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白
氏
の
「
紅
お
し
ろ
い
を
ど
う
し
て
灰
に
さ
せ
た
い
の
か
」
の
句
が
、
さ
き
に
わ
た
・
し
の
釈
い
た
上
う
な
同
情
の
句
だ
と
し
て
も
、

そ
れ
が
本
心
で
あ
り
、
女
人
へ
の
共
感
が
か
れ
の
本
色
な
ら
ば
、
再
た
び
関
氏
の
悲
し
み
を
女
人
に
与
え
ぬ
た
め
に
、
歌
妓
を
義
成

す
る
こ
と
を
や
め
よ
と
人
に
訴
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
前
記
の
よ
う
に
、
白
氏
は
後
に
み
ず
か
ら
歌
妓
に
教
え
て
露
裳
羽
衣

の
曲
を
舞
わ
せ
、
お
の
れ
の
み
で
な
く
友
の
元
氏
に
さ
え
そ
の
こ
と
を
勧
め
た
。

「
故
張
僕
射
の
諸
妓
に
感
ず
」
る
詩
は
、
関
氏
に
対
し
て
無
理
解
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
張
建
封
の
生
涯
に
対
し
て
も
は
な
は
だ

理
解
に
欠
く
。
こ
の
詩
か
ら
浮
・
か
び
上
る
「
張
僕
射
」
は
歌
舞
に
お
ぼ
れ
て
一
生
を
蕩
尽
し
た
遊
冶
郎
で
あ
る
。
だ
が
建
封
は
そ
う

で
は
な
か
っ
た
。
関
氏
は
、
お
の
れ
が
そ
し
ら
れ
る
こ
と
よ
り
も
、
忠
誠
の
人
で
あ
る
旧
主
を
、
お
の
れ
と
の
引
き
合
い
に
お
い
て

お
と
し
め
ら
れ
た
こ
と
に
憤
っ
た
の
だ
。
白
氏
は
当
時
、
「
調
諭
の
詩
人
」
と
し
て
正
義
を
ふ
り
か
ざ
し
、
そ
れ
が
天
子
を
は
じ
め

多
数
に
拍
手
か
っ
さ
い
さ
れ
た
、
花
形
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
人
は
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
好
む
。
実
状
を
確
か
め
る
手
間
を
か

け
る
こ
と
は
し
た
が
ら
な
い
。
い
っ
た
ん
流
れ
た
ス
キ
キ
ン
ダ
ル
は
、
実
状
が
明
ら
か
に
な
っ
て
も
、
そ
こ
ね
た
名
誉
を
傷
つ
く
前

の
状
態
に
は
も
ど
さ
な
い
。
関
氏
は
お
の
れ
の
存
在
が
、
旧
主
の
名
誉
を
傷
つ
け
る
口
実
と
な
っ
た
こ
と
に
憤
っ
た
の
で
あ
る
。

関
氏
の
詩
と
行
動
と
は
外
面
か
ら
見
て
も
内
面
か
ら
察
し
て
も
一
貫
し
て
、
何
ら
不
透
明
な
も
の
は
友
い
。
白
氏
の
も
の
は
、
そ

れ
の
目
の
前
で
も
起
っ
て
、
常
識
の
た
の
み
が
た
さ
を
痛
嘆
さ
せ
る
。
人
の
見
過
ご
す
問
題
を
と
り
あ
げ
る
特
異
の
視
点
を
も
つ
南

宮
氏
も
、
白
氏
の
人
柄
を
擁
護
し
て
関
氏
を
疑
っ
た
と
き
、
白
氏
の
「
常
識
」
に
陥
っ
て
、
そ
れ
を
超
え
る
女
人
の
激
情
の
存
し
う

の
い
た
る
と
こ
ろ
に
隠
蔽
の
痕
跡
が
感
ぜ
ら
れ
る
。

る
こ
と
が
見
え
な
く
た
っ
た
の
で
は
な
い
か
．
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戸

、

性
観
に
対
す
る
批
判
と
な

「
鴬
鴬
伝
」
が
李
賀
の

張
生
が
、
女
主
人
公
の
鴬

関
氏
に
か
か
わ
る
白
氏
の
詩
が
作
ら
れ
た
の
は
、
元
和
六
（
八
一
こ
年
三
月
以
前
の
数
年
間
だ
っ
た
。
そ
の
と
ろ
李
賀
は
、
河

南
府
試
を
受
け
て
通
り
、
長
安
で
の
進
士
科
の
試
を
う
け
よ
う
と
し
て
、
父
の
忌
み
名
に
か
ら
む
嫌
が
ら
せ
を
う
け
、
受
験
を
断
念

し
、
別
途
の
方
法
で
奉
礼
郎
と
い
う
官
職
に
つ
く
、
と
い
う
時
機
に
あ
た
っ
て
い
る
。
嫌
が
ら
せ
を
し
た
の
は
白
氏
の
友
の
元
氏
だ

と
す
る
説
が
あ
り
、
今
日
で
は
疑
う
人
が
多
く
、
わ
た
し
も
そ
の
一
人
だ
っ
た
が
、
再
検
討
の
余
地
が
あ
り
そ
う
だ
。

賀
の
集
中
に
は
元
・
白
両
氏
の
名
は
見
え
ず
、
直
接
交
渉
を
も
っ
た
形
跡
も
な
い
。
し
か
し
、
両
氏
に
対
す
る
批
判
と
感
ぜ
ら
れ

る
作
が
幾
つ
か
あ
る
。
賀
の
「
李
夫
人
」
が
白
氏
の
新
楽
府
「
李
夫
人
」
の
批
判
で
あ
ろ
う
こ
と
は
拙
稿
「
夫
人
飛
入
瓊
瑠
台
」
（

『
李
賀
論
考
』
一
○
九
’
一
二
○
頁
）
に
述
べ
た
。
賀
の
「
感
調
五
首
」
は
、
両
氏
の
「
誤
諭
」
の
諸
詩
に
感
じ
て
制
作
し
た
も
の

と
も
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
賀
の
「
-
沙
路
曲
」
は
宰
相
の
就
任
式
に
通
る
、
特
別
に
砂
盛
り
し
た
道
を
歌
い
、
白
氏
の
「
官
牛
」

は
そ
の
砂
盛
り
を
そ
し
る
詩
で
あ
る
。
と
れ
は
白
氏
の
方
か
ら
賀
を
批
判
し
た
こ
と
に
な
る
。
白
氏
が
意
識
し
た
か
ど
う
か
は
と
に

か
く
。
そ
う
し
て
賀
の
「
蘇
小
小
歌
」
は
、
白
氏
の
「
燕
子
楼
三
首
」
「
故
張
僕
射
の
諸
妓
に
感
ず
」
、
元
氏
の
「
鴬
鴬
伝
」
と
、

そ
れ
ら
に
震
連
す
る
「
夢
遊
春
詩
」
、
白
氏
が
こ
れ
に
唱
和
し
た
「
和
夢
遊
春
詩
一
百
韻
」
、
ひ
い
て
は
当
時
の
多
く
の
男
性
の
女

１

伝
」
が
李
賀
の
生
前
に
成
立
し
て
い
た
か
、
ま
た
賀
が
読
ん
で
い
た
か
ど
う
か
は
分
ら
な
い
。
し
か
し
伝
中
の
主
人
公
の

●

女
主
人
公
の
鴬
鴬
を
捨
て
た
理
由
と
し
て
語
っ
た
次
の
こ
と
ば
は
、
白
氏
の
女
性
観
と
一
致
し
て
い
る
。

０

七

っ
て
い
る
。 一

口
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「
お
お
よ
そ
天
か
ら
美
貌
を
与
え
ら
れ
た
女
人
は
、
そ
の
身
に
禍
い
を
う
け
な
け
れ
ば
必
ず
人
を
禍
い
に
お
と
し
い
れ
る
。
彼
女

が
富
貴
の
人
と
結
婚
す
れ
ば
そ
の
愛
情
を
う
け
て
雲
か
雨
に
な
る
か
、
で
な
け
れ
ば
水
竜
に
な
る
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
に
は
そ
の
変

化
を
は
か
り
が
た
い
。
む
か
し
段
の
対
王
、
周
の
幽
王
は
百
万
の
国
に
拠
り
そ
の
勢
力
は
盛
大
だ
っ
た
。
し
か
る
に
一
女
子
が
こ
れ

を
滅
亡
さ
せ
、
そ
の
民
を
ほ
ろ
ぼ
し
、
そ
の
身
は
殺
さ
れ
、
今
に
至
る
蚕
で
天
下
の
笑
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
わ
た
し
の
徳
は

