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は
じ
め
に

大
江
匡
衡
︵
九
五
二
～
一
〇
一
二
︶
の
漢
詩
文
集
﹃
江
吏
部
集
﹄
に
は
、
彼
が

藤
原
道
兼
︵
九
六
一
～
九
九
五
。
以
下
は
道
兼
︶
の
粟
田
山
荘
の
障
子
絵
の
た
め

に
賦
し
た
一
連
の
詠
作
が
採
録
さ
れ
て
い
る

1

。
こ
の
一
連
の
詠
作
を
便
宜
上
、
仮

に
﹁
粟
田
障
子
詩
﹂
と
呼
ぶ
。﹃
栄
花
物
語
﹄

2

、﹃
続
本
朝
通
鑑
﹄
の
記
述
に
よ
る

と

3

、
粟
田
山
荘
は
道
兼
が
い
つ
か
生
ま
れ
て
く
る
姫
君
の
た
め
に
、
正
暦
年
間

︵
九
九
〇
～
九
九
四
︶
粟
田
の
地
に
営
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
姫
君
の
教
養
を
豊
か

に
す
る
調
度
と
し
て
、
障
子
を
配
し
、
そ
の
障
子
に
名
所
絵
を
描
か
せ
、
歌
人
に

歌
を
詠
ま
せ
、
菅
原
輔
正
に
漢
詩
人
た
ち
の
秀
作
を
撰
集
さ
せ
た
。

粟
田
障
子
絵
に
賦
し
た
和
歌
や
漢
詩
文
と
し
て
は
、
現
在
、
恵
慶
法
師
、
平
佑

挙
、
匡
衡
ら
の
和
歌

4

、
紀
斉
名
、
高
岳
相
如
、
藤
原
為
時
、
匡
衡
ら
の
漢
詩
が
残

さ
れ
て
い
る

5

。
と
り
わ
け
、
恵
慶
法
師
の
和
歌
と
匡
衡
の
漢
詩
は
そ
れ
ぞ
れ
恵
慶

法
師
の
和
歌
集
﹃
恵
慶
集
﹄
と
、
匡
衡
の
漢
詩
文
集
﹃
江
吏
部
集
﹄
に
収
録
さ

れ
、
ほ
ぼ
完
全
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
恵
慶
法
師
の
和
歌
連
作
と
匡
衡
の
漢
詩
連

作
に
関
す
る
注
釈
研
究
は
、
す
で
に
熊
本
守
雄
氏
や
木
戸
裕
子
氏
に
よ
る
も
の
が

あ
る

6

。
一
方
で
、
連
作
個
々
の
作
品
に
つ
い
て
は
な
お
研
究
す
る
余
地
が
残
さ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
で
は
、
匡
衡
の
粟
田
障
子
詩
十
五
首
の
第
五
首
﹁
早
夏
観
二
曝
布
泉
一
﹂

7

︵﹃
江
吏
部
集
﹄
第
三
十
九
番
︶
を
取
り
上
げ
た
い
。
そ
の
結
句
﹁
疑
是
銀
河
落
レ

自
レ
天
﹂
は
唐
代
詩
人
李
白
の
﹁
望
二
廬
山
瀑
布
一
﹂
其
二
の
結
句
﹁
疑
是
銀
河

落
二
九
天
一
﹂
に
酷
似
し
て
い
る
。
匡
衡
の
こ
の
一
首
は
平
安
中
期
に
お
け
る
李

白
詩
の
受
容
を
研
究
す
る
の
に
好
個
の
素
材
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
観
点

を
加
味
し
て
匡
衡
の
﹁
早
夏
観
二
曝
布
泉
一
﹂
詩
を
分
析
し
、
中
国
と
日
本
文
学

に
お
け
る
﹁
瀑
布
﹂
の
表
現
方
法
の
異
同
も
視
野
に
入
れ
、
匡
衡
の
詩
文
に
お
け

る
李
白
の
受
容
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

一
　
匡
衡
の
粟
田
障
子
詩
「
早
夏
観
二
曝
布
泉
一
」
に
つ
い
て

詩
題
﹁
早
夏
観
二
曝
布
泉
一
﹂
に
よ
り
、
匡
衡
が
早
夏
の
瀑
布
を
詠
じ
た
こ
と

が
分
か
る
。
匡
衡
と
同
じ
障
子
絵
に
和
歌
を
詠
ん
だ
恵
慶
法
師
は
、

早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要　

別
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夏
ぬ
の
ひ
き
の
た
き
み
る
人
あ
り

夏
衣
す
す
み
か
て
ら
に
裁
ち
も
着
む
千
尋
さ
ら
せ
る
布
引
の
滝

と
詠
じ
た
。
詞
書
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
﹁
夏
﹂
の
﹁
ぬ
の
ひ
き
の
た
き
﹂

︵
布
引
の
滝
︶
を
詠
む
作
品
で
あ
る
。﹁
夏
﹂
と
い
う
季
節
は
匡
衡
の
詩
と
も
一
致

す
る
。﹁
布
引
の
滝
﹂
は
摂
津
国
︵
現
在
の
大
阪
府
と
兵
庫
県
の
一
部
︶
の
名
所

で
あ
り
、
平
安
初
期
か
ら
貴
族
の
遊
覧
の
地
と
し
て
名
高
い
。
地
理
的
に
は
現
在

新
幹
線
新
神
戸
駅
に
近
在
す
る
。
恵
慶
法
師
の
和
歌
の
意
は
、
千
尋
の
布
を
さ
ら

し
て
い
る
よ
う
な
布
引
の
滝
で
夏
衣
を
涼
み
が
て
ら
に
裁
っ
て
着
て
み
よ
う
、
と

の
こ
と
で
あ
る

8

。
恵
慶
法
師
は
﹁
布
引
の
滝
﹂
の
﹁
布
﹂
の
語
に
か
け
、﹁
衣
﹂

と
関
連
す
る
縁
語
﹁
裁
つ
﹂﹁
着
る
﹂﹁
千
尋
﹂﹁
さ
ら
す
﹂
で
、﹁
布
引
の
滝
﹂
の

さ
ら
さ
ら
流
れ
落
ち
る
様
子
を
伝
え
て
い
る
。
匡
衡
が
詠
じ
た
詩
作
に
あ
る
﹁
曝
﹂

の
語
は
恵
慶
法
師
の
一
句
の
﹁
さ
ら
せ
る
﹂
の
語
に
通
じ
る
と
言
え
よ
う
。

瀑
布
を
布
に
見
立
て
る
表
現
方
法
は
東
晋
の
孫
綽
の
﹁
遊
二
天
台
山
一
賦
並序
﹂

︵﹃
文
選
﹄
巻
十
一
︶
に
見
え
る
。﹁
遊
二
天
台
山
一
賦
並序
﹂
に
は
、

　

