
る
。
た
と
え
て
い
え
ば
、
こ
れ
が
官
界
な
の
だ
。「
歳
寒
」
も
「
久
要
」
も
『
論
語
』「
子
罕
」
に
出
て
い
る
語
句

で
あ
る
（
8
）。

と
こ
ろ
が
元
稹
だ
け
は
他
の
人
び
と
と
は
異
な
り
、
久
し
い
約
束
さ
え
も
反
故
に
す
る
こ
と
も
な
く
、
一
度
友
と
な
っ
て
か

ら
は
ず
っ
と
友
情
は
か
わ
ら
ず
、
も
う
三
年
の
歳
月
が
た
っ
た
。
こ
う
し
た
元
稹
を
た
と
え
て
い
う
な
ら
、
古
井
戸
に
波
が
立
た
な
い

よ
う
な
、
枯
れ
る
こ
と
の
な
い
秋
竹
に
た
し
か
な
節
が
あ
る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
人
物
だ
と
い
う
。「
波
無
し
古
井
の
水
、
節
有
り

秋
竹
の
竿
」
は
、
楽
天
が
与
え
た
元
稹
へ
の
人
物
評
な
の
で
あ
る
。

元
稹
は
赴
任
地
に
植
え
た
竹
の
ひ
と
群
を
な
が
め
な
が
ら
、
こ
の
語
句
を
思
い
だ
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
や
逆
に
、
こ
の
楽
天

が
か
つ
て
贈
っ
て
く
れ
た
「
秋
竹
」
の
評
に
自
ら
を
重
ね
て
、
せ
っ
せ
と
竹
を
植
え
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

元
稹
の
「
竹
を
種
う
」
に
こ
た
え
て
、
楽
天
は
ふ
た
た
び
「
秋
竹
」
を
も
っ
て
心
を
よ
せ
、
く
る
く
る
転
じ
る
世
相
の
な
か
、
桐
の

葉
が
秋
に
な
る
と
す
っ
か
り
黄
葉
し
て
落
ち
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は
楊
が
春
の
陽
光
に
媚
び
力
な
く
こ
う
べ
を
垂
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
、

節
度
の
な
い
官
途
を
歩
ん
で
は
こ
な
か
っ
た
と
自
負
し
、
励
ま
し
、
同
情
す
る
の
で
あ
る
。「
竹
」
は
元
稹
で
あ
り
、
そ
し
て
楽
天
で

も
あ
っ
た
。

道
真
は
「
睡
ら
ず
」
の
結
び
を
、
家
族
を
話
材
に
選
ん
で
い
る
。「
竹
林

花
苑

今
や
忘
れ
却
り
ぬ
」
と
詠
う
の
だ
が
、
む
し
ろ
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事
実
は
そ
れ
と
は
逆
だ
ろ
う
。
宣
風
坊
の
庭
に
あ
る
、
竹
の
茂
み
や
植
え
込
み
の
花
ば
な
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
、
閉
じ
た
ま
ぶ
た
に
際
や

か
に
浮
か
ん
で
く
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
竹
林
か
ら
透
け
て
う
か
が
え
る
家
族
の
あ
り
さ
ま
が
あ
る
。
他
家
に
嫁
し
た
娘
に
孫

が
で
き
た
と
い
う
便
り
が
と
ど
い
た
の
で
あ
っ
た
。

道
真
に
は
、
尚
侍
典
侍
と
な
っ
た
寧
子
、
斉
世
親
王
室
と
し
て
源
英
明
を
生
ん
だ
女
子
、
宇
多
天
皇
の
女
御
の
衍
子
、
寛
平
元
年（
八

八
九
）
夏
に
子
を
産
ん
だ
女
子
つ
ま
り
「
睡
ら
ず
」
に
詠
わ
れ
て
い
る
女
子
、
西
海
へ
の
流
謫
に
と
も
な
っ
た
女
子
と
、
こ
れ
ま
で
に

想
定
さ
れ
る
だ
け
で
も
五
名
。

具
体
的
に
は
、
斉
明
親
王
の
妻
と
な
っ
た
女
子
で
、
こ
の
女
子
が
生
み
落
と
し
た
子
が
「
外
孫
」
と
表
記
さ
れ
、
源
英
明
で
は
な
い

か
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
父
と
な
る
斉
明
親
王
は
延
長
五
年
（
九
二
七
）
に
四
二
歳
で
没
し
て
お
り
、
寛
平
元
年
に
は
ま
だ
年

端
も
い
か
ぬ
四
歳
で
し
か
な
い
。
こ
こ
で
「
外
孫
」
と
い
わ
れ
る
の
が
誰
か
は
未
詳
と
い
う
ほ
か
は
な
く
、
こ
う
し
た
家
庭
に
つ
い
て

は
後
考
に
ゆ
だ
ね
た
い
。

三

楽
天
の
竹

道
真
が
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
竹
を
詠
う
の
に
、
白
楽
天
の
作
品
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
の
は
周
知
の
と
お
り
だ
が
、
こ
こ

で
楽
天
の
詠
う
竹
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

道
真
が
「
書
斎
記
」（
文
草
五
二
六
）
で
、

せ
ん
ふ
う
ば
う

ひ
つ
じ
さ
る

す
み

か
ぎ
り

な

東
の
京
の
宣
風
坊
に
一
つ
の
家
有
り
。
家
の
坤
の
維
に
一
廊
有
り
。
廊
の
南
の
極
に
一
局
有
り
。
…
…
山
陰
亭
と
号
づ
く
る
は
、