と
て
も
そ
う
い
う
ば
け
も
の
に
勝
つ
こ
と
は
で
き
友
い
。
だ
か
ら
が
誉
ん
し
て
彼
女
を
あ
き
ら
め
た
の
さ
」

と
の
こ
と
ば
に
、
聞
く
者
は
み
な
深
く
感
嘆
し
た
、
と
作
者
の
元
氏
は
記
す
。
張
生
が
作
者
の
元
氏
に
他
な
ら
ぬ
こ
と
を
す
で
に

前
人
が
考
証
し
尽
し
て
い
る
。
「
伝
』
で
は
、
女
が
先
に
他
の
男
と
結
婚
し
た
の
で
男
も
他
の
女
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

が
、
男
が
女
の
親
に
結
婚
の
意
志
を
表
明
し
さ
え
す
れ
ば
二
人
の
結
婚
が
す
ぐ
成
立
し
た
ろ
う
こ
と
は
、
「
伝
」
の
前
半
の
女
の
親

の
男
に
対
す
る
好
意
か
ら
察
せ
ら
れ
る
。
張
生
が
縫
鴬
と
会
っ
た
と
き
、
男
は
二
十
二
、
女
は
十
七
だ
っ
た
。
元
氏
が
従
妹
に
会
っ

て
（
情
を
通
じ
た
）
の
も
元
氏
の
二
十
二
歳
の
年
で
あ
り
論
そ
の
二
年
後
に
二
十
四
歳
で
、
京
兆
尹
章
夏
卿
の
季
女
を
め
と
っ
て
い

る
。
元
氏
は
弱
ら
か
に
官
僚
と
し
て
出
世
す
る
た
め
に
顕
官
の
女
を
選
ん
で
、
寡
婦
の
子
の
従
妹
を
捨
て
た
の
だ
。

→
「
鴬
鷲
伝
」
が
か
り
に
李
賀
の
死
後
に
成
立
し
た
と
し
て
も
、
元
氏
の
結
婚
と
従
妹
を
捨
て
た
い
き
さ
つ
は
元
和
四
、
五
年
の
こ

ろ
す
で
に
人
々
の
間
に
流
伝
し
、
賀
も
雷
た
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

李賀の師の韓伽榊馳《雛封の幕下にあり、白氏を迎えての宴にもたぶん同席し、関氏を見知っていた。

韓
氏
は
元
氏
と
交
遊
し
、
元
和
四
年
、
元
氏
の
妻
が
死
ん
だ
と
き
、
そ
の
墓
誌
銘
を
書
い
て
い
る
。

白
氏
が
「
燕
子
楼
三
首
」
を
作
り
「
故
張
僕
射
の
諸
妓
に
感
ず
」
を
作
り
、
そ
れ
を
聞
い
て
も
韓
氏
は
そ
の
た
め
に
抗
議
す
る
よ

、

2３
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し
か
し
、
両
氏
が
他
の
偽
り
や
不
義
を
あ
ば
く
と
き
ほ
ど
、
お
の
れ
の
偽
り
や
不
義
を
あ
ば
く
に
も
誠
実
で
仮
借
左
か
つ
た
か
ど

う
か
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
誠
実
を
看
板
に
す
る
今
日
の
あ
る
種
の
マ
ス
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
が
、
お
の
れ
の
偽
り
や
不
義
に

う
壷
と
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
弟
子
が
座
談
に
問
え
ば
『
白
氏
は
仲
素
の
作
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
あ
れ
は
き
っ
と
・

関
氏
の
作
さ
」
と
そ
の
真
相
を
つ
ぶ
や
い
て
は
み
せ
た
ろ
う
。
唐
代
の
昔
で
な
く
と
も
、
今
だ
っ
て
お
お
む
ね
そ
う
い
う
も
の
で
あ

ろ
う
。
か
か
わ
り
の
な
い
敬
妓
の
た
め
に
同
僚
と
の
交
誼
を
傷
つ
け
た
り
し
な
い
の
が
「
紳
士
」
の
た
し
な
み
だ
か
ら
。

し
か
し
、
「
紳
士
」
の
た
し
左
み
の
成
立
し
温
存
さ
れ
る
社
会
で
は
女
人
の
純
情
も
激
情
も
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
沈
め
ら
れ
る
。

蜜
し
て
、
歌
妓
の
正
義
な
ど
は
「
ご
ま
め
の
歯
ぎ
し
り
」
に
す
ぎ
な
い
。
文
字
に
主
っ
て
お
の
れ
の
歴
史
を
記
し
え
ぬ
民
衆
は
、
や

む
な
く
口
碑
に
こ
れ
を
記
す
。
す
な
わ
ち
言
い
伝
え
で
あ
る
。
関
氏
の
死
を
伝
え
る
一
切
が
、
仮
り
に
小
説
だ
と
し
て
も
、
民
衆
の

口
碑
か
ら
生
れ
た
も
の
で
、
小
説
の
奥
に
、
実
際
に
「
紳
士
」
た
ち
に
ふ
み
に
じ
ら
れ
た
女
た
ち
か
あ
室
た
い
て
、
そ
の
陣
吟
が
支

え
は
げ
雀
せ
ぱ
こ
そ
小
説
が
人
の
心
を
う
つ
の
で
あ
る
。
近
代
の
小
説
は
知
ら
ぬ
。
唐
代
の
小
説
に
当
時
の
文
人
が
筆
を
染
め
た
の

型

は
そ
の
よ
う
な
理
念
を
も
て
ば
こ
そ
で
あ
っ
た
。

か
け
る
誠
意
は
信
じ
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

ロ
を
ぬ
ぐ
う
坐
う
に
。

元
氏
・
白
氏
の
調
諭
詩
は
民
衆
の
口
碑
に
こ
も
る
陣
吟
を
、
紳
士
の
世
界
に
最
も
有
力
な
マ
ス
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
の
メ
デ
ィ

ァ
ム
で
あ
る
詩
の
場
面
に
引
き
出
そ
う
と
す
る
、
真
面
目
左
意
図
か
ら
生
れ
た
文
学
運
動
で
、
推
進
者
で
あ
る
両
氏
の
そ
の
運
動
に

Ｊ-１画一

一鈩

李
賀
は
、
た
ぶ
ん
そ
の
主
う
な
表
裏
を
憎
悪
し
た
。
こ
と
に
父
の
忌
み
名
を
引
き
合
い
に
出
し
て
か
れ
の
進
士
科
受
験
を
阻
む
も

１

二
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関
氏
と
白
氏
の
「
燕
子
楼
」
な
ど
の
詩
に
つ
い
て
長
々
と
述
べ
た
が
、
そ
の
事
件
の
考
証
を
す
る
た
め
に
筆
を
と
っ
た
の
で
は
な

い
。
旧
稿
「
蘇
小
小
」
の
誤
り
を
訂
し
、
言
い
足
り
左
か
つ
た
こ
と
を
補
う
の
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
っ
た
。

一
九
八
一
年
か
ら
こ
と
し
一
九
八
三
年
五
月
末
ま
で
に
、
わ
た
し
は
亡
妻
原
田
千
美
の
遺
文
集
録
『
幻
の
葡
萄
』
五
巻
を
編
ん
だ
。

●

●

第
一
巻
「
は
じ
め
に
」
の
文
を
、
長
い
が
次
に
引
く
。

、

ｇ

を
、
お
の
れ
の
も
の
と
し
て
同
感
し
え
た
で
あ
ろ
う
。

の
に
逢
い
お
の
れ
の
前
途
を
阻
ま
れ
て
か
ら
は
。
関
氏
の
死
は
、
賀
が
禍
い
に
逢
っ
た
時
期
に
前
後
す
る
。
関
氏
の
つ
ら
さ
う
ら
め

し
き
は
、
賀
の
そ
れ
を
超
え
る
も
の
と
、
い
雀
の
わ
た
し
は
察
す
る
が
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
つ
ら
き
う
ら
め
し
さ
の
客
観
的
比
較

左
ど
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
賀
が
河
南
府
試
に
通
っ
た
と
き
の
同
府
の
長
官
は
房
式
だ
っ
た
が
、
元
和
五
年
、
元
氏
は
房
氏
を
弾

劾
し
た
。
ど
ち
ら
が
正
し
か
っ
た
の
か
は
結
論
が
出
し
に
く
い
が
、
河
南
の
人
た
ち
に
と
っ
て
は
か
な
り
よ
い
長
官
で
あ
っ
た
こ
と

は
新
・
旧
『
恵
書
』
の
記
事
で
察
せ
ら
れ
る
。
忌
み
名
の
事
件
の
仕
掛
人
が
伝
え
の
通
り
元
氏
だ
と
す
る
と
、
李
賀
は
、
お
の
れ
の