赤
城
霞
起
而
建
標　
　

赤
城　

霞
の
ご
と
く
起
り
て
標
を
建
て

　

瀑
布
飛
流
以
界
道　
　

瀑
布　

飛
び
流
れ
て
以
て
道
を
界さ
か
いす

と
あ
り
、
天
台
山
の
中
の
絶
景
と
し
て
、
赤
城
山
と
瀑
布
を
取
り
あ
げ
て
詠
出
し

た
。
こ
の
句
に
つ
い
て
、
李
善
の
注
で
は
﹃
天
台
山
図
﹄
を
引
用
し
、

天
台
山
図
曰
、
赤
城
山
、
天
台
之
南
門
也
。
瀑
布
山
、
天
台
之
西
南
峯
。
水

従
南
巌
懸
注
、
望
之
如
曳
布
。

天
台
山
図
に
曰
く
、
赤
城
山
は
、
天
台
の
南
門
な
り
。
瀑
布
山
は
、
天

台
の
西
南
の
峯
な
り
。
水
は
南
巌
よ
り
懸
注
し
、
之
を
望
め
ば
布
を
曳ひ

く
が
如
し
。

と
記
し
て
い
る
。
藏
中
し
の
ぶ
氏

9

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
天

台
山
を
詠
じ
る
孫
綽
の
﹁
遊
二
天
台
山
一
賦
並序
﹂
は
﹃
懐
風
藻
﹄
以
来
の
日
本
漢
詩

文
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。
日
本
文
学
に
お
け
る
瀑
布
の
表
現
方
法
も
そ
れ
な

り
に
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
匡
衡
が
﹁
早
夏
観
二
曝
布
泉
一
﹂
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
瀑
布
を
描
い

た
の
か
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

早
夏
観
曝
布
泉
粟
田
障
子
作
。

十
五
首
中
其
五　
　

早
夏
に
曝
布
泉
を
観
る
粟
田
障
子
作
。

十
五
首
中
そ
の
五

閑
望
一
条
曝
布
泉　
　

閑
か
に
望
む　

一
条
の
曝
布
泉

眼
塵
暗
尽
坐
岩
辺　
　

眼
塵
暗あ
ん

に
尽
き　

岩
辺
に
坐
す

穿
雲
倒
瀉
寒
声
竪　
　

雲
を
穿
ち
倒
さ
か
さ
まに
瀉そ
そ

ぎ　

寒
き
声
は
竪た

つ

疑
是
銀
河
落
自
天　
　

疑
ふ
ら
く
は
是
れ
銀
河
の
天
よ
り
落
つ
る
か
と

起
句
と
承
句
で
は
、
粟
田
障
子
絵
の
人
物
が
心
静
か
に
岩
の
ふ
も
と
に
坐
っ
て

瀑
布
を
眺
め
て
い
る
場
面
が
詠
出
さ
れ
て
い
る
。
承
句
の
﹁
眼
塵
暗
尽
﹂
と
は
瀑

布
に
よ
っ
て
、﹁
眼
塵
﹂
が
知
ら
な
い
う
ち
に
洗
い
流
さ
れ
て
い
た
と
の
意
で
あ

る
。
こ
こ
の
﹁
眼
塵
﹂
は
目
の
中
の
塵
の
意
か
ら
、
転
じ
て
人
の
心
を
惑
わ
す
欲

望
の
意
で
使
わ
れ
て
い
る
。
詩
語
と
し
て
の
﹁
眼
塵
﹂
は
白
居
易
の
詩
文
以
前
に

見
い
だ
せ
な
い
。
白
居
易
の
詩
文
に
は
、

眼
塵
心
垢
見
皆
尽　
　

眼
塵　

心
垢　

見
れ
ば
皆
尽
き

不
是
秋
池
是
道
場　
　

是
れ
秋
池
な
ら
ず
是
れ
道
場
な
り

︵
二
八
五
二
﹁
秋
池
﹂
同
前
︶

と
の
使
用
例
が
見
ら
れ
る
。
表
現
上
か
ら
見
れ
ば
、
匡
衡
の
承
句
の
﹁
眼
塵
暗
尽
﹂
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は
白
居
易
の
﹁
秋
池
﹂
詩
の
転
句
﹁
眼
塵
心
垢
見
皆
尽
﹂
を
踏
ま
え
て
詠
じ
た
も

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
、
匡
衡
の
起
句
﹁
閑
望
一
条
曝
布
泉
﹂
に

は
、﹁
閑
望
﹂
の
語
が
見
ら
れ
、
そ
れ
も
白
居
易
の
﹁
秋
池
﹂
の
承
句
﹁
水
辺
閑

坐
一
縄
床
﹂
の
﹁
閑
坐
﹂
に
意
趣
が
通
じ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
て
見
れ

ば
、
瀑
布
に
触
発
さ
れ
た
匡
衡
は
白
居
易
の
詩
作
﹁
秋
池
﹂
の
発
想
と
詩
語
を
襲

用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

転
句
で
は
、
匡
衡
は
、
瀑
布
が
雲
を
穿
っ
て
、
寒
さ
を
感
じ
さ
せ
る
音
を
立
て

な
が
ら
、
逆
さ
ま
に
流
れ
落
ち
る
と
詠
じ
て
い
る
。
彼
は
﹁
穿
レ
雲
﹂﹁
倒
瀉
﹂﹁
寒

声
﹂
の
表
現
を
通
じ
て
、
ま
さ
し
く
自
分
が
絵
に
身
を
置
い
た
か
の
よ
う
に
視
覚
、

聴
覚
な
ど
の
身
体
機
能
を
働
か
せ
、
瀑
布
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
を
際
立
た
せ
て