あ

か
た
は
ら

す

ほ

ご
と

小
山
の
西
に
在
る
を
以
て
な
り
。
戸
前
近
き
側
に
一
株
の
梅
有
り
。
東
に
去
る
こ
と
数
歩
、
数
竿
の
竹
有
り
。
花
の
時
に
至
る
毎

「雪夜思家竹」を中心に（東）
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せ
い
せ
い

い
う
ち
や
う

よ

よ

に
、
風
の
便
り
に
あ
た
る
毎
に
、
情
性
を
優
暢
す
る
に
可
以
く
、
精
神
を
長
養
す
る
に
可
以
し
…
…
。

や
し
な

と
つ
づ
る
の
も
、
楽
天
に
学
ん
だ
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
す
こ
し
引
用
が
冗
長
に
な
る
が
、
楽
天
の
「
竹
を
養
ふ
の

記
」
を
掲
げ
て
た
ど
っ
て
み
た
い
。
便
宜
的
に
段
落
を
も
う
け
れ
ば
、
内
容
は
次
の
よ
う
に
三
段
落
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

け
ん

も
と
か
た

か
た

た

そ

も
と

す
な
は

よ

た

ぬ

竹
の
賢
に
似
た
る
は
何
ぞ
や
。
竹
は
本
固
く
、
固
く
し
て
以
て
徳
を
樹
つ
。
君
子
は
其
の
本
を
見
れ
ば
、
則
ち
善
く
建
ち
て
抜

こ
と

な
ほ

な
ほ

す
な
は

よ

こ
と

け
ざ
る
者
を
思
ふ
。
竹
は
性
直
く
、
直
く
し
て
以
て
身
を
立
つ
。
君
子
は
其
の
性
を
見
れ
ば
、
則
ち
中
立
に
し
て
倚
ら
ざ
る
者
を

し
ん
む
な

そ

し
ん

む
な

こ
と

思
ふ
。
竹
は
心
空
し
く
、
空
し
く
し
て
以
て
道
を
体
す
。
君
子
は
其
の
心
を
見
れ
ば
、
則
ち
応
用
虚
し
く
受
く
る
者
を
思
ふ
。
竹

せ
つ

て
い

め
い
か
う

し
れ
い

い
け
ん
い
つ
ち

こ
と

は
節
あ
り
て
貞
、
貞
に
し
て
以
て
志
を
立
つ
。
君
子
は
其
の
節
を
見
れ
ば
、
則
ち
名
行
を
砥
礪
し
、
夷
険
一
致
す
る
者
を
思
ふ
。

そ

か

ゆ
ゑ

う

じ
つ

な

夫
れ
是
く
の
如
し
、
故
に
君
子
人
は
多
く
之
を
樹
ゑ
て
庭
の
実
と
為
す
。

ば
つ
す
い

き
ふ
だ
い

か
う
し
よ
ら
う

お
い

き
よ
し
よ

じ
や
う

貞
元
一
九
年
春
、
居
易
抜
粋
を
以
て
選
ば
れ
て
及
第
し
、
校
書
郎
を
授
け
ら
る
。
始
め
て
長
安
に
於
て
仮
の
居
処
を
求
め
、
常

ら
く
り

こ
く
わ
ん
し
や
う
こ
く

し
だ
い

こ
れ

を

め
い
じ
つ

ふ

ぐ
う

さ
う
ち
く

こ
こ

し
え
ふ
て
ん
す
い

楽
里
の
故
関
相
国
の
私
第
の
東
亭
を
得
て
之
に
処
り
。
明
日
、
履
み
て
亭
の
東
南
隅
に
及
び
、
叢
竹
を
斯
に
見
る
。
枝
葉
殄
瘁

と

す
な
は

こ

も
の

く
わ
ん

す

し
て
、
声
無
く
色
無
し
。
関
氏
の
老
に
詢
へ
ば
、
則
ち
曰
く
、
此
れ
相
国
の
手
づ
か
ら
植
ゑ
し
者
な
り
と
。
相
国
館
を
捐
て
し
よ

か
り

を

き
や
う
ひ

も
の
こ
れ

せ
い
し
う

も
の
こ
れ

か

け
い
よ

じ
ん

り
、
他
人
仮
に
居
り
。
是
に
由
つ
て
筺
篚
の
者
焉
を
斬
り
、
篲
箒
の
者
焉
を
刈
る
。
刑
余
の
材
、
長
さ
は
尋
無
く
、
数
は
百
無

ぼ
ん

ざ
つ
せ
い

ほ
う
じ
よ
う
わ
い
う
つ

こ
こ
ろ

そ

か
つ

し
。
又
凡
な
る
草
木
の
其
の
中
に
雑
生
す
る
有
り
、
菶
茸
薈
鬱
と
し
て
、
竹
を
無
み
す
る
の
心
有
り
。
居
易
、
其
の
嘗
て
長
者
の

い
や

せ
ん
き

か

ご
と

ほ
ん
せ
い
な

え
い
あ
い

手
を
経
た
る
に
、
俗
人
の
目
に
賤
し
ま
れ
、
剪
棄
せ
ら
る
る
こ
と
是
く
の
若
き
も
、
本
性
猶
ほ
存
す
る
を
惜
し
む
。
乃
ち
蘙
薈
を

か

ふ
ん
じ
や
う

か
ん

そ

を

芟
り
、
糞
壌
を
除
き
、
其
の
間
を
疏
に
し
、
其
の
下
を
封
ず
る
こ
と
、
終
日
な
ら
ず
し
て
畢
ふ
。

い

せ
い
い
ん

せ
い
せ
い

い

い
ぜ
ん

き
ん
き
ん
ぜ
ん

か
ん
ぐ
う

じ
や
う

ご
と

あ

あ

是
に
於
て
日
出
で
て
清
陰
有
り
、
風
来
た
り
て
清
声
有
り
。
依
依
然
、
欣
欣
然
と
し
て
、
感
遇
に
情
有
る
が
若
き
な
り
。
嗟
乎
、