恩
人
と
ひ
っ
く
る
め
て
ば
っ
さ
り
元
氏
に
や
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
、
旧
主
と
か
ら
め
て
白
氏
に
や
っ
つ
け
ら
れ
た
関
氏
の
く
や
し
さ

、

一
九
七
五
年
、
拙
稿
「
蘇
小
小
」
を
雑
誌
『
李
賀
研
究
』
に
の
せ
た
。
た
ち
室
ち
五
年
た
ち
、
補
訂
を
加
え
義
け
れ
ば
と
思
っ
て

八

、

二一二
二
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薊

１
、

こ
と
し
一
九
八
一
年
六
月
五
日
、
赤
谷
（
明
海
）
氏
が
来
訪
し
、
一
鉢
の
草
花
を
恵
ま
れ
た
。
「
異
国
美
人
」
と
い
う
の
が
草
の

名
だ
が
、
約
四
十
年
前
に
、
学
友
の
竹
内
不
成
氏
が
田
中
千
美
に
与
え
た
ニ
ッ
ク
ネ
イ
ム
で
あ
る
。
い
き
さ
つ
は
赤
谷
氏
の
『
平
安

学
園
と
私
』
（
一
九
七
七
年
著
者
発
行
）
に
く
わ
し
い
。
少
し
引
用
す
る
。
．
．
．
．
・
・
は
省
略
を
示
す
。

と
の
夏
〈
一
九
四
六
年
：
引
用
者
注
〉
僕
の
復
員
帰
郷
を
聞
い
て
真
先
に
便
り
を
寄
越
し
た
の
は
森
田
曠
平
で
あ
る
。
彼
は

印
象
派
を
好
む
画
家
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
文
に
曰
く
、
「
原
田
君
が
結
婚
し
玄
し
た
。
そ
の
相
手
が
誰
で
あ
る
か
を
聞
-
か
れ

たらさぞ君は嘆かれるでせう」と。次に写実家の宮崎篤三郎から云って来た。「原田君が田中さんと結婚し

古
し
た
よ
-
一
と
。
戦
争
と
病
気
と
に
打
ひ
し
が
れ
て
帰
っ
て
来
た
僕
の
心
に
は
、
今
更
そ
れ
を
嘆
く
程
の
余
裕
も
な
い
が
、
歓

迎
し
た
い
程
の
ニ
ュ
ー
ス
で
も
左
か
つ
た
。
以
前
原
田
憲
雄
に
対
し
て
真
向
か
ら
結
婚
に
反
対
し
た
僕
だ
っ
た
。
そ
の
相
手
田

中
千
美
さ
ん
は
、
そ
の
名
の
示
す
如
き
千
人
に
一
人
と
云
っ
た
美
人
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
が
、
よ
く
問
題
に
な
る
程
の
女
性

だ
っ
た
。
原
田
が
初
め
だ
と
の
女
性
に
会
っ
た
の
は
水
艶
京
都
支
社
の
恭
仁
（
く
に
）
京
吟
行
の
時
で
あ
る
。
．
．
・
：
、
田
中
女

史
に
、
そ
の
後
僕
も
紹
介
さ
れ
る
の
光
栄
に
浴
し
、
更
に
僕
の
友
人
に
し
て
愛
す
べ
き
毒
舌
家
た
る
竹
内
不
成
君
も
拝
顔
す
る

と
云
ふ
段
に
至
り
、
彼
は
感
激
の
余
り
、
謹
ん
で
“
異
国
美
人
”
な
る
尊
称
を
捧
げ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
か
も
の
食
ひ
の

原
田
の
気
に
入
っ
た
こ
と
は
勿
論
、
当
の
御
本
人
も
“
異
国
”
は
ぬ
き
に
し
て
ひ
と
り
悦
に
入
っ
て
ゐ
た
ら
し
い
。
其
の
後

と
の
不
成
君
か
ら
ほ
ん
も
の
の
“
異
国
美
人
”
が
竹
垣
に
か
ら
ん
で
咲
い
て
ゐ
る
彩
色
画
が
届
け
ら
れ
「
異
国
美
人
は
遠
い
遠

い
旅
に
出
在
す
の
よ
」
と
害
き
添
へ
て
あ
っ
た
。
．
：
・
・
・
か
く
し
て
僕
は
目
の
あ
た
り
異
国
美
人
に
向
ひ
な
が
ら
、
波
澗
の
多

い
る
の
だ
が
、
宏
か
な
か
文
章
に
な
ら
な
い
。

邑
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「
補
訂
」
の
書
け
な
い
の
は
、
「
女
性
の
尽
き
ぬ
悲
し
み
」
な
ど
と
い
い
な
が
ら
亡
妻
の
悲
し
み
に
さ
え
こ
た
え
て
い
な
い
わ

た
し
の
怠
惰
を
蘇
小
小
が
偶
笑
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。

「
補
訂
」
は
、
結
論
か
ら
い
え
ば
簡
単
で
あ
る
。
さ
き
に
「
秋
」
の
「
夜
」
の
詩
と
み
た
「
蘇
小
小
歌
」
が
、
じ
つ
は
「
秋
」
と

か
「
夜
」
と
か
い
っ
た
人
間
の
時
間
を
超
え
て
い
て
、
あ
の
詩
の
成
立
す
る
時
間
は
、
強
い
て
名
づ
け
る
な
ら
「
鬼
時
」
と
で
も
よ

ぶ
ぺ
き
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
唐
突
す
ぎ
て
、
お
そ
ら
く
人
さ
蚕
の
同
感
は
得
に
く
か
ろ
う
。
文
章
に
書
く
と
す
れ

ば
、
納
得
さ
れ
る
論
理
を
展
開
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
け
れ
ど
も
問
題
は
、
論
理
以
前
の
わ
た
し
の
生
き
か
た
に
関
っ
て
い
る
。

千
美
の
死
ん
だ
年
、
『
桃
栗
集
』
〈
過
歌
集
〉
を
刊
行
し
た
が
、
そ
の
女
性
と
し
て
の
悲
し
み
は
、
と
う
て
い
一
冊
に
盛
り
き
れ

ぬ
。
さ
き
に
記
し
た
よ
う
に
遺
稿
が
な
お
あ
っ
て
、
千
美
の
悲
し
み
が
綿
宥
と
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。
次
点
に
上
板
す
る
つ
も
り
だ
っ

●
●

た
が
、
怠
っ
て
今
日
ま
で
果
し
て
い
な
い
。

異
国
美
人
を
見
て
い
て
、
「
蘇
，

李
賀
の
「
蘇
小
小
歌
」
は
、
女
皿

析
し
て
述
べ
た
の
が
拙
稿
だ
っ
た
。

か
つ
た
我
々
の
交
ｂ
を
想
ひ
続
け
た
。
原
田
、
歌
、
田
中
さ
ん
、
一
艸
舎
、
大
塚
先
生
、
岡
本
さ
ん
、
杉
田
、
森
田
、
宮
嶬
．
．

・
・
岡
本
さ
ん
は
死
ん
だ
。
僕
が
田
中
さ
ん
と
絶
交
の
様
に
な
っ
た
の
も
遠
い
昔
で
あ
る
。
原
田
も
戦
争
に
行
き
、
僕
も
戦
争
に

行
っ
た
。
原
田
も
帰
り
僕
も
生
き
て
還
っ
て
来
た
。
一
艸
舎
は
つ
ぶ
れ
、
異
国
美
人
は
原
田
夫
人
と
し
て
又
親
し
く
自
分
の
近

辺
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
お
互
に
三
十
を
越
し
て
．
：
．
．
．

「
蘇
小
小
」
の
補
訂
の
文
が
で
き
な
い
ゆ
え
ん
に
思
い
あ
た
っ
た
。

女
性
の
尽
き
ぬ
悲
し
み
を
、
女
性
の
立
場
に
た
っ
て
歌
お
う
と
し
た
も
の
、
と
わ
た
し
は
感
じ
、
分
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」
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毎

〆

言

「
鬼
時
」
と
い
い
、
「
鬼
処
」
と
い
う
の
は
、
生
き
残
っ
て
影
の
よ
う
に
さ
き
よ
う
存
在
の
方
か
ら
す
る
こ
と
ば
で
あ
つ
く
「
生

は
一
瞬
、
死
は
永
遠
」
と
い
う
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
鬼
時
と
鬼
処
こ
そ
、
生
を
と
し
て
手
ご
た
え
の
あ
る
実
存
的
時
間
、
現
実
的
空

千
美
と
と
も
に
歩
い
た
誕
の
原
も
、
松
ケ
崎
も
、
花
園
も
、
｝

と
甦
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
西
陵
下
の
襲
う
左
鬼
処
で
あ
ろ
う
か
。