い
る
。﹁
倒
瀉
﹂
は
上
か
ら
逆
さ
ま
に
注
ぎ
か
か
る
意
で
あ
り
、﹁
寒
声
﹂
は
寒
さ

を
感
じ
さ
せ
る
声
の
意
で
あ
る
。﹁
倒
瀉
﹂﹁
寒
声
﹂
の
詩
語
は
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で

瀑
布
を
形
容
す
る
表
現
と
し
て
詠
み
込
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
一
首
の
中
に
詠

み
込
ま
れ
た
の
は
、
菅
原
道
真
の
詠
作
﹁
観
二
曝
布
水
一
﹂︵
二
三
三
﹃
菅
家
文
草
﹄︶

し
か
見
ら
れ
な
い
。
道
真
の
﹁
観
二
曝
布
水
一
﹂
詩
は
、

銀
河
倒
瀉
落
長
空　
　

銀
河
倒
に
瀉
ぎ
て
長
空
よ
り
落
つ

恰
似
霜
紈
颺
晩
風　
　

恰あ
た
かも
霜
紈
の
晩
風
に
颺あ
が

る
に
似
た
り

清
濺
寒
声
図
不
得　
　

清
ら
か
に
濺
ぐ
寒
声　

図う
つ

す
こ
と
を
得
ず

将
聞
二
十
八
言
中　
　

将
に
聞
か
ん
と
す　

二
十
八
言
の
中

と
あ
る
。
川
口
久
雄
氏
は
﹃
菅
家
文
草
﹄
に
お
け
る
詩
の
配
列
に
よ
っ
て
、
道
真

が
詠
じ
た
瀑
布
は
そ
の
前
の
詠
作
﹁
衙
後
勧
二
諸
僚
友
一
共
遊
二
南
山
一
﹂
に
続
き
、

﹁
南
山
の
山
中
の
滝
だ
ろ
う
﹂
と
指
摘
し
た

0

。
こ
れ
に
よ
り
、
道
真
は
匡
衡
と
違

い
、
南
山
に
あ
る
瀑
布
の
実
景
を
目
に
し
て
詠
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
は
起
句
、

承
句
で
、
瀑
布
は
銀
河
の
よ
う
に
空
か
ら
流
れ
落
ち
、
飛
沫
は
白
絹
が
夕
風
に
吹

き
あ
お
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
と
い
う
瀑
布
の
有
り
様
を
描
写
し
、
転
句
、
結

句
で
は
絵
に
よ
っ
て
表
現
で
き
な
い
瀑
布
の
﹁
寒
声
﹂
を
七
言
絶
句
の
﹁
二
十
八

言
﹂
の
中
で
聴
き
と
れ
る
よ
う
に
表
わ
そ
う
と
の
感
慨
を
詠
じ
た
。

匡
衡
と
道
真
の
詩
は
い
ず
れ
も
瀑
布
を
主
題
と
す
る
も
の
で
、﹁
銀
河
﹂﹁
倒

瀉
﹂﹁
落
﹂﹁
寒
声
﹂
と
い
っ
た
詩
語
も
共
通
し
て
い
る
。
道
真
の
起
句
の
﹁
銀
河

倒
瀉
落
二
長
空
一
﹂
は
言
う
ま
で
も
な
く
瀑
布
を
﹁
銀
河
﹂
に
譬
え
て
詠
じ
、
瀑

布
が
空
か
ら
流
れ
落
ち
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
も
前
述
し
た
李
白
の

﹁
疑
是
銀
河
落
二
九
天
一
﹂
の
詩
句
の
影
響
を
受
け
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。﹁
瀑
布
﹂
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
詩
作
の
中
で
、﹁
銀
河
﹂﹁
倒
瀉
﹂﹁
落
﹂﹁
寒
声
﹂

と
い
っ
た
表
現
を
一
首
の
中
に
詠
み
込
ん
だ
詩
作
は
ほ
か
に
見
え
な
い
た
め
、
匡

衡
の
転
句
は
先
行
す
る
道
真
の
詩
作
﹁
観
二
曝
布
水
一
﹂
の
影
響
を
多
分
に
受
け

た
所
詠
と
推
測
さ
れ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
匡
衡
の
﹁
早
夏
観
二
曝
布
泉
一
﹂
詩
の
結
句
は
李
白
の
絶

句
﹁
望
二
廬
山
瀑
布
一
﹂
其
二

!

を
襲
用
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
匡
衡
と
李
白
の
詠

作
の
関
連
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
李
白
の
詩
は
、

　

望
廬
山
瀑
布　

其
二　
　
　

廬
山
瀑
布
を
望
む　

其
の
二

日
照
香
爐
生
紫
煙

@

　
　

日　

香
爐
を
照
ら
し　

紫
煙
を
生
ず

遥
看
瀑
布
掛
長
川

#

　
　

遥
か
に
看
る　

瀑
布
の
長
川
を
掛
く
る
を

飛
流
直
下
三
千
尺　
　

飛
流　

直
下　

三
千
尺

疑
是
銀
河
落
九
天

$

　
　

疑
ふ
ら
く
は
是
れ
銀
河
の
九
天
よ
り
落
つ
る
か
と



一
八

大
江
匡
衡
﹁
早
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観
曝
布
泉
﹂
考
︵
呂
︶