そ

な

あ
い
せ
き

ほ
う
し
よ
く

竹
は
植
物
な
り
。
人
に
於
て
何
ぞ
有
ら
ん
。
其
の
賢
に
似
た
る
こ
と
有
る
を
以
て
す
ら
、
人
猶
ほ
之
を
愛
惜
し
、
之
を
封
植
す
。
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い
は

そ
の

し
ん

も
の

し
か

な

し
ゆ
う
し
よ

あ

あ

況
ん
や
其
の
真
に
賢
な
る
者
を
や
。
然
ら
ば
則
ち
竹
の
草
木
に
於
け
る
や
、
猶
ほ
賢
の
衆
庶
に
於
け
る
が
ご
と
し
。
嗚
乎
、
竹
は

あ
た

た

あ
た
は

た

も
の

ゆ
ゑ

自
ら
異
に
す
る
能
は
ず
、
惟
だ
人
の
み
之
を
異
に
す
。
賢
も
自
ら
異
に
す
る
能
ず
、
惟
だ
賢
を
用
ひ
る
者
の
み
之
を
異
に
す
。
故

や
う
ち
く
き

へ
き

こ
こ

を

お
く

ま

も
つ

も
の

ぶ
ん

に
「
養
竹
記
」
を
作
り
、
亭
の
壁
に
書
し
て
、
以
て
其
の
後
の
斯
に
居
る
者
に
貽
り
、
亦
た
以
て
今
の
賢
を
用
い
る
者
に
聞
せ
ん

ほ
つ

い

と
欲
す
と
云
ふ
。

楽
天
は
竹
が
賢
人
に
似
て
い
る
と
い
い
、
そ
の
理
由
を
て
い
ね
い
に
論
じ
て
い
る
。
ま
ず
竹
は
根
が
は
っ
て
い
て
し
っ
か
り
し
て
い

る
。
こ
れ
は
賢
人
も
同
じ
で
道
を
確
信
し
て
い
て
、
ゆ
ら
ぐ
こ
と
な
く
同
心
を
う
し
な
う
こ
と
が
な
い
。
竹
は
ま
っ
す
ぐ
に
成
長
す
る
。

か
た
よ

そ
れ
と
同
じ
く
賢
人
も
偏
る
こ
と
な
く
中
庸
を
も
っ
ぱ
ら
と
す
る
。
竹
は
空
洞
で
あ
っ
て
中
身
が
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ゆ
え
に
ひ
と
つ

の
道
を
会
得
し
て
い
る
と
も
い
え
そ
う
で
あ
る
。
賢
人
も
同
じ
。
凡
庸
な
雑
事
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
心
を
虚
し
く
し
て
こ

そ
物
事
を
偏
る
こ
と
な
く
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
分
別
な
く
み
だ
り
に
受
け
入
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
竹
に
は
節
が
あ
る
よ
う
に
、
賢
人
も
節
操
を
も
ち
堅
い
志

を
も
っ
て
生
き
て
こ
そ
、
賢
人
と
い
え
る
の
だ
。
自
分
を
み
が
き
順
境
に
も
逆
境
に
も
表
裏
の
な
い
生
き
方
を
す
る
。
そ
れ
こ
そ
竹
の

生
き
ざ
ま
で
あ
っ
て
、
賢
人
の
生
き
ざ
ま
で
も
あ
る
の
だ
。
こ
れ
が
楽
天
の
主
張
す
る
第
一
で
あ
る
。

貞
元
一
九
年
（
八
〇
三
）、
校
書
郎
と
な
っ
た
楽
天
は
長
安
の
常
楽
里
に
住
ま
い
を
も
と
め
、
故
関
相
国
（
播
）
の
私
邸
の
一
隅
、

た
ま
た
ま

け
い

東
亭
に
仮
住
ま
い
し
た
と
い
う
。
閑
適
詩
「
常
楽
里
の
閑
居
、
偶
十
六
韻
を
題
し
、
兼
ね
て
劉
十
五
公
輿
・
王
十
一
起
・
呂
二
炅
・
呂

け
い

ば
う
を
く

四
熲
・
崔
十
八
玄
亮
・
元
九
稹
・
劉
三
十
二
敦
質
・
張
十
五
仲
元
に
寄
す
。
時
に
校
書
郎
た
り
」
で
は
、
暮
ら
し
ぶ
り
を
「
茅
屋
四
五

つ
き
づ
き
た

ま
た
あ
ま
り

う

間
、
一
馬
二
僕
夫
。
俸
銭
万
六
千
、
月
給
り
て
亦
余
有
り
…
…
窓
前
に
竹
の
翫
ぶ
べ
き
有
り
、
門
外
に
酒
の
沽
る
有
り
。
何
を
以
て
か

君
子
を
待
た
ん
、
数
竿
一
壺
に
対
せ
ん
」
と
詠
っ
て
い
る
。
窓
の
外
に
は
竹
も
生
え
て
い
る
し
門
の
外
に
は
酒
屋
も
あ
る
か
ら
、
大
し

た
も
て
な
し
も
で
き
な
い
け
れ
ど
、
竹
を
賞
玩
し
な
が
ら
酒
を
飲
み
交
わ
す
こ
と
は
で
き
る
、
と
。
ま
る
で
転
居
の
挨
拶
状
の
よ
う
な

「雪夜思家竹」を中心に（東）
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一
首
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
竹
が
詠
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
竹
は
旧
住
人
の
関
相
国
が
手
ず
か
ら
植
え
て
大
切
に
世
話
し
て
い
た
も
の
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
相
国
が
亡
く
な
り
住
む
人
も
か