蘇
小
小
が
来
ぬ
人
を
待
っ
て
佇
ち
つ
く
し
た
西
陵
下
が
何
処
で
あ
る
か
の
論
議
が
、
古
来
い
く
た
び
か
重
ね
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
、

た
ぶ
ん
地
理
的
空
間
で
は
な
く
、
鬼
時
と
垂
直
に
交
叉
す
る
「
鬼
処
」
な
の
だ
。

千
美
と
と
も
に
歩
い
た
誕
の
原
も
、
松
ケ
崎
も
、
花
園
も
、
流
転
し
て
も
は
や
無
い
が
、
千
美
の
文
章
に
対
う
と
き
、
ま
ざ
ま
ざ

小
小
の
時
間
も
ま
た
、
凝
結
し
た
時
間
な
の
か
も
し
れ
ぬ
。

「
遺
稿
」
と
は
い
う
が
、
対
え
ば
、
す
べ
て
の
言
葉
が
、
発
せ
ら
れ
た
時
そ
の
雀
ま
に
、
あ
り
あ
り
と
わ
た
し
を
撃
つ
。
わ
た
し

は
人
間
の
時
間
の
流
れ
に
た
だ
よ
い
な
が
ら
老
い
た
が
、
千
美
の
言
葉
は
、
生
き
た
時
間
を
そ
の
ま
寮
に
凝
結
し
て
い
る
の
だ
。
蘇

想
も
、
お
の
れ
の
怠
惰
を
飾
る
言
い
わ
け
に
し
か
な
る
ま
い
。

「
女
性
の
悲
し
み
」
は
、
浅
薄
な
わ
た
し
に
く
み
尽
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
つ
く
づ
く
自
覚
し
て
い
る
。
遺
稿
は
努

力
す
れ
ば
出
せ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
「
蘇
小
小
」
の
補
訂
は
し
な
く
と
も
、
わ
た
し
の
考
え
つ
く
程
度
の
こ
と
は
、
い
つ
か
は
他

の
人
に
蛍
っ
て
も
解
き
明
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
千
美
の
遺
稿
は
、
そ
の
成
立
に
た
ち
あ
っ
た
わ
た
し
で
な
く
て
は
編
集
で
き
ま
い
。
し

た
か
ら
と
い
っ
て
千
美
の
悲
し
み
が
癒
え
よ
う
は
ず
は
な
く
、
こ
の
作
業
が
他
の
女
性
の
悲
し
み
を
誘
発
し
な
い
と
い
う
保
証
も
な

い
。
一
個
の
平
凡
な
人
間
に
す
ぎ
た
い
わ
た
し
が
、
た
ま
た
ま
男
性
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
女
性
の
悲
し
み
の
原
因
と
な
り
、
償
お

う
と
す
る
行
為
が
さ
ら
に
女
性
の
悲
し
み
の
原
因
と
な
る
か
も
し
れ
ぬ
こ
と
を
思
う
と
、
途
方
に
く
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
盤
う
な
感

へ =

一
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言
と
お
の
れ
の
過
去
の
痴
話
を
さ
ら
け
出
す
無
幟
に
眉
を
ひ
そ
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
ぬ
。
読
者
が
こ
こ
か
ら
立
ち
去
ら
れ
る
と
し
て
も

わ
た
し
に
は
そ
れ
を
止
め
る
理
由
も
力
も
な
い
。

赤
谷
氏
は
じ
め
、
千
美
の
旧
友
諸
氏
の
温
い
援
助
に
よ
っ
て
、
『
幻
の
葡
萄
』
の
編
集
を
終
え
た
。
そ
の
過
程
で
、
た
え
ず
感
じ

た
こ
と
は
、
千
美
と
い
う
女
性
の
、
友
で
あ
り
、
恋
人
で
あ
り
、
夫
で
あ
っ
た
わ
た
し
が
、
ほ
と
ん
ど
身
勝
手
を
男
で
あ
っ
た
、
と

い
う
こ
と
だ
●
千
美
が
死
ん
だ
と
き
、
わ
た
し
は
再
婚
す
室
い
、
と
思
っ
た
が
、
七
年
後
に
再
婚
し
た
。
誰
に
強
い
ら
れ
た
の
で
も

を
く
。
そ
し
て
、
今
の
妻
に
対
し
て
も
、
身
勝
手
な
夫
で
あ
り
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

前
節
を
で
に
、
わ
た
し
は
白
氏
や
元
氏
を
と
が
め
る
に
似
た
言
説
を
弄
し
た
。
し
か
し
、
わ
た
し
に
は
か
れ
ら
を
指
弾
す
る
資
格

は
な
い
。
白
氏
や
元
氏
を
批
判
す
る
か
に
見
え
る
季
賀
の
諸
詩
に
も
、
他
へ
の
批
判
と
い
う
よ
り
、
お
の
れ
の
女
性
へ
の
身
勝
手
さ

た
だ
、
わ
た
し
が
李
潤
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
お
の
れ
の
「
私
」
に
立
ち
か
え
り
、
「
公
」
面
を
し
て
き
い
た
風
左
こ
と
を

言
お
う
と
す
る
お
の
れ
を
突
き
く
ず
す
こ
と
に
他
な
ら
ぬ
。
「
蘇
小
小
歌
』
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
お
の
れ
に
向
け
ら
れ
る
で
あ

間
、
で
あ
る
の
か
も
し
れ
ぬ
。

に
対
す
る
批
判
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

あ
や
ふ
や
に
生
き
あ
や
ふ
や
に
老
い
た
わ
た
し
が
、
思
い
た
っ
て
千
美
の
遺
文
を
編
も
う
と
し
て
も
、
果
し
て
わ
た
し
の
見
る
幻

の
よ
う
に
鮮
烈
に
よ
み
が
え
ら
せ
う
る
か
ど
う
か
は
、
は
な
は
だ
疑
問
だ
が
、
と
に
か
く
、
や
っ
て
み
る
ほ
か
左
い
。

論
理
が
混
乱
し
て
、
お
読
み
く
だ
さ
る
方
々
に
は
わ
ず
ら
わ
し
く
感
ぜ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
李
賀
の
詩
を
説
き
な
が
ら
亡
妻
一

ヤ

命
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ろ
う
女
性
の
批
判
に
耳
を
傾
け
る
姿
勢
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
わ
た
し
に
と
っ
て
は
最
も
身
近
か
を
女
性
と
の
鯛
わ
り

を
省
察
熟
視
せ
ず
に
は
考
え
を
進
め
る
こ
と
は
で
き
を
い
の
だ
。
『
幻
の
葡
萄
』
は
編
み
終
っ
て
も
、
「
蘇
小
小
歌
」
の
『
鬼
時
」

に
つ
い
て
の
わ
た
し
の
考
え
は
一
向
に
深
ま
ら
ず
、
人
さ
ま
に
向
か
っ
て
説
く
べ
き
論
理
も
見
あ
た
ら
ぬ
。
あ
の
「
結
論
」
を
結
論

と
し
て
こ
の
稿
を
放
り
出
し
た
く
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
空
た
放
り
出
し
た
こ
と
を
悔
い
ね
ば
左
る
さ
い
。
ど
の
道
を
通
っ
て
出

た
と
こ
ろ
が
い
か
な
る
処
に
た
る
か
は
、
全
く
不
明
だ
が
、
た
ど
り
つ
い
た
今
の
場
所
か
ら
、
と
に
か
く
歩
き
出
す
こ
と
に
す
る
。

か
つ
て
、
李
賀
の
詩
を
『
時
間
』
の
方
か
ら
考
え
る
材
料
と
し
て
統
計
表
を
作
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
次
の
頁
の
も
の
が
そ
れ
で
あ

る
。
『
漢
詩
大
系
・
李
賀
』
を
素
材
に
し
た
。
賀
の
詩
二
四
四
首
の
う
ち
、
春
・
・
八
四
、
夏
・
二
一
、
秋
・
・
七
一
、
冬
．
．
一
六
、
そ

の
他
・
・
六
二
。
春
と
秋
の
（
）
内
の
一
三
と
一
二
は
、
他
の
季
節
を
混
在
す
る
度
数
で
あ
る
〔
》

さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
中
、
朝
、
昼
、
昼
か
ら
暮
に
か
け
て
、
暮
、
夜
、
夜
か
ら
暁
に
か
け
て
、
そ
の
他
の
時
間
を
歌
う
語
・
句

を
含
む
度
数
を
あ
げ
た
。
一
詩
中
に
異
っ
た
時
間
が
混
在
す
る
の
で
、
そ
の
度
数
の
合
計
は
詩
の
数
の
合
計
主
り
も
多
い
。