と
あ
る
。
こ
れ
は
開
元
十
四
年
︵
七
二
六
︶、
二
十
六
歳
の
李
白
が
襄
水
、
漢
水

を
経
由
し
て
金
陵
と
揚
州
へ
行
く
途
中
、
廬
山
に
登
っ
た
時
に
廬
山
の
瀑
布
を

詠
じ
た
二
首
の
連
作
の
第
二
首
目
で
あ
る
。﹁
望
二
廬
山
瀑
布
一
﹂
其
一
︵
以
下
は

﹁
其
一
﹂︶
は
二
十
二
句
か
ら
な
る
五
言
古
体
詩
で
あ
る
。
第
二
首
目
の
絶
句
で
は
、

李
白
は
紫
色
の
靄
が
か
か
る
香
炉
峰
か
ら
見
た
、
勢
い
よ
く
﹁
直
下
﹂
す
る
﹁
三
千

尺
﹂
の
瀑
布
の
有
り
様
を
描
出
し
、
そ
の
瀑
布
は
銀
河
が
天
か
ら
落
ち
て
い
る
か

の
よ
う
な
絶
景
で
あ
る
と
詠
出
し
た
。
類
似
す
る
内
容
は
﹁
其
一
﹂
に
も
読
み
取

れ
る
。﹁
其
一
﹂
の
最
初
の
二
句
は
、

西
登
香
炉
峰　
　

西
の
か
た
香
炉
峰
に
登
り

南
見
瀑
布
水　
　

南
の
か
た
瀑
布
水
を
見
る

と
あ
り
、
香
炉
峰
と
瀑
布
の
位
置
関
係
を
明
示
し
て
い
る
。
第
三
・
四
句
は
、

掛
流
三
百
丈　
　

流
れ
を
掛
く
る
こ
と
三
百
丈

噴
壑
数
十
里　
　

壑た
に

に
噴
く
こ
と
数
十
里

と
あ
り
、
険
し
い
山
か
ら
流
れ
落
ち
る
廬
山
瀑
布
の
雄
大
さ
を
表
出
し
て
い
る
。

﹁
其
一
﹂
に
お
い
て
瀑
布
の
長
さ
を
表
す
﹁
三
百
丈
﹂
は
﹁
其
二
﹂
で
﹁
三
千
尺
﹂

に
換
算
︵
一
丈
＝
十
尺
︶
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
れ
ば
、﹁
其
二
﹂
は
﹁
其
一
﹂

の
瀑
布
の
描
写
を
取
り
立
て
て
、
絶
句
四
句
で
展
開
さ
せ
た
と
言
え
よ
う
。

李
白
は
﹁
望
二
廬
山
瀑
布
一
﹂
其
二
の
結
句
で
人
間
界
の
瀑
布
を
天
上
の
﹁
銀

河
﹂
に
譬
え
て
詠
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
起
句
に
あ
る
神
仙
の
世
界
の
色
合
い
を

帯
び
る
表
現
﹁
紫
煙
﹂
と
呼
応
し
、
詩
全
体
に
神
仙
界
の
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
て
い

る
。
匡
衡
の
﹁
早
夏
観
二
曝
布
泉
一
﹂
も
李
白
の
詩
句
を
借
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
粟
田
障
子
絵
の
神
仙
界
の
よ
う
な
雰
囲
気
を
詠
出
し
た
だ
ろ
う
。
匡
衡
は
障

子
絵
の
主
人
で
あ
る
道
兼
の
身
分
を
考
え
た
上
で
、
格
調
の
高
い
李
白
の
﹁
望
二

廬
山
瀑
布
一
﹂
其
二
の
結
句
を
直
接
引
用
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

二
　
和
歌
に
見
え
る
「
布
引
の
滝
」
及
び
「
瀑
布
」
の
詠
作
方
法

瀑
布
を
﹁
銀
河
﹂
に
譬
え
る
表
現
方
法
は
早
く
も
日
本
に
伝
え
ら
れ
、
平
安
初

期
の
漢
詩
文
に
も
見
ら
れ
る

%

。
し
か
し
、
そ
の
表
現
方
法
は
李
白
の
詩
を
通
じ
て

受
容
さ
れ
た
確
証
が
な
い
。
現
存
す
る
平
安
朝
漢
詩
文
で
は
、
匡
衡
の
﹁
早
夏

観
二
曝
布
泉
一
﹂
以
外
、
李
白
の
﹁
望
二
廬
山
瀑
布
一
﹂
其
二
の
結
句
と
同
様
の
発

想
を
詠
出
し
た
作
品
が
見
ら
れ
な
い
。
一
方
、
和
歌
に
も
﹁
布
引
の
滝
﹂
や
﹁
瀑

布
﹂︵﹁
滝
﹂︶
そ
の
も
の
を
詠
む
作
品
が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
、

前
述
し
た
李
白
の
発
想
と
類
似
す
る
詠
法
が
見
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
確
認

し
て
お
き
た
い
。

﹁
布
引
の
滝
﹂
を
詠
ん
だ
詠
作
は
在
原
業
平
︵
八
二
五
～
八
八
〇
︶
の
﹃
伊
勢

物
語
﹄︵
平
安
初
期
成
立
︶
が
最
初
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。﹃
伊
勢
物
語
﹄
第

八
十
七
段

^

に
は
、

む
か
し
、
お
と
こ
、
津
の
国
む
ば
ら
の
郡
、
芦
屋
の
里
に
し
る
よ
し
し
て
、

い
き
て
住
み
け
り
⋮
こ
の
お
と
こ
の
こ
の
か
み
も
衛
府
の
督
な
り
け
り
。
そ

の
家
の
前
の
海
の
ほ
と
り
に
遊
び
あ
り
き
て
、
い
ざ
、
こ
の
山
の
か
み
に
あ

り
と
い
ふ
布
引
の
滝
見
に
登
ら
ん
﹂
と
い
ひ
て
、
の
ぼ
り
て
見
る
に
、
そ
の

滝
、
物
よ
り
こ
と
也
。
長
さ
二
十
丈
、
広
さ
五
丈
ば
か
り
な
る
石
の
お
も
て
、

白
絹
に
岩
を
つ
つ
め
ら
ん
や
う
に
な
む
あ
り
け
る
。
⋮
そ
こ
な
る
人
に
み
な

滝
の
歌
よ
ま
す
。
か
の
衛
府
督
ま
づ
よ
む
。
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︶

わ
が
世
を
ば
け
ふ
か
あ
す
か
と
待
つ
か
ひ
の
涙
の
滝
と
い
づ
れ
高
け
ん

　
　