わ
る
と
、
竹
籠
や
竹
箒
を
作
る
者
が
竹
を
切
り
出
し
、
雑
草
や
雑
木
に
も
埋
も
れ
て
、
す
っ
か
り
荒
れ
は
て
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
楽
天
は
、
ま
だ
生
き
残
っ
て
い
る
竹
を
い
と
お
し
く
思
っ
た
の
だ
ろ
う
、
竹
を
救
う
べ
く
、
雑
草
や
雑
木
を
刈
っ
て
風
通
し
を

よ
く
し
、
け
が
れ
た
土
は
除
い
て
新
し
い
土
を
盛
っ
て
、
養
生
し
た
の
だ
っ
た
。
二
段
落
目
に
は
、
竹
に
関
心
を
も
っ
て
養
生
し
た
具

体
例
を
つ
づ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
も
楽
天
は
竹
に
こ
だ
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
の
く
だ
り
で
そ
れ
を
明
か
す
。
日
が
昇
る

と
清
ら
か
な
陰
が
で
き
、
風
が
吹
く
と
清
ら
か
な
葉
音
が
聞
こ
え
る
。
賞
玩
す
べ
き
「
清
陰
」
と
「
清
声
」
が
あ
る
。
こ
う
し
て
竹
が

賢
人
に
似
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
、
重
用
さ
れ
る
の
だ
。
ま
し
て
や
賢
人
そ
の
も
の
は
ど
う
か
。「
其
の
賢
に
似
た
る
こ
と
有
る
を
以

て
す
ら
、
人
猶
ほ
之
を
愛
惜
し
、
之
を
封
植
す
。
況
ん
や
其
の
真
に
賢
な
る
者
を
や
」
に
は
、
楽
天
の
つ
よ
い
語
気
が
こ
も
る
。

じ
つ
は
竹
自
身
は
、
周
囲
の
雑
草
・
雑
木
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
と
自
覚
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
埋
も
れ
な
が
ら
も
、
そ
こ
か

ら
這
い
出
す
こ
と
も
な
く
、
巷
間
に
埋
も
れ
る
ま
ま
に
、
そ
こ
で
生
き
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
人
の
み
が
、
竹
の
特
性
を
見
出

し
優
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
賢
人
と
庶
民
と
の
関
係
に
似
て
い
る
で
は
な
い
か
。
賢
人
も
凡
庸
な
人
び

と
の
な
か
に
埋
も
れ
て
い
て
は
、
賢
人
た
る
は
た
ら
き
も
で
き
な
い
。
賢
人
を
求
め
用
い
る
人
の
み
が
そ
の
真
価
を
知
る
の
だ
。
こ
れ

が
楽
天
の
主
張
で
あ
る
。

楽
天
が
竹
を
話
材
と
し
て
創
作
す
る
作
品
は
多
い
が
、
こ
こ
で
は
も
う
一
例
、
小
品
「
橋
上
の
竹
に
別
る
」
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

う
が

は
う
ち
く
ぎ
や
う

橋
を
穿
つ
迸
竹
行
に
依
ら
ず
、

か
う
じ
ん

さ
ま
た

そ
ん
し
や
う

恐
ら
く
は
行
人
を
礙
げ
て
損
傷
せ
ら
れ
ん
。

28



は

ゐ
あ
い
す
く
な

我
去
り
て
自
ら
慙
づ
遺
愛
少
く
、

か
ん
た
う

え

君
を
し
て
甘
棠
に
似
る
を
得
し
め
ざ
る
を
。

元
和
一
三
年
（
八
一
八
）
一
二
月
、
忠
州
刺
史
に
任
命
さ
れ
、
年
を
こ
え
て
三
月
に
着
任
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
さ
ら
に
そ
の
翌

年
に
は
尚
書
司
門
員
外
郎
に
拝
し
、
あ
わ
た
だ
し
く
忠
州
か
ら
長
安
に
召
還
さ
れ
て
い
る
。
一
五
年
の
正
月
に
憲
宗
が
宦
官
の
王
守
澄

や
陳
博
志
ら
の
手
に
よ
っ
て
暗
殺
さ
れ
、
閏
正
月
に
新
帝
の
穆
宗
が
擁
立
さ
れ
て
い
る
。
楽
天
の
移
籍
も
こ
う
し
た
大
き
な
政
治
の
動

向
と
無
関
係
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
い
ま
は
ふ
れ
な
い
。

「
迸
」
は
勢
い
の
あ
る
さ
ま
。
ほ
と
ば
し
る
さ
ま
の
意
。
い
ま
や
橋
を
つ
ら
ぬ
き
そ
び
え
立
っ
て
繁
茂
し
て
い
る
竹
を
詠
っ
た
。「
行

に
依
ら
ず
」
だ
か
ら
、
こ
れ
ま
で
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
成
長
し
て
乱
生
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
忠
州
に
着
任
し
て
よ
り
二
年
の
あ

い
だ
、
楽
天
は
こ
の
竹
を
見
守
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
離
任
す
る
に
あ
た
っ
て
、
橋
を
往
来
す
る
人
び
と
の
じ
ゃ
ま
に
な
る
と
い
う
の

で
伐
り
た
お
さ
れ
た
り
し
な
い
か
と
、
し
き
り
に
気
が
か
り
だ
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
わ
た
し
に
は
か
の
召
伯
ほ
ど
の
徳
も
な
い
の
で
、

お
前
（
橋
上
の
竹
）
を
守
っ
て
や
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
あ
あ
、
慚
愧
に
た
え
な
い
こ
と
だ
、
と
。