た
だ
、
時
間
の
分
け
方
は
常
識
的
で
、
大
ざ
っ
ぱ
で
、
従
っ
て
こ
こ
に
現
れ
た
数
も
大
ざ
っ
ぱ
な
も
の
で
あ
る
。
少
し
突
っ
こ
む

と
、
分
け
方
の
基
準
と
し
た
常
識
が
、
李
賀
の
詩
の
分
析
に
は
そ
れ
ほ
ど
役
に
は
た
た
ぬ
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
ど
う
や
ら
そ

こ
が
、
時
間
論
と
し
て
李
賀
の
詩
に
は
い
っ
て
ゆ
く
入
り
口
ら
し
い
。

九
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「
地
」
の
時
間
諺
は
、
「
地
」
の
時
間
ｏ
に
接
続
す
る
が
、
そ
の
間
に
「
音
楽
」
の
時
間
画
が
挿
入
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
変
化
を

生
じ
る
。
「
音
楽
」
の
時
間
国
は
、
「
音
楽
」
の
時
間
ロ
に
接
続
す
る
が
、
そ
の
間
に
「
地
』
の
時
間
ｏ
が
侵
入
し
た
た
め
に
、
国

と
口
と
は
変
化
し
て
い
る
。
そ
の
変
化
は
「
昼
」
と
「
昼
か
ら
夜
へ
」
と
い
う
形
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ょ
う
が
、
こ
の
二
つ
も
、

“
「
季
憩
笙
穰
引
」
（
ｇ
ｇ
）
は
、
上
の
表

で
は
、
秋
の
詩
で
、
昼
と
夜
の
含
ま
れ
た
も

の
と
し
て
分
類
し
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
詩

で
は
、
一
・
二
・
三
・
四
句
に
流
れ
る
時
間

と
五
・
六
句
に
流
れ
る
時
間
と
は
異
種
の
時

間
な
の
だ
。
い
蚕
仮
り
に
前
者
を
妾
と
し
、

後
者
を
画
と
す
る
。
次
に
、
七
・
八
句
に
流

れ
る
時
間
を
。
と
し
、
九
’
一
四
に
流
れ
る

時
間
を
ロ
と
す
る
と
、
。
と
ロ
も
玄
た
、
異
種

の
時
間
表
の
だ
。
そ
う
し
て
、
曇
と
。
と
は

い
わ
ば
こ
の
詩
の
「
地
」
の
時
間
、
国
と
口

と
は
「
地
」
に
挿
入
さ
れ
た
「
音
楽
」
の
時

間
な
の
だ
。
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虹

白
氏
の
「
琵
琶
行
」
は
、
音
楽
の
演
奏
を
詠
じ
た
大
作
で
、
賀
の
作
態
り
は
る
か
に
有
名
だ
。
韻
法
か
ら
い
っ
て
も
中
点
凝
っ
た

も
の
で
、
楽
音
描
写
も
巧
み
だ
が
、
白
氏
を
ポ
ー
ル
・
モ
ー
リ
ア
と
す
る
と
、
賀
は
パ
ル
ト
ー
ク
に
あ
て
て
も
い
い
位
に
違
っ
て
い

る
。
詩
の
中
で
の
時
間
の
糖
成
と
韻
法
の
対
置
と
い
う
点
に
な
る
と
、
白
氏
は
ほ
と
ん
ど
顧
慮
す
る
と
こ
ろ
が
た
い
よ
う
に
み
え
る
。

賀
が
同
じ
く
音
楽
を
う
た
っ
た
作
に
「
聴
穎
師
琴
歌
」
（
菌
造
）
と
い
う
十
六
句
の
詩
が
あ
る
。
四
句
ず
つ
の
四
部
分
か
ら
成
り
、

第
一
は
秋
、
第
二
は
春
で
、
い
ず
れ
も
「
音
楽
」
の
時
間
。
第
三
に
は
時
間
の
表
現
は
な
い
が
、
第
四
と
共
に
「
地
」
の
時
間
の
う

ち
に
あ
り
、
第
四
が
秋
だ
か
ら
こ
れ
も
秋
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
同
じ
秋
だ
が
、
第
三
と
第
四
が
韻
が
違
う
の
は
、
第
三
が
楽
師
を

う
た
い
、
第
四
が
聴
者
た
る
お
の
れ
を
う
た
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
と
の
主
客
の
相
違
は
、
心
理
的
な
も
の
と
も
空
間
的
な
も

の
と
も
見
得
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
の
相
違
が
押
韻
に
対
応
さ
せ
て
あ
る
。

「
残
糸
曲
」
（
旨
ｇ
）
は
本
誌
第
十
四
号
で
く
わ
し
く
分
析
し
た
が
、
そ
の
時
間
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
の
八
句
の
詩
の
、
一
・
二

・
五
や
六
・
セ
・
八
は
「
地
」
の
時
間
で
春
で
あ
り
、
そ
こ
に
奇
異
な
三
・
四
句
が
突
き
刺
さ
っ
て
い
る
。
こ
の
三
・
四
句
は
、
時

く
ら
ん
だ
時
間
と
し
て
、
読
者
に
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
だ
。

そ
こ
の
一
首
は
、
こ
ま
か
く
見
て
ゆ
く
と
、
以
上
の
主
う
な
異
種
の
時
間
を
組
み
合
わ
せ
た
複
雑
な
構
成
を
と
っ
て
い
て
、
そ
の
こ

と
が
四
種
の
韻
で
押
韻
す
る
と
い
う
韻
法
で
暗
示
し
て
あ
る
。
組
み
立
て
は
複
雑
だ
が
、
「
地
」
の
時
間
も
昼
か
ら
夜
に
向
か
い
、

「
畜
楽
』
の
時
間
も
昼
か
ら
夜
に
向
か
っ
て
い
る
た
め
、
全
体
が
昼
か
ら
夜
へ
の
一
つ
の
推
移
と
感
ぜ
ら
れ
、
「
地
」
の
時
間
と
、

「
音
楽
」
の
時
間
と
が
別
と
の
も
の
で
は
な
く
一
つ
の
時
間
と
し
て
、
し
か
し
単
純
な
一
つ
の
時
間
と
う
け
と
め
る
に
は
異
常
に
ふ

｜』づ「
地
」
の
時
間
の
昼
と
「
音
楽
」
の
時
間
の
昼
と
は
異
種
で
あ
る
。

↓
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一・垣Ｆで

．
『
正
月
」
の
八
句
は
一
・
二
・
三
・
四
句
は
現
実
の
時
間
。
そ
こ
へ
夢
想
の
時
間
を
詠
ず
る
五
・
六
句
が
投
入
さ
れ
、
七
・
八
句

は
現
実
に
か
え
る
。
そ
の
転
換
と
換
韻
と
が
一
致
す
る
。
「
二
月
」
の
九
句
は
前
の
七
句
が
「
地
」
の
時
間
を
き
ら
び
や
か
な
春
の

風
物
で
い
ろ
ど
り
な
が
ら
進
み
、
第
八
句
で
「
音
楽
」
の
時
間
が
投
入
さ
れ
、
第
九
句
は
「
地
」
の
時
間
に
か
え
る
が
、
投
入
さ
れ

た
異
種
の
時
間
に
よ
っ
て
、
「
地
」
の
時
間
も
全
く
変
質
し
て
冬
の
よ
う
に
死
の
色
を
帯
び
て
し
奮
っ
た
。
時
間
の
変
化
は
押
韻

と
対
応
す
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
拙
稿
「
十
二
月
楽
辞
」
（
『
李
賀
瞼
考
竺
一
二
四
頁
）
に
く
わ
し
く
述
ぺ
た
の
で
こ
れ
以
上
は
く

純
で
は
な
い
。

「
河
南
府
試
十
二
月
楽
辞
」
は
八
○
九
年
、
十
九
歳
の
作
と
考
え
ら
れ
る
。
題
の
示
す
よ
う
に
一
年
十
二
カ
月
、
そ
れ
に
閏
月
を

う
た
う
十
三
首
。
従
っ
て
各
首
は
は
じ
め
か
ら
そ
の
時
間
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
各
首
に
お
け
る
時
間
の
扱
い
は
単

向
日
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

ｅ

愈
を
さ
え
驚
嘆
さ
せ
た
の
だ
。

間
の
消
滅
し
た
男
女
の
愛
、
エ
ア
ポ
ケ
ッ
ト
の
主
う
な
時
間
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
。

“
『
雁
門
太
守
行
」
は
八
○
七
年
、
賀
十
七
歳
以
前
の
作
と
推
測
し
う
る
詩
で
、
そ
の
意
味
的
展
開
と
押
韻
か
ら
み
て
、
三
つ
の
部