あ
る
じ
、
次
に
よ
む
。

ぬ
き
乱
る
人
こ
そ
あ
る
ら
し
白
玉
の
ま
な
く
も
散
る
か
袖
の
せ
ば
き
に

と
よ
め
り
け
れ
ば
、
か
た
へ
の
人
、
笑
ふ
こ
と
に
や
有
り
け
ん
、
こ
の
歌
に

め
で
て
や
み
に
け
り
。

と
あ
る
。
在
原
業
平
が
﹁
津
の
国
﹂
に
住
ん
で
い
た
頃
、﹁
衛
府
の
督
﹂
で
あ
る

兄
在
原
行
平
︵
八
一
八
～
八
九
三
︶
を
含
め
、
多
く
の
人
が
布
引
の
滝
の
も
と
に

集
ま
り
、
歌
を
詠
み
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
物
語
の
中
で
は
、﹁
布
引
の
滝
﹂
は
長

さ
二
十
丈
︵
六
十
メ
ー
ト
ル
弱
︶、
広
さ
五
丈
︵
十
五
メ
ー
ト
ル
弱
︶、
白
絹
の
よ

う
に
岩
を
包
ん
で
流
れ
落
ち
て
い
る
と
描
出
さ
れ
て
い
る
。﹁
布
引
の
滝
﹂
の
有

り
様
に
つ
い
て
の
描
写
は
、
前
述
し
た
﹁
夏
衣
﹂﹁
千
尋
﹂﹁
さ
ら
す
﹂
な
ど
の
語

を
詠
み
込
ん
だ
恵
慶
法
師
の
和
歌
を
想
起
さ
せ
る
だ
ろ
う
。﹁
布
引
の
滝
﹂
を
目

の
前
に
し
、
在
原
行
平
は
そ
の
高
さ
に
注
目
し
、﹁
世
の
中
は
自
分
の
思
い
の
ま

ま
に
な
る
の
が
今
日
か
明
日
か
と
、
待
つ
か
い
も
な
く
流
れ
落
ち
る
涙
の
滝
と
こ

の
滝
と
ど
ち
ら
が
高
い
だ
ろ
う
か
﹂
と
詠
じ
、
栄
え
て
い
な
い
自
分
の
不
遇
を
漏

ら
し
て
い
る
。
一
方
で
、
在
原
業
平
の
一
首
は
、
瀑
布
の
飛
沫
を
白
玉
に
譬
え
、

瀑
布
を
狭
い
袖
に
喩
え
、
狭
い
袖
で
白
玉
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う

に
、
瀑
布
の
飛
沫
も
絶
え
間
な
く
飛
び
散
っ
て
い
る
、
と
の
意
を
詠
出
し
て
い
る
。

瀑
布
の
飛
沫
を
白
玉
に
譬
え
る
在
原
業
平
の
表
現
方
法
は
後
の
和
歌
作
品
に
も
見

ら
れ
る

&

。

ま
た
、﹃
古
今
和
歌
集
﹄
所
収
の
橘
長
盛
︵
生
没
年
不
詳
︶
の
詠
作
は
、

朱
雀
院
帝
、
布
引
の
滝
御
覧
ぜ
む
と
て
文
月
の
七
日
の
日
、
お
は
し

ま
し
て
あ
り
け
る
時
に
侍
ふ
人
々
に
歌
よ
ま
せ
給
け
る
に
、
よ
め
る

九
二
七　

主
な
く
て
さ
ら
せ
る
布
を
織
女
に
わ
が
心
と
や
今
日
は
か
さ
ま
し

橘
長
盛

と
あ
り
、﹁
布
引
の
滝
﹂
の
﹁
布
﹂
に
か
け
て
、﹁
布
引
の
滝
﹂
を
持
ち
主
の
な
い

布
と
見
た
て
て
詠
ん
で
い
る
。
詞
書
に
よ
る
と
、
こ
の
一
首
は
七
月
七
日
、
す
な

わ
ち
七
夕
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
橘
長
盛
は
機
織
を
す
る

﹁
織
姫
﹂
の
こ
と
を
連
想
し
て
﹁
布
引
の
滝
﹂
の
﹁
布
﹂
を
詠
み
込
ん
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
前
述
し
た
孫
綽
の
﹁
遊
二
天
台
山
一
賦
並序
﹂
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
の
詩

文
の
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
表
現
方
法
は
和
歌
で
も
数
多
く
見
ら
れ
る
。

﹁
布
引
の
滝
﹂
を
詠
む
平
安
中
期
の
和
歌
の
例
と
し
て
、﹃
続
古
今
和
歌
集
﹄
所

収
の
藤
原
輔
親
︵
九
五
四
～
一
〇
三
八
︶
の
詠
作
、

水
上
は
い
づ
こ
な
る
ら
ん
白
雲
の
中
よ
り
落
つ
る
布
引
の
滝

が
挙
げ
ら
れ
る
。
藤
原
輔
親
は
﹁
布
引
の
滝
﹂
が
白
雲
の
中
か
ら
流
れ
落
ち
る
有

り
様
を
描
写
し
、
白
雲
と
関
連
し
て
﹁
布
引
の
滝
﹂
を
詠
じ
た
。

一
方
で
、
平
安
時
代
の
和
歌
集
で
は
、﹃
金
葉
和
歌
集
﹄
ま
で
に
は
、﹁
瀑
布
﹂

を
﹁
銀
河
﹂﹁
天
の
川
﹂
と
関
連
し
て
詠
じ
た
作
が
見
ら
れ
な
い
。
平
安
時
代
後

期
に
源
俊
頼
︵
一
〇
五
五
～
一
一
二
九
︶
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
﹃
金
葉
和
歌
集
﹄

︵
一
一
二
四
年
成
立
︶

*

に
は
、
源
経
信
が
﹁
布
引
の
滝
﹂
を
詠
ん
だ
一
首
の
和
歌

が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

宇
治
前
太
政
大
臣
布
引
滝
見
に
罷
り
け
る
と
も
に
罷
り
て

五
三
八　

  
白
雲
と
よ
そ
に
見
つ
れ
ば
あ
し
ひ
き
の
山
も
と
ど
ろ
き
落
つ
る 

激
つ
瀬
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こ
れ
は
宇
治
前
太
政
大
臣
藤
原
師
実
が
﹁
布
引
の
滝
﹂
を
見
に
行
っ
た
時
、
源
経