め
い
さ

「
甘
棠
」
は
木
の
名
で
、
カ
ラ
ナ
シ
（
カ
リ
ン
）
と
も
リ
ン
ゴ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
カ
リ
ン
で
あ
れ
ば
果
実
は
榠
樝
と
よ
ば
れ
る

生
薬
で
、
酔
い
覚
ま
し
・
咳
止
め
、
下
痢
止
め
・
疲
労
回
復
に
効
果
が
あ
る
も
の
の
、
種
子
に
は
毒
素
（
シ
ア
ン
化
水
素
）
を
発
生
さ

せ
る
も
の
も
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
約
二
千
年
ま
え
か
ら
漢
方
薬
の
薬
剤
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。

こ
の
「
甘
棠
」
は
、
ふ
る
く
『
詩
経
』（
国
風
・
召
南
「
甘
棠
」）
に
、

へ
い
は
い

き

な
か

き

や
ど

蔽
芾
た
る
甘
棠
は
剪
る
こ
と
勿
れ
、
伐
る
勿
れ
、
召
伯
の
茇
り
し
も
の
。

き

い
こ

蔽
芾
た
る
甘
棠
は
剪
る
こ
と
勿
れ
、
敗
る
勿
れ
、
召
伯
の
憩
ひ
し
も
の
。
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き

や
ど

蔽
芾
た
る
甘
棠
は
剪
る
こ
と
勿
れ
、
拝
る
勿
れ
、
召
伯
の
説
り
し
も
の
。

「
蔽
芾
」
は
幹
や
葉
が
と
て
も
小
さ
な
さ
ま
を
い
う
が
、
こ
こ
で
は
甘
棠
が
う
っ
そ
う
と
茂
っ
て
い
る
よ
う
す
。
西
周
の
宰
相
だ
っ

し
よ
う
こ
う
せ
き

た
召
公
奭
は
、
太
公
望
や
周
公
旦
と
と
も
に
、
周
の
建
国
に
あ
た
っ
て
尽
力
し
功
績
を
あ
げ
た
こ
と
で
ひ
ろ
く
知
ら
れ
る
人
物
で
あ

る
。
召
公
は
国
内
を
く
ま
な
く
巡
視
し
た
が
、
領
民
た
ち
を
わ
ず
ら
わ
せ
な
い
よ
う
に
、
ち
い
さ
な
甘
棠
の
も
と
に
や
ど
っ
て
耳
を
傾

け
た
と
い
う
。そ
の
さ
ば
き
は
常
に
公
平
で
理
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、領
内
の
風
紀
は
高
ま
り
、人
び
と
の
暮
ら
し
も
豊
か
に
な
っ

た
の
だ
っ
た
。
領
民
た
ち
は
、
召
伯
が
亡
く
な
っ
た
後
も
徳
を
慕
い
、
ゆ
か
り
の
甘
棠
を
た
い
せ
つ
に
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
以
上

が
、
い
わ
ゆ
る
「
甘
棠
の
愛
」
と
称
さ
れ
る
故
事
で
、「
甘
棠
」
は
楽
天
の
み
な
ら
ず
、
早
く
は
漢
代
か
ら
、
執
政
に
た
ず
さ
わ
る
官

吏
の
頌
徳
碑
な
ど
に
ひ
ろ
く
引
用
さ
れ
る
表
現
で
あ
る
（
9
）。

楽
天
は
甘
棠
を
愛
し
、
意
図
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
結
果
的
に
は
甘
棠
を
救
っ
た
召
伯
を
登
場
さ
せ
、
徳
が
な
い
ゆ
え
に

と
う
は

橋
上
の
竹
を
「
甘
棠
は
剪
る
こ
と
勿
れ
」
と
救
済
す
る
力
の
な
い
わ
が
身
を
恥
じ
た
の
で
あ
る
。
同
時
期
に
「
東
坡
に
種
ゑ
し
花
樹
に

せ
う
す
ゐ

さ
ま
た

別
る
、
両
絶
」
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
、「
花
林
好
住
顦
顇
す
る
莫
れ
、
春
至
ら
ば
但
知
れ
旧
に
依
る
の
春
。
楼
上
明
年
新
大
守
、
妨
げ

ま
た

ず
還
是
れ
花
を
愛
す
る
人
」
と
花
に
向
か
っ
て
詠
っ
て
お
り
、
じ
つ
は
「
花
林
」
も
「
橋
上
の
竹
」
も
自
然
の
風
物
で
は
な
く
具
体
的

な
人
物
が
た
と
え
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

四

ふ
た
た
び
「
雪
の
夜
に
家
な
る
竹
を
思
ふ
」

道
真
は
、
宣
風
坊
の
庭
に
植
え
て
た
い
せ
つ
に
し
て
い
た
竹
の
ひ
と
群
を
思
う
。
左
遷
の
命
を
う
け
あ
わ
た
だ
し
く
京
を
発
っ
た
は

ず
で
、「
此
の
君
」
に
存
分
な
養
生
を
ほ
ど
こ
し
て
別
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
讃
岐
守
と
し
て
在
任
中
、
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菅
家
廊
下
の
庭
先
に
植
え
て
い
た
竹
が
、
雪
の
重
み
で
割
れ
裂
け
た
で
き
ご
と
が
あ
っ
た
の
を
、
い
ま
流
謫
の
大
宰
府
に
い
る
道
真
は
、

脳
裏
に
よ
み
が
え
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

筑
紫
で
の
住
ま
い
が
ど
こ
だ
っ
た
の
か
定
説
は
な
い
が
、
大
宰
府
南
館
（
現
在
、
榎
社
が
あ
る
）
あ
た
り
だ
と
す
る
な
ら
、
今
日
で