分
に
わ
け
ら
れ
、
第
一
は
一
・
二
句
、
第
二
は
三
・
四
・
五
・
六
句
、
第
三
は
七
・
八
句
で
あ
る
。
全
体
は
秋
季
で
つ
ら
ぬ
か
れ
て

お
り
、
第
一
は
昼
あ
る
い
は
日
暮
。
第
二
は
夜
、
第
三
は
時
間
は
夜
だ
が
、
前
の
行
室
で
の
「
地
」
の
時
間
に
垂
直
に
交
叉
し
た
太

守
の
意
志
だ
。
第
二
句
の
「
甲
光
向
日
」
を
宋
本
系
諸
本
が
「
甲
光
向
月
」
と
す
る
た
め
、
初
・
二
句
も
夜
を
詠
じ
た
も
の
と
見
る

人
が
多
い
。
だ
が
、
そ
れ
で
は
李
賀
が
左
ぜ
次
の
句
か
ら
換
韻
し
て
い
る
の
か
説
明
が
つ
か
な
い
。
こ
こ
は
ど
う
し
て
も
「
甲
光

向
日
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
一
だ
か
ら
こ
そ
と
の
詩
が
迫
力
に
充
ち
た
も
の
と
な
り
、
伝
え
の
よ
う
に
、
疲
労
し
て
い
た
韓

声
“
吾

葦

ざ

〃
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李
白
の
「
宣
州
の
謝
眺
の
楼
に
校
害
叔
雲
に
饅
別
す
」
や
、
王
維
の
「
祖
三
詠
に
贈
る
」
な
ど
は
異
種
の
時
間
を
押
韻
で
区
別
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
李
賀
の
時
間
の
扱
い
方
に
近
似
す
る
蚕
れ
な
例
だ
が
、
よ
く
見
る
と
《
ほ
と
ん
ど
偶
然
の
近
似
で
、
李
白
も
王

維
も
他
の
詩
で
こ
の
方
法
を
追
求
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
左
い
。

換
韻
を
許
す
の
は
「
古
詩
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
文
体
の
詩
の
み
で
、
「
古
詩
」
の
中
で
も
「
楽
府
体
」
は
韻
の
み
で
左
く
一
句
の

文
字
数
も
極
め
て
自
由
で
あ
る
。
李
賀
の
詩
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
「
古
詩
」
で
あ
り
、
「
楽
府
体
」
が
多
い
の
は
、
か
れ
の
詩
法
、

異
種
の
時
間
が
韻
法
に
浸
透
し
て
い
る
。

詩
に
お
け
る
こ
の
盤
う
な
時
間
の
扱
い
方
を
、
李
賀
は
い
つ
、
ど
こ
で
、
だ
れ
か
ら
、
学
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
ｃ

李
賀
の
師
は
韓
愈
で
あ
る
。
韓
氏
は
、
一
般
に
は
散
文
の
改
革
者
と
し
て
有
名
だ
が
詩
の
改
革
者
と
し
て
も
大
力
量
を
発
揮
し
た

人
で
、
そ
の
お
お
よ
そ
に
つ
い
て
は
拙
著
『
韓
愈
』
で
述
べ
た
。
押
韻
に
つ
い
て
も
さ
さ
ざ
玄
の
方
法
を
駆
使
し
て
い
る
が
、
か
れ

の
関
心
は
同
じ
韻
で
ど
れ
だ
け
長
大
籏
詩
を
作
り
あ
げ
る
か
．
と
か
、
意
味
的
展
開
を
無
視
し
た
換
韻
を
ど
れ
だ
け
効
果
的
に
続
け
う

る
か
ど
い
っ
た
一
種
の
ア
ク
ロ
パ
ッ
ト
的
韻
法
に
傾
斜
し
、
そ
こ
で
見
事
に
成
功
し
て
い
る
の
が
、
か
れ
の
大
詩
人
た
る
所
以
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
時
間
に
つ
い
て
の
考
え
は
李
賀
ほ
ど
は
深
く
た
い
。
前
節
で
説
い
た
よ
う
に
、
賀
の
詩
は
、
韓
氏
に
会
う
ま
え
か
ら

り
か
え
す
ま
い
。
他
の
作
に
つ
い
て
も
、
例
を
拾
え
ば
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
読
者
の
検
討
に
ゆ
だ
ね
た
い
。

一

○

色
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一

李
賀
に
さ
き
だ
つ
古
詩
・
楽
府
の
作
品
を
見
渡
し
て
、
さ
き
の
李
白
・
王
維
の
詩
の
よ
う
に
賀
の
詩
法
に
近
似
す
る
も
の
が
あ
っ

て
も
、
立
ち
入
っ
て
考
察
す
れ
ば
、
別
個
の
も
の
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
先
例
か
ら
も
、
賀
が
学
ん
で
養
い
と
し
た

に
は
違
い
た
か
ろ
う
が
、
単
に
か
れ
の
資
質
が
見
出
し
た
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
も
従
来
の
中
国
人
の
詩
法
、
そ
の
詩
法
を
成
立
さ

せ
た
感
性
・
理
性
と
は
違
っ
た
イ
デ
ー
の
よ
う
友
も
の
が
、
か
れ
の
詩
の
背
後
に
存
在
す
る
と
察
せ
ら
れ
る
。

李
賀
の
詩
法
の
来
源
を
さ
ぐ
っ
て
と
こ
さ
で
く
れ
ば
、
か
れ
が
そ
の
詩
中
に
明
記
す
る
「
權
伽
」
経
や
他
の
仏
教
諸
典
に
そ
の
イ

デ
ー
の
上
う
な
も
の
を
求
め
て
も
お
か
し
く
は
あ
る
浅
い
。

『
摺
伽
経
」
に
つ
い
て
は
旧
稿
「
標
伽
」
（
『
李
賀
論
考
竺
一
宍
八
頁
）
、
「
世
尊
と
夜
叉
王
」
（
『
李
賀
研
究
』
第
九
号
）
に

く
わ
し
ぐ
書
い
た
。
読
ん
で
い
た
だ
け
ば
、
こ
と
に
重
ね
て
説
く
こ
と
は
い
ら
ぬ
と
思
う
が
、
殊
に
関
わ
り
の
深
い
後
者
が
ぼ
と
ん

車

●

ど
十
年
以
前
の
も
の
で
、
発
行
部
数
も
少
く
、
お
求
め
下
さ
っ
て
も
既
に
在
庫
も
な
い
の
で
、
必
要
と
思
わ
れ
る
事
項
を
か
い
つ
ま

ん
で
お
く
。

た
、
の
で
あ
ろ
う
）

こ
と
に
時
間
に
つ
い
て
の
考
察
が
韻
法
と
結
び
つ
い
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
か
ら
に
違
い
た
い
。
換
韻
を
許
さ
ぬ
「
今
体
詩
」
す
な
わ

ち
律
詩
や
絶
句
を
、
か
れ
が
あ
ま
り
手
が
け
な
か
っ
た
の
は
、
か
れ
の
内
部
感
覚
と
し
て
の
時
間
論
が
、
は
じ
め
か
ら
一
つ
の
枠
を

決
定
し
て
し
蚕
う
今
体
の
韻
法
を
、
不
自
然
と
し
て
嫌
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
（
と
い
つ
て
も
、
か
れ
が
今
体
の
詩
法
に
習
熟
し
な

か
っ
た
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
今
体
詩
の
表
面
的
な
均
斉
巽
ｂ
も
、
古
体
詩
の
時
間
把
握
に
深
切
で
あ
り
う
る
可
能
性
に
期
待
し

１3５



制鞆暉岬」

海
中
の
竜
宮
で
の
七
日
間
の
説
法
を
終
え
た
如
来
が
、
篭
舞
、
→
、
》
う
ぷ
入
賞
ゼ
ゾ
ン
士
Ｉ
壊
撞
蟻
§
、
鐘
急
《
”
鷹
尋
息
薑
謹
露
鍵
籍
す

る
。
如
来
は
「
パ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ト
』
（
世
間
主
・
勝
者
）
ル
ー
：
憧
縛
，
言
鷲
一
蕊
を
も
ち
、
域
主
雄
一
犬
謬
景
サ
ジ
、
｝
ム
ニ
う
Ｉ
ヴ
ァ
ナ

夜
叉
王
』
の
二
面
を
も
つ
。
上
陸
し
た
如
来
を
迎
え
る
王
は
卜
ｉ
タ
カ
調
、
ガ
ー
タ
ー
詠
哨
謂
な
ど
の
麹
で
如
来
。
雄
醤
を
歌
魂
す