信
が
同
行
し
て
詠
じ
た
一
首
で
あ
る
。
こ
の
一
首
で
も
、
源
経
信
は
遠
く
か
ら
見

れ
ば
﹁
布
引
の
滝
﹂
が
雲
で
は
な
い
か
と
﹁
雲
﹂
と
の
関
わ
り
で
詠
じ
て
い
る
。

こ
の
一
首
の
後
に
﹁
詠
み
人
知
ら
ず
﹂
の
和
歌
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
注

目
し
て
み
た
い
。

五
三
九　

  

あ
ま
の
が
は
こ
れ
や
な
が
れ
の
す
ゑ
な
ら
ん
そ
ら
よ
り
お
つ
る 

ぬ
の
び
き
の
た
き

詞
書
に
は
﹁
お
な
じ
滝
に
罷
り
て
よ
め
る
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
前
首
の
源
経
信

の
一
首
と
同
じ
く
、﹁
布
引
の
滝
﹂
を
見
て
詠
ん
だ
和
歌
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
一
首
の
意
は
、
空
か
ら
流
れ
落
ち
る
﹁
布
引
の
滝
﹂
は
﹁
天
の
川
﹂
の
末
端

に
見
紛
う
ば
か
り
と
の
こ
と
で
あ
り
、
明
ら
か
に
﹁
布
引
の
滝
﹂
を
﹁
天
の
川
﹂

に
見
立
て
て
詠
じ
て
い
る
。
李
白
や
匡
衡
の
詩
句
に
近
い
発
想
を
詠
出
し
た
が
、

恐
ら
く
作
者
は
李
白
や
匡
衡
な
ど
の
詩
人
の
詩
句
を
踏
襲
し
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ

る
と
推
測
さ
れ
る
。

以
上
か
ら
見
れ
ば
、
和
歌
に
お
け
る
﹁
布
引
の
滝
﹂
の
描
写
方
法
と
し
て
は
、

﹁
滝
﹂
を
﹁
布
﹂
に
見
立
て
る
方
法
や
、
空
や
白
雲
か
ら
流
れ
落
ち
る
様
子
を
詠

じ
る
方
法
な
ど
多
様
に
あ
る
。
し
か
し
、﹃
金
葉
和
歌
集
﹄
以
前
に
は
、﹁
滝
﹂
を

﹁
天
の
川
﹂
と
結
び
付
け
て
詠
じ
た
用
例
が
見
え
な
い
。
漢
詩
文
で
よ
く
用
い
ら

れ
る
詠
作
法
は
和
歌
に
吸
収
さ
れ
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

三
　
平
安
時
代
に
お
け
る
李
白
詩
文
の
受
容

﹃
日
本
国
見
在
書
目
録
﹄﹁
別
集
家
﹂
に
﹁
李
白
歌
行
集
三
﹂
と
見
え
る
こ
と
か

ら
、
李
白
の
﹁
歌
行
体
﹂
の
詠
作
が
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
、
読
ま
れ
て
い
た
こ
と

は
確
実
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
李
白
の
﹁
歌
行
体
﹂
の
受
容
の
例
と
し
て
は
、

筧
文
生
氏

(

、
仁
平
道
明
氏

)

ら
に
よ
っ
て
論
述
さ
れ
た
、﹃
伊
勢
物
語
﹄
第
二
十
三

段
の
歌
い
だ
し
の
部
分
が
李
白
の
﹁
長
干
行
﹂
の
翻
案
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
る
。

こ
の
指
摘
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、﹃
伊
勢
物
語
﹄
第
二
十
三
段
の
歌

い
だ
し
の
部
分
と
李
白
の
﹁
長
干
行
﹂
の
冒
頭
部
分
を
掲
げ
る
。

む
か
し
、
ゐ
な
か
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人
の
子
ど
も
、
井
の
も
と
に
い
で
て
あ

そ
び
け
る
を
、
大
人
に
な
り
に
け
れ
ば
、
男
も
女
も
は
ぢ
か
は
し
て
あ
り
け

れ
ど
、
男
は
こ
の
女
を
こ
そ
得
め
と
思
ふ
、
女
も
こ
の
男
を
思
ひ
つ
つ
、
親

の
あ
は
す
れ
ど
も
き
か
で
な
む
あ
り
け
る

a

。

長
干
行　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
干
行　
　
　
　
　
　
　

李
白

妾
髪
初
覆
額
、
折
花
門
前
劇
。　
　

  

妾
の
髪
初
め
て
額
を
覆
ひ
、
花
を
折
り

て
門
前
に
劇た
は
むる
。

郎
騎
竹
馬
来
、
繞
牀
弄
青
梅
。　
　

  

郎
は
竹
馬
に
騎
り
て
来
り
、
牀
を
繞
り

て
青
梅
を
弄
ぶ
。

同
居
長
干
里
、
両
小
無
嫌
猜
。　
　

  

同
じ
く
長
干
の
里
に
居
り
、
両
小お
さ
なく
し

て
嫌
猜
無
し
。

十
四
為
君
婦
、
羞
顔
未
嘗
開
。　
　

  

十
四
に
し
て
君
の
婦
と
為
り
、
羞
顔
未
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嘗
て
開
か
ず
。

低
頭
向
暗
壁
、
千
喚
不
一
回
。　
　

  

頭
を
低
れ
て
暗
壁
に
向
か
ひ
、
千
た
び

喚
ぶ
も
一
た
び
も
回
ら
ず
。

十
五
始
展
眉
、
願
同
塵
與
灰
。　
　

  