は
ほ
と
ん
ど
通
古
賀
や
片
野
付
近
も
住
宅
化
し
て
し
ま
っ
た
が
、
当
時
も
政
庁
前
か
ら
御
笠
川
に
そ
っ
て
官
道
が
の
び
、
そ
の
官
道
ぞ

い
に
集
落
が
点
在
し
て
い
た
だ
ろ
う
。「
東
籬
」
は
京
都
の
宣
風
坊
に
あ
る
庭
。
鎮
西
の
府
の
こ
の
地
と
京
都
の
私
邸
は
、
い
ま
や
い

く
つ
も
の
関
所
、
い
く
つ
も
の
山
や
ま
に
へ
だ
て
ら
れ
、
つ
い
に
は
家
か
ら
の
消
息
も
絶
え
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
厳
し
い
寒
さ
の
折
、

一
晩
中
は
げ
し
く
降
っ
た
雪
は
、
南
館
あ
た
り
の
「
白
屋
」
を
す
っ
か
り
埋
め
つ
く
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

か
や

ふ

「
白
屋
」
は
白
い
茅
で
屋
根
を
葺
い
た
だ
け
の
貧
し
い
家
の
こ
と
（
10
）。

早
い
時
代
に
魏
の
曹
植
（
一
九
二
〜
二
三
二
）
の
「
君
子
行
」

に
「
周
公
下
白
屋
、
吐
哺
不
及
餐
」
の
用
例
が
あ
る
。「
君
子
行
」
は
「
瓜
田
不

履
、
李
下
不
正
冠
」
と
い
う
あ
ま
り
に
も
知
ら
れ

た
表
現
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
が
、
道
真
が
ま
ず
学
ん
だ
の
は
、
楽
天
の
次
の
よ
う
な
五
言
詩
「
小
橋
前
の
新
竹
に

題
し
て
客
を
招
く
」
で
は
な
い
か
。

が
ん
し

す
ゐ
え
ん

て
い
は
く
お
く

鴈
歯
の
小
虹
橋
、
垂
簷
の
低
白
屋
。

ぜ
ん
ぜ
ん

橋
前
何
の
有
る
所
ぞ
、
苒
苒
た
る
新
生
の
竹
。

か
つ
き
ん

さ

ふ
し
あ
ら
は

ぬ

皮
開
け
て
褐
錦
を
坼
き
、
節
露
れ
て
青
玉
を
抽
く
。

ゐ
ん
す
ゐ
く
ら

ふ

筠
翠
餐
ふ
べ
き
が
如
く
、
粉
霜
触
る
る
に
忍
び
ず
。

か
ん
ぎ
ん

や

い
う
ぐ
あ
ん

た

間
吟
声
未
だ
已
ま
ず
、
幽
翫
心
足
り
難
し
。

か
う
ふ
う
え
ん

ぼ
ん

け
い
ぎ

好
風
煙
を
管
領
し
、
凡
草
木
を
軽
欺
す
。

た
れ

よ

と
も
な

し
ゆ
く

誰
か
能
く
月
あ
る
夜
、
我
に
伴
う
て
林
中
に
宿
せ
ん
。
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君
が
為
に
一
杯
を
傾
け
、
竹
枝
の
曲
を
狂
歌
せ
ん
。

「
小
虹
橋
」
は
い
わ
ゆ
る
太
鼓
橋
。
軒
の
垂
れ
た
小
さ
な
家
が
あ
っ
て
、
そ
の
前
に
は
こ
れ
ま
た
小
さ
な
太
鼓
橋
が
か
か
っ
て
い
る
。

そ
の
橋
の
前
に
勢
い
よ
く
そ
び
え
て
立
つ
新
竹
が
生
え
て
い
る
。
皮
が
は
が
れ
褐
色
の
錦
を
裂
い
て
節
が
あ
ら
わ
れ
て
、
ま
る
で
青
玉

み
ど
り
い
ろ

ほ

の
よ
う
だ
。
翠
色
が
滴
る
よ
う
で
す
く
え
そ
う
だ
し
、
新
竹
ら
し
く
ま
と
っ
た
白
い
粉
は
落
ち
そ
う
で
風
情
が
あ
る
。
ど
れ
だ
け
褒

め
て
も
飽
き
る
こ
と
が
な
く
、
風
や
霞
を
わ
が
も
の
と
し
て
周
囲
の
草
や
木
を
尻
目
に
懸
け
て
威
風
堂
々
。
こ
こ
ま
で
は
、
竹
へ
の
讃

り
ゆ
う
う
し
や
く

美
。「
客
」
の
素
性
は
不
明
。
客
を
招
い
て
、
こ
の
「
竹
」
を
見
な
が
ら
、
か
の
劉
禹
錫
（
七
七
二
〜
八
四
二
）
ら
が
詠
っ
た
「
竹
枝

の
詞
」
を
詠
い
た
い
も
の
だ
、
と
（
11
）。

道
真
の
前
に
は
、
楽
天
が
褒
め
て
や
ま
な
い
よ
う
な
竹
は
な
い
。
無
残
に
も
、
雪
の
重
み
に
耐
え
か
ね
て
裂
け
て
し
ま
っ
た
竹
が
あ

る
の
だ
。
竹
の
性
は
「
直
」
で
あ
る
の
は
、
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
が
、
そ
う
し
て
一
筋
に
伸
び
よ
う
と
し
た
も
の
の
、
自
ら
は
ど
う

し
た
も
の
か
と
狼
狽
し
な
が
ら
、
地
に
ひ
れ
伏
し
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。「
貞
」
つ
ま
り
貞
潔
な
心
を
も
ち
、
秋
に
な