る
。
如
来
は
王
の
請
い
を
受
け
て
説
象
し
「
過
去
仏
は
、
こ
の
す
ぐ
れ
た
宝
山
中
で
、
夜
叉
を
あ
わ
れ
む
が
ゆ
え
に
、
内
身
に
証
明
し

た
法
を
説
か
れ
た
。
未
来
仏
も
ま
た
そ
の
産
う
に
、
こ
の
宝
山
中
で
、
も
ろ
も
ろ
の
夜
叉
た
ち
の
た
め
に
、
ま
た
こ
の
深
法
を
説
か

れ
圭
う
。
夜
叉
は
と
の
宝
山
で
、
如
実
に
修
行
す
る
人
、
現
わ
れ
現
わ
す
法
行
の
人
、
そ
れ
左
れ
ば
こ
そ
と
と
に
住
む
こ
と
が
で
き

る
。
夜
叉
よ
、
今
あ
な
た
に
告
げ
る
、
わ
た
し
と
諸
仏
の
子
ら
は
、
あ
表
た
た
ち
を
あ
わ
れ
む
が
ゆ
え
に
、
あ
左
た
の
布
施
と
懇

請
を
受
け
て
説
こ
う
」
。
そ
の
後
、
如
来
は
神
力
に
よ
っ
て
幻
の
ラ
ン
カ
ー
城
を
化
現
す
る
。
ス
メ
ー
ル
山
に
向
き
合
い
、
そ
の
城

鎚

中
に
は
や
は
り
如
来
が
お
ら
れ
、
仏
の
子
た
ち
が
お
り
、
夜
叉
王
と
そ
の
一
族
が
い
る
。
そ
う
し
て
そ
の
王
が
如
来
に
問
い
、
如
来

は
こ
れ
に
答
え
て
法
を
説
く
。
如
来
の
説
法
が
終
る
と
、
如
来
も
仏
の
子
ら
も
消
え
、
夜
叉
主
は
お
の
れ
が
も
と
の
宮
殿
に
い
て
ほ

か
の
も
の
が
見
え
な
い
の
に
気
づ
く
。
王
は
つ
ぶ
や
く
「
さ
き
に
見
た
も
の
は
誰
が
作
っ
た
の
か
。
法
を
説
い
た
の
は
誰
だ
ろ
う
。
、

聴
聞
し
た
の
は
誰
だ
っ
た
ろ
う
。
わ
た
し
の
見
た
の
は
何
の
法
で
、
そ
れ
で
こ
れ
ら
の
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
。
あ
の
も
ろ
も
ろ
の
仏

国
士
と
、
も
ろ
も
ろ
の
如
来
の
身
、
こ
の
主
う
な
も
ろ
も
ろ
の
妙
な
る
こ
と
は
、
今
み
な
ど
こ
へ
い
っ
た
の
か
。
夢
で
思
っ
た
こ
と

だ
ろ
う
か
、
幻
が
作
っ
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
ほ
ん
と
の
城
市
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
ガ
・
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
の
城
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
．
．

．
：
、
見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
、
一
切
把
捉
で
き
ぬ
。
説
く
も
の
と
説
か
れ
る
も
の
、
こ
ん
な
も
の
も
ま
た
左
い
・
仏
法
の
真
実

の
あ
り
か
た
は
、
有
で
も
な
く
ま
た
無
で
も
な
い
。
存
在
の
相
は
つ
ね
に
こ
う
し
た
も
の
だ
が
、
た
だ
自
ら
の
心
が
分
別
す
る
の
だ
。

９

評均凸〆
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説
く
つ
も
り
だ
。

現
在
の
如
来
の
内
身
に
証
明
せ
ら
れ
た
法
が
説
か
れ
る
と
き
、
過
去
と
未
来
と
い
う
異
時
間
の
仏
の
法
も
現
在
に
招
き
よ
せ
ら
れ
、

現
在
の
空
間
に
、
過
去
の
空
間
も
未
来
の
空
間
も
化
現
し
、
異
時
間
の
空
間
に
お
け
る
人
間
の
行
為
も
仏
の
思
惟
も
、
現
在
と
い
う

同
時
間
の
同
空
間
に
幻
成
し
、
如
来
の
説
法
が
終
了
す
る
と
異
時
間
の
異
空
間
は
消
滅
す
る
。
し
か
し
「
現
在
の
空
間
」
に
残
存
し

た
王
に
と
っ
て
、
「
現
在
の
空
間
」
に
お
け
る
お
の
れ
が
真
実
な
の
か
、
消
滅
し
た
「
異
時
間
の
異
空
間
」
が
真
実
な
の
か
は
、
わ

か
ら
を
い
。
『
荘
子
』
の
中
に
出
て
く
る
「
胡
喋
」
の
話
に
似
て
は
い
る
が
、
そ
の
構
成
は
は
る
か
に
複
雑
に
時
間
と
空
間
が
錯
綜

し
て
い
る
。
過
去
仏
説
法
時
の
ラ
ン
ヵ
ー
城
と
、
未
来
仏
説
法
時
の
ラ
ン
カ
ー
城
が
、
現
在
仏
説
法
の
ラ
ン
カ
ー
城
と
同
じ
姿
で
そ

こ
に
あ
る
、
と
い
う
の
は
永
劫
回
帰
の
哲
学
を
含
る
め
て
お
い
て
せ
ん
べ
い
に
の
し
た
よ
う
な
感
じ
も
す
る
が
、
こ
の
経
で
は
、
ト

Ｉ
髪
力
調
、
ガ
ｉ
タ
ー
詠
唱
調
な
ど
さ
さ
ざ
雀
の
声
調
や
、
種
々
の
楽
器
の
演
奏
に
よ
っ
て
、
異
時
間
は
異
時
間
と
し
て
、
異
空
間

は
異
空
間
と
し
て
、
・
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「
パ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ト
」
と
「
世
尊
」
、
「
ラ
ー
ヴ
ァ
ナ
夜
叉
王
」
と
「
大
慧
ポ
サ
ッ
」
が
、
・

同
一
の
『
如
来
』
と
「
ラ
ン
ヵ
ー
城
主
」
の
二
面
の
訳
し
別
け
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
訳
し
別
け
に
よ
っ
て
十
巻
本
が
、
四
巻
本
や
七

一

■巻
本
で
は
見
失
な
わ
れ
る
本
経
の
的
々
た
る
真
意
を
現
し
え
た
こ
と
は
旧
稿
で
述
ぺ
た
。

李
賀
の
詩
の
、
時
間
の
と
ら
え
か
た
と
韻
法
と
は
、
か
れ
が
梶
伽
経
を
十
巻
本
で
読
ん
で
い
た
と
考
え
れ
ば
、
す
ん
な
り
納
得
が

い
く
。
か
れ
が
十
巻
本
を
読
ん
で
い
た
ろ
う
こ
と
を
、
旧
稿
で
も
述
べ
た
が
、
そ
の
後
に
見
付
け
た
根
拠
を
本
号
の
「
李
孝
逸
」
で

．
．
．
：
・
智
者
は
こ
の
よ
う
に
、
一
切
の
も
ろ
も
ろ
の
境
界
を
観
じ
、
身
を
転
じ
て
妙
な
る
身
を
得
る
。
こ
れ
が
仏
の
菩
提
左
の
だ
」

ー
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揺
伽
以
外
の
経
典
で
は
、
唐
代
に
盛
行
し
た
『
妙
法
蓮
華
経
』
の
「
見
宝
塔
品
第
十
こ
に
、
現
在
仏
釈
尊
の
説
法
の
座
に
過
去

仏
多
宝
如
来
の
宝
塔
が
大
地
中
か
ら
出
現
し
て
釈
尊
の
法
の
真
実
を
証
明
し
、
「
従
地
湧
出
品
第
十
五
」
で
は
未
来
に
法
華
経
を
宣

布
す
べ
き
ポ
サ
ッ
群
が
地
中
か
ら
湧
き
出
る
場
面
が
あ
っ
て
、
常
識
的
な
時
間
観
が
転
倒
す
る
。
後
者
に
は
「
髪
白
面
鮫
」
の
語
が

あ
り
、
李
賀
の
「
潮
少
年
」
中
の
語
と
同
字
面
で
あ
る
こ
と
は
本
誌
第
十
四
号
の
「
雑
記
」
に
書
い
た
。

賀
の
詩
中
の
時
間
観
念
に
仏
典
の
時
間
論
が
深
く
影
さ
し
て
い
る
こ
と
は
、
も
は
や
疑
え
雀
い
。

長
い
回
り
道
の
の
ち
「
蘇
小
小
歌
」
に
帰
る
と
き
が
来
た
よ
う
で
あ
る
。
前
稿
一
-
蘇
小
小
」
の
結
論
を
次
に
引
い
て
お
く
。