十
五
に
し
て
始
め
て
眉
を
展
べ
、
願
ふ

ら
く
は
塵
と
灰
と
を
同
じ
く
せ
ん
と
。

﹃
伊
勢
物
語
﹄
第
二
十
三
段
の
歌
い
だ
し
の
部
分
と
李
白
の
﹁
長
干
行
﹂
の
冒

頭
部
分
は
と
も
に
愛
し
あ
う
男
女
の
幼
少
時
の
姿
を
描
写
し
て
い
る
。
筧
文
生
氏

は
﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
﹁
井
の
も
と
﹂
は
、
井
戸
の
地
上
部
分
に
設
け
た
円
筒
状
あ

る
い
は
方
形
の
囲
み
、
す
な
わ
ち
﹁
井
牀
﹂、﹁
井
筒
﹂
の
意
で
あ
り
、
そ
れ
は
﹁
長

干
行
﹂
の
第
四
句
﹁
繞
レ
牀
弄
二
青
梅
一
﹂
の
﹁
牀
﹂
に
依
拠
す
る
表
現
で
あ
る
と

指
摘
し
た
。
仁
平
道
明
氏
は
筧
文
生
氏
の
論
考
を
受
け
継
ぎ
、﹁
ゐ
な
か
わ
た
ら

ひ
し
け
る
人
﹂
は
﹁
行
商
を
な
り
わ
い
と
す
る
人
・
田
舎
で
暮
し
を
立
て
て
い
た

人
﹂
の
意
で
あ
り
、
中
国
南
京
付
近
に
あ
る
行
商
人
の
町
で
あ
る
﹁
長
干
﹂
を
詠

み
入
れ
た
李
白
の
﹁
長
干
行
﹂
の
第
五
句
﹁
同
居
二
長
干
里
一
﹂
に
依
拠
し
た
こ

と
な
ど
を
指
摘
し
、﹃
伊
勢
物
語
﹄
と
李
白
の
﹁
長
干
行
﹂
の
対
応
関
係
を
明
ら

か
に
し
た
。
な
お
、
日
本
最
初
の
仮
名
日
記
で
あ
る
紀
貫
之
の
﹃
土
佐
日
記
﹄
も

李
白
の
絶
句
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
萩
谷
朴
氏
が
指
摘
し
て
い
る

b

。﹃
土
佐
日

記
﹄︵
九
三
五
年
頃
成
立
︶
十
二
月
廿
七
日
︵
大
津
～
鹿
児
崎
～
浦
戸
︶
の
条
に

は
、
土
佐
か
ら
都
へ
帰
る
紀
貫
之
が
鹿
児
崎
を
出
発
し
よ
う
と
す
る
時
、
見
送
り

に
来
た
人
達
は
海
辺
で
足
拍
子
で
歌
を
歌
い
、
留
め
て
く
れ
た
場
面
を
描
い
て
い

る
。
見
送
り
の
人
た
ち
に
対
し
て
、
彼
は
、

さ
お
さ
せ
ど　

そ
こ
ひ
も
し
ら
ぬ　

わ
た
つ
み
の　

ふ
か
き
こ
こ
ろ
を　

き

み
に
み
る
か
な

c

と
歌
を
返
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
萩
谷
朴
氏
は
李
白
の
絶
句

﹁
贈
二
汪
倫
一
﹂
の
転
句
、
結
句
、

桃
花
潭
水
深
千
尺　

桃
花
潭　

水　

深
さ
千
尺

不
及
汪
倫
送
我
情　

汪
倫
の
我
を
送
る
の
情
に
及
ば
ず

か
ら
直
接
発
想
を
得
て
い
た
と
指
摘
し
た
。

一
方
で
、
和
文
だ
け
で
は
な
く
、
漢
詩
文
に
お
い
て
も
、
李
白
の
受
容
を
確
認

で
き
る
詠
作
が
見
ら
れ
る
。
平
安
時
代
の
漢
詩
文
に
お
け
る
李
白
の
受
容
に
つ
い

て
は
、
小
島
憲
之
氏

d

、
大
野
実
之
助
氏

e

の
論
考
が
見
ら
れ
る
。
小
島
憲
之
氏
は
平

安
初
期
の
勅
撰
漢
詩
集
所
収
の
詩
文
と
中
国
文
学
と
の
か
か
わ
り
を
考
察
す
る
中

で
、
李
白
の
詩
文
の
影
響
を
指
摘
し
た
。
小
島
氏
は
嵯
峨
天
皇
の
﹁
清
涼
殿
画
壁

山
水
歌
﹂
と
李
白
の
﹁
当
塗
趙
炎
少
府
粉
図
山
水
歌
﹂
と
は
い
ず
れ
も
画
賛
で
あ

る
こ
と
や
語
句
の
類
似
性
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
、
菅
原
清
公
の
絶
句
﹁
奉
二
和

塞
下
曲
一
﹂
の
起
句
﹁
天
山
秋
早
雪
花
開
﹂
が
、
李
白
の
﹁
塞
下
曲
六
首
﹂
其
一

の
第
一
・
二
句
﹁
五
月
天
山
雪
、
無
レ
花
只
有
レ
寒
﹂
に
類
似
す
る
と
指
摘
し
た
。

こ
れ
ら
の
類
似
表
現
に
よ
っ
て
も
、
李
白
の
詩
作
の
受
容
が
確
認
で
き
る
と
言
え

よ
う
。

ま
た
、
李
白
の
詩
句
は
匡
衡
の
祖
父
維
時
が
唐
代
の
詩
人
の
秀
句
を
選
ん
で
編

纂
し
た
秀
句
集
﹃
千
載
佳
句
﹄
に
も
見
ら
れ
る
。﹃
千
載
佳
句
﹄
に
は
李
白
の
対

句
二
首
が
入
集
し
て
い
る
。
そ
の
二
首
は
、

玉
階
一
夜
留
明
月　
　

玉
階　

一
夜　

明
月
を
留
め

金
殿
三
春
満
落
花　
　

金
殿　

三
春　

落
花
に
満
つ　
　
︵﹁
瑞
雪
﹂︶



二
二

大
江
匡
衡
﹁
早
夏
観
曝
布
泉
﹂
考
︵
呂
︶

三
山
半
落
青
天
外　
　

三
山
半
ば
落
つ　

青
天
の
外

二
水
中
分
白
鷺
洲　
　

二
水　

中
分
す　

白
鷺
洲 

︵﹁
題
二
鳳
台
亭
子
一
﹂︶

で
あ
る
。﹁
瑞
雪
﹂
は
現
存
す
る
李
白
の
詩
集
に
見
え
な
い
が
、﹁
題
二
鳳
台
亭

子
一
﹂
は
﹁
登
二
金
陵
鳳
凰
台
一
﹂
と
い
う
詩
題
で
収
録
さ
れ
て
い
る
。
維
時
が
李

白
の
詩
文
の
ど
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
を
見
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の