り
冬
に
な
っ
て
も
桐
の
よ
う
に
葉
の
色
合
い
を
変
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
そ
の
甲
斐
な
く
、
折
れ
て
破
砕
し
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。
や
が
て
は
楽
天
の
い
う
「
青
玉
」
の
よ
う
な
幹
も
「
筠
翠
」
の
鮮
や
か
な
翠
色
も
失
い
、
枯
れ
は
て
て
芥
に
な
っ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。

た
け
ふ
だ

長
く
て
細
め
の
竹
は
釣
り
竿
に
す
れ
ば
よ
か
っ
た
、
短
い
の
は
竹
簡
に
し
て
書
斎
の
文
房
具
に
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
に
。
そ
う
す
れ

ば
わ
た
し
の
生
涯
は
こ
の
う
え
な
く
幸
い
だ
っ
た
も
の
を
。
い
ま
さ
ら
、
何
と
い
お
う
と
も
、
詮
な
い
こ
と
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

さ
つ
せ
い

と
は
い
え
、
も
し
仮
に
刈
り
取
ら
れ
漁
夫
の
手
に
な
じ
む
竿
に
な
っ
た
竹
は
、
あ
る
い
は
ま
た
殺
青
さ
れ
竹
簡
と
な
り
文
机
に
置
か
れ

た
竹
は
、
は
た
し
て
自
足
す
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
考
え
て
よ
い
疑
問
な
の
だ
が
、
い
ま
は
ふ
れ
な
い
。

「
漣
洏
」
の
「
漣
」
は
さ
ざ
波
の
意
で
、「
漣
洏
」
は
、
さ
ざ
波
が
立
ち
広
が
っ
て
い
く
よ
う
に
、
さ
め
ざ
め
と
声
を
立
て
て
泣
く
意
。
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『
大
系
』
は
頭
注
で
、
こ
の
あ
た
り
の
描
写
は
、
い
ま
は
追
憶
の
な
か
に
し
か
な
い
、
京
の
家
に
残
し
て
き
た
竹
へ
の
呼
び
か
け
だ
ろ

う
と
注
解
し
て
い
る
。
詩
題
が
「
家
な
る
竹
」
な
の
だ
か
ら
、
確
か
に
そ
う
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
と
と
も
に
厳
冬
の
大
宰
府
で
雪
の
重
み

で
折
れ
裂
け
て
し
ま
っ
た
片
野
あ
た
り
の
竹
で
も
あ
る
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。

う
だ

ふ
く

「
直
を
抱
き
て
」
自
ら
雪
の
大
地
に
這
い
つ
く
ば
っ
て
い
る
、「
貞
を
含
む
て
」
そ
の
甲
斐
も
な
く
割
れ
て
砕
け
た
の
は
、
道
真
自
身

さ
が

だ
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
養
生
し
て
や
れ
な
く
て
も
、
そ
の
竹
の
貞
節
を
貫
こ
う
と
す
る
性
を
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

道
真
は
竹
で
あ
っ
た
。

注（
1
）

道
真
が
讃
岐
国
守
在
任
中
の
宮
廷
で
の
騒
動
、
い
わ
ゆ
る
「
阿
衡
」
紛
議
へ
の
関
わ
り
方
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
も
、
道
真
の
こ
う
し
た
行
動
の

一
因
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
2
）
「
七
」
は
文
体
の
名
で
、
賦
騒
の
類
。
駢
儷
体
で
問
答
を
用
い
、
お
お
む
ね
韻
語
で
創
作
さ
れ
て
い
る
。
枚
乗
の
「
七
発
八
首
」
は
『
文
選
』
第
34

巻
所
収
。

は
る
か

う

を
さ

き
ん
き
ん

げ
ん
し
う

た
つ
く

な
は

み
ち

（
3
）
「
信
南
山
」
は
、「
信
な
る
彼
の
南
山
、
維
れ
禹
の
甸
め
し
、
畇
畇
た
る
原
隰
、
曽
孫
の
き
み
佃
る
、
す
な
は
ち
疆
は
り
す
な
は
ち
理
つ
く
り
、
其
の

う
ね畝

を
南
に
東
に
」
に
始
ま
る
農
耕
の
豊
穣
と
長
寿
を
祈
る
歌
。

め
い

く
ら

（
4
）
『
山
海
経
』「
大
荒
北
経
」
に
「
赤
水
の
北
に
章
尾
山
あ
り
。
神
あ
り
。
人
面
蛇
神
あ
り
。
其
れ
瞑
す
れ
ば
乃
ち
晦
く
、
其
れ
視
れ
ば
乃
ち
明
る
し
。

是
れ
九
陰
を
燭
ら
す
。
是
れ
を
燭
龍
と
謂
ふ
」
と
あ
る
。

（
5
）
「
馮
夷
」
は
、
河
の
神
。
同
じ
河
の
神
で
あ
る
「
河
伯
」
が
人
面
魚
身
で
あ
る
の
に
、
こ
ち
ら
は
竜
形
。

（
6
）

ち
な
み
に
道
真
が
栄
爵
と
称
さ
れ
る
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
た
の
は
、
貞
観
一
六
年
（
八
七
四
）
一
月
七
日
、
従
五
位
上
は
元
慶
三
年
（
八
七
九
）

一
月
七
日
、
従
四
位
下
は
寛
平
四
年
（
八
九
二
）
一
月
七
日
、
従
三
位
は
寛
平
七
年
（
八
九
五
）
一
〇
月
二
六
日
、
従
二
位
は
昌
泰
四
年
（
九
〇
一
）