娼
婦
と
な
っ
た
と
き
、
蘇
小
小
は
恋
愛
し
結
婚
す
る
資
格
を
失
っ
た
。
娼
婦
と
し
て
接
す
る
男
の
中
に
愛
す
ぺ
き
人
を
見
出

し
た
。
彼
女
は
禁
忌
を
犯
し
て
そ
の
人
を
恋
愛
し
そ
の
人
と
結
婚
し
よ
う
と
し
た
。
禁
忌
を
犯
す
こ
と
に
よ
っ
て
彼
女
は
娼
婦

と
し
て
の
資
格
を
喪
失
す
る
。
娼
婦
と
し
て
の
資
格
を
喪
失
し
た
蘇
小
小
を
一
人
の
女
性
と
し
て
復
活
さ
せ
る
た
め
に
、
男
も
、

社
会
も
、
手
を
さ
し
の
べ
な
か
っ
た
。
蘇
小
小
の
生
き
る
場
所
は
地
上
に
は
な
く
、
彼
女
の
肉
体
は
死
せ
ざ
る
を
得
ぬ
。

肉
体
の
死
に
主
っ
て
魂
暁
も
含
た
死
ぬ
も
の
な
ら
ば
、
彼
女
は
人
を
待
つ
必
要
は
な
い
。

蘇
小
小
は
、
そ
の
肉
体
の
生
き
て
あ
る
と
き
、
家
族
と
社
会
に
よ
っ
て
一
人
の
女
性
と
し
て
の
「
死
」
を
与
え
ら
れ
た
。
そ

一一
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蘇
小
小
が
、
「
死
」
と
死
を
与
え
ら
れ
た
と
き
、
人
間
の
時
間
は
奪
わ
れ
た
。
す
左
わ
ち
そ
と
に
は
、
春
・
夏
・
秋
坐
冬
は
な
い
。

朝
も
昼
も
幕
も
夜
も
暁
も
な
い
。
「
死
」
と
死
を
拒
否
す
る
彼
女
は
、
奪
わ
れ
た
人
間
の
時
間
を
と
り
も
ど
そ
う
と
す
る
。
し
か
し

彼
女
が
復
活
せ
ぬ
か
ぎ
り
、
蘇
小
小
の
時
間
は
人
間
の
時
間
と
は
左
ら
ぬ
。
蘇
小
小
の
時
間
に
も
、
春
の
よ
う
な
、
秋
の
よ
う
な
、

昼
の
主
う
な
、
夜
の
主
う
な
、
い
ろ
ど
り
は
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
人
間
の
時
間
の
四
時
・
四
季
と
ば
異
質
の
も
の
だ
。
わ
た
し
は
、

そ
の
髪
う
な
蘇
小
小
の
時
間
に
、
か
り
に
『
鬼
時
」
と
い
う
名
を
つ
け
た
。

こ
の
結
論
に
誤
り
は
た
い
、
と
信
』

間
を
と
り
ち
が
え
て
い
た
点
に
あ
る
。

蘇
小
小
を
『
鬼
時
」
に
追
い
や
っ
た
の
は
、
彼
女
に
「
死
」
と
死
を
与
え
た
、
非
人
間
的
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
あ
っ
た
。

「
死
」
と
死
を
拒
否
し
続
け
る
蘇
小
小
の
所
在
を
「
墓
」
と
は
い
え
ぬ
。
彼
女
の
拒
否
を
認
め
よ
う
と
せ
ぬ
社
会
が
「
墓
」

、

、

と
呼
ぼ
う
と
も
、
彼
女
の
拒
否
を
歌
う
李
賀
が
彼
女
の
い
ま
も
現
に
生
き
て
あ
る
と
こ
ろ
を
墓
と
呼
ぶ
は
ず
が
な
い
。
李
賀
の

作
の
題
名
は
「
蘇
小
小
墓
」
で
は
な
く
「
蘇
小
小
歌
」
で
あ
っ
た
。

の
「
死
」
に
反
抗
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
愛
す
る
男
と
社
会
か
ら
肉
体
の
死
を
与
え
ら
れ
た
。
そ
の
肉
体
の
死
ん
だ
の
ち
に
も
、

彼
女
の
魂
塊
は
「
死
」
と
死
に
反
抗
し
、
「
死
」
と
死
を
拒
否
し
て
、
お
の
れ
を
死
に
追
い
や
っ
た
男
を
待
ち
、
女
性
を
「
死
」

と
死
に
追
い
や
っ
て
活
と
し
て
恥
じ
ぬ
社
会
に
無
言
の
糾
弾
を
投
げ
つ
づ
け
て
い
る
。

李
賀
の
作
は
、
そ
の
よ
う
な
蘇
小
小
を
歌
っ
て
い
る
。

９

．

３

と
信
じ
る
。
わ
た
し
の
誤
り
は
、
と
の
結
論
に
み
ち
び
か
れ
左
が
ら
「
蘇
小
小
歌
」
の
成
立
す
る
時
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非
人
間
的
義
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
ぬ
け
ぬ
け
と
生
き
の
び
て
い
る
時
間
を
「
時
間
」
と
し
て
許
す
世
界
で
は
、
蘇
小
小
の
時
間
は
、

「
鬼
時
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
か
は
な
い
が
、
人
間
的
な
時
間
が
真
の
「
時
間
」
と
す
る
な
ら
ば
、
蘇
小
小
の
「
鬼
時
」
こ
そ
が
、
真
の

「
時
間
」
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
住
む
時
間
は
む
し
ろ
真
の
鬼
時
で
は
な
い
の
か
。

こ
こ
数
年
、
わ
た
し
は
手
あ
た
り
次
第
、
時
間
論
に
関
す
る
本
を
読
ん
で
き
た
。
貧
弱
左
理
解
力
で
は
要
約
で
き
な
い
が
、
哲
学

者
の
間
で
も
、
科
学
者
の
間
で
も
、
こ
の
問
題
に
宏
お
定
論
は
な
く
、
定
義
し
う
る
た
に
か
の
も
の
で
は
た
く
、
極
め
て
人
間
的

、

ｂ

義
、
経
験
に
対
す
る
意
味
殿
つ
け
の
よ
う
な
も
の
ら
し
い
、
と
い
う
こ
と
が
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
分
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

わ
た
し
が
李
賀
か
ら
学
ん
だ
時
間
に
つ
い
て
の
考
え
と
、
さ
ほ
ど
差
が
あ
り
そ
う
に
も
な
い
。
も
と
よ
り
お
の
れ
の
愚
か
な
理
解

で
す
ぐ
れ
た
労
作
を
概
括
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
わ
た
し
に
と
っ
て
は
、
「
蘇
小
小
歌
」
の
時
間
を
考
え
る
上
で
、
わ
た
し

の
た
ど
り
つ
い
た
結
論
を
く
つ
が
え
す
有
力
な
時
間
論
が
あ
れ
ば
、
根
本
か
ら
考
え
左
お
し
た
い
、
と
思
っ
て
弱
腰
に
鞭
を
う
っ
た

の
に
、
今
蚕
で
の
と
こ
ろ
、
そ
う
い
う
も
の
に
は
出
く
わ
さ
な
か
っ
た
、
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

「
蘇
小
小
歌
」
の
時
間
が
「
鬼
時
」
な
ら
ば
、
そ
の
詩
中
の
「
西
陵
下
」
も
人
間
の
世
界
の
西
陵
下
で
は
な
い
。
西
陵
下
は
、
蘇

小
小
に
『
死
」
と
死
を
与
え
た
人
間
が
、
蘇
小
小
の
死
ん
だ
肉
体
を
埋
め
た
場
所
に
過
ぎ
ぬ
。
死
肉
の
埋
め
ら
れ
た
場
所
に
は
、
木

ぎ
れ
一
本
の
し
る
し
も
立
て
ら
れ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
十
年
も
た
て
ば
、
も
は
や
ど
こ
と
も
知
れ
ず
、
人
は
蘇
小
小
の
名
さ
え

忘
れ
て
し
奮
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
忘
れ
て
し
ま
っ
た
歌
妓
の
墓
が
出
来
た
の
は
、
た
ぶ
ん
詩
の
好
き
を
風
流
人
の
感
傷
と
、
そ
こ
に

目
を
つ
け
た
こ
す
っ
か
ら
い
商
売
人
の
“
観
光
開
発
”
の
お
蔭
で
、
感
傷
と
商
売
さ
え
満
足
す
れ
ば
、
西
陵
が
東
陵
に
な
っ
た
と
こ

ろ
で
別
に
ど
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
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