一
月
七
日
で
あ
る
。

（
7
）
『
全
唐
詩
』（
巻
397
）
に
は
、「
昔
公
憐
我
直
、
比
之
秋
竹
竿
。
秋
來
苦
相
憶
、
種
竹
廟
前
看
。
失
地
顔
色
改
、
傷
根
枝
葉
残
。
清
風
猶
淅
淅
、
高
節

「雪夜思家竹」を中心に（東）
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空
団
団
。
鳴
蝉
聒
暮
景
、
跳
蛙
集
幽
闌
。
塵
土
復
昼
夜
、
梢
雲
良
独
難
。
丹
丘
信
云
遠
、
安
得
臨
仙
壇
。
瘴
江
冬
草
緑
、
何
人
驚
歳
寒
。
可
憐
亭
亭
榦
、

□
□
青
琅
玕
。
孤
鳳
竟
不
至
、
坐
傷
時
節
闌
」
と
あ
る
。

し
ぼ

（
8
）

楽
天
の
い
う
「
歳
寒
」
も
「
久
要
」
も
、『
論
語
』
に
出
典
の
あ
る
語
句
。「
子
曰
く
、
年
寒
く
し
て
、
然
る
後
に
松
柏
の
彫
む
に
後
る
る
を
知
る
」

（
第
九
、
子
罕
）。
時
節
が
寒
く
な
る
こ
と
に
世
間
の
乱
れ
を
譬
え
、
ほ
か
の
草
木
が
し
ぼ
む
の
に
、
後
ま
で
し
ぼ
ま
ず
に
い
る
松
や
柏
の
木
に
、
大

せ
い
じ
ん

事
の
と
き
の
君
子
の
節
操
を
譬
え
た
。「
子
路
成
人
を
問
ふ
。
…
…
久
要
平
生
の
言
を
忘
れ
ず
ん
ば
、
亦
以
て
成
人
と
為
す
可
し
と
」（
第
一
四
、
憲
問
）。

「
成
人
」
は
完
全
な
人
格
者
、「
久
要
」
は
古
い
約
束
事
の
意
。

（
9
）

た
と
え
ば
、
文
な
ら
劉
向
（
前
七
七
〜
前
六
）
の
「
愍
命
」・「
鄧
析
書
録
」、
劉
歆
（
？
〜
二
三
）
の
「
孝
武
廟
不
毀
議
」
あ
た
り
、
詩
な
ら
劉
孝

儀
（
四
八
四
〜
五
五
〇
）
の
「
行
過
康
王
故
第
苑
詩
」、
張
正
見
（
生
没
年
不
詳
、
太
建
年
間
に
死
没
）
の
「
陪
衡
陽
王
遊
耆
闍
寺
詩
」
あ
た
り
が
早

い
例
。『
文
選
』（
巻
7
）
に
あ
る
楊
子
雲
（
前
五
三
〜
一
八
）
の
「
甘
泉
賦
」
は
、
ひ
ろ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
漢
の
孝
成
帝
の
甘
泉
宮
を
賦

か
う
い

と
も
が
ら

く
わ
い

は
こ

も
の
い
み

し
て
「
皐
伊
の
徒
、
倫
に
冠
た
り
能
に
魁
た
り
。
甘
棠
の
恵
を
函
に
し
、
東
征
の
意
を
挟
み
、
相
与
に
陽
霊
の
宮
に
斎
す
」
と
あ
る
。

（
10
）

あ
る
い
は
、
樹
皮
を
剥
い
だ
だ
け
で
、
油
や
漆
を
塗
っ
て
い
な
い
む
き
出
し
の
白
木
か
も
し
れ
な
い
。

（
11
）
「
竹
枝
の
詞
」
は
楽
府
の
一
体
で
、
劉
禹
錫
が
朗
州
（
湖
南
省
）
に
流
さ
れ
た
と
き
に
、
民
謡
に
刺
激
を
う
け
、
そ
の
地
の
風
土
や
男
女
の
風
俗
な

ど
を
詠
じ
た
の
が
、
始
発
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
当
時
の
文
人
た
ち
の
間
で
、
も
て
は
や
さ
れ
た
ら
し
い
。

楽
天
に
も
、「
瞿
塘
峡
口
水
煙
低
、
白
帝
城
頭
月
向
西
。
唱
到
竹
枝
声
咽
処
、
寒
猿
闇
鳥
一
時
啼
」・「
竹
枝
苦
怨
怨
何
人
、
夜
静
山
空
歇
又
聞
。
蛮

児
巴
女
斉
声
唱
、
愁
殺
江
南
病
使
君
」・「
巴
東
船
舫
上
巴
西
、
波
面
風
生
雨
脚
斉
。
水
蓼
冷
花
紅
簇
簇
、
江
蘺
湿
葉
碧
淒
淒
」・「
江
畔
誰
人
唱
竹
枝
、

前
声
断
咽
後
声
遅
。
怪
来
調
苦
縁
詞
苦
、
多
是
通
州
司
馬
詩
」
の
「
竹
枝
詞
四
首
」
が
あ
る
。「
通
州
司
馬
」
は
元
稹
を
い
う
の
だ
ろ
う
。

【
付
記
】

本
文
中
の
引
用
は
主
に
次
の
諸
本
に
よ
る
。

『
菅
家
文
草

菅
家
後
集
』
川
口
久
雄

校
注
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）。
数
字
も
大
系
本
に
し
た
が
う
。

『
白
楽
天
全
詩
集
』
佐
久

節

訳
註
（
続
国
訳
漢
文
大
成
）。
た
だ
し
、「
養
竹
記
」
は
『
白
氏
文
集
』
岡
村

繁
（
新
釈
漢
文
大
系
）
に
よ
っ
た
。

『
詩
経
全
釈
』
境

武
男
。
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