テ
キ
ス
ト
は
大
江
家
の
家
学
と
し
て
匡
衡
の
代
に
伝
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

推
測
さ
れ
る
。
匡
衡
が
自
伝
と
い
う
べ
き
﹁
述
懐
古
調
詩
一
百
韻
﹂︵﹃
江
吏
部

集
﹄
第
七
十
八
番
︶
の
中
で
、
祖
父
維
時
に
儒
者
と
し
て
の
人
生
方
向
を
導
か
れ

た
こ
と
を
述
べ
た
こ
と
よ
り
、
彼
が
祖
父
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
た
こ
と
が
分

か
る

f

。
李
白
の
詩
文
に
し
て
も
、
匡
衡
が
祖
父
以
来
の
家
学
に
よ
っ
て
受
容
し
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

四
　
匡
衡
に
お
け
る
李
白
詩
文
の
受
容

李
白
の
﹁
望
二
廬
山
瀑
布
一
﹂
其
二
を
は
じ
め
と
す
る
詩
は
ど
の
よ
う
に
日
本

に
伝
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
李
白
の
詩
文
集
に
つ
い
て
は
、
彼
が
生
き
て
い
た

時
期
に
魏
顥
が
編
纂
し
た
﹃
李
翰
林
集
﹄
二
巻
、
臨
終
の
際
に
李
陽
氷
に
託
し
て

作
ら
せ
た
﹃
草
堂
集
﹄
十
巻
、
宋
代
初
期
楽
史
が
編
集
し
た
﹃
李
翰
林
集
﹄
な
ど

が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
現
存
せ
ず
、
日
本
に
伝
わ
っ
た
記
録
も
見
え
な
い
。
陳
尚

君
氏
の
考
察
に
よ
る
と
、
敦
煌
遺
書
ペ
リ
オ
二
五
六
七
に
李
白
の
詩
が
四
十
三
首

収
め
ら
れ
、
李
白
詩
集
の
初
稿
を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る

g

。
た
だ
、
敦
煌

遺
書
と
同
じ
内
容
を
示
す
写
本
が
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ

る
。
現
存
最
古
の
李
白
の
詩
集
と
さ
れ
る
宋
蜀
刻
本
﹃
李
太
白
文
集
﹄
は
時
代
的

に
は
成
立
が
遅
れ
て
い
る
た
め
、
匡
衡
が
見
た
可
能
性
は
低
い
。
お
そ
ら
く
匡
衡

は
維
時
が
﹃
千
載
佳
句
﹄
を
編
纂
し
た
時
に
目
に
し
た
李
白
の
詩
集
を
見
て
い
た
。

彼
は
、
李
白
が
度
々
﹁
銀
河
﹂
に
見
立
て
て
詠
ん
だ
﹁
瀑
布
﹂
詩
、
と
り
わ
け

﹁
望
二
廬
山
瀑
布
一
﹂
其
二
を
鮮
明
に
記
憶
し
、﹁
早
夏
観
二
曝
布
泉
一
﹂
の
詠
作
時

に
想
起
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

匡
衡
の
詩
文
に
は
、﹁
早
夏
観
二
曝
布
泉
一
﹂
以
外
に
、
李
白
の
受
容
と
認
め
ら

れ
る
詠
作
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
み
た
い
。
彼
の

﹁
述
懐
古
調
詩
一
百
韻
﹂
も
前
述
し
た
李
白
の
﹁
長
干
行
﹂
の
作
風
の
影
響
を
受

け
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。﹁
述
懐
古
調
詩
一
百
韻
﹂
の
冒
頭
に
、

優
遊
何
所
詠
、
身
上
旧
由
縁
。　
　

  

優
遊
し
て
何
を
詠
ず
る
所
な
ら
ん
、
身

の
上
の
旧
き
由
縁
。

七
歳
初
読
書
、
騎
竹
繋
蒙
泉
。　
　

  

七
歳
に
し
て
初
め
て
書
を
読
み
、
竹
に

騎
り
て
蒙
泉
に
繋
ぐ
。

九
歳
始
言
詩
、
挙
花
戯
霞
阡
。　
　

  

九
歳
に
し
て
始
め
て
詩
を
言
ひ
、
花
を

挙
げ
て
霞
阡
に
戯
る
。

と
あ
る
。
こ
の
一
首
は
匡
衡
が
年
齢
順
に
﹁
身
の
上
﹂
を
述
べ
た
百
韻
の
詩
作

で
あ
る
。
年
齢
順
に
自
分
の
生
い
立
ち
を
告
白
す
る
詩
文
の
詠
じ
方
は
前
掲
の

﹁
長
干
行
﹂
の
詩
句
に
も
見
ら
れ
、
古
く
か
ら
中
国
の
楽
府
詩
に
よ
く
用
い
ら
れ

る
表
現
方
法
で
あ
る
。
匡
衡
は
詩
文
で
幼
少
時
の
遊
び
と
し
て
﹁
騎
レ
竹
﹂﹁
挙
レ

花
﹂
を
挙
げ
て
い
た
。
堀
誠
氏
に
よ
る
と
、﹁
騎
レ
竹
﹂
は
竹
馬
に
騎
る
意
で
あ

り
、﹁
騎
レ
竹
繋
二
蒙
泉
一
﹂
と
は
読
書
を
習
い
は
じ
め
た
ば
か
り
で
、
竹
馬
に
騎
っ

て
は
い
ま
だ
童
蒙
の
世
界
に
繋
が
っ
て
い
る
意
と
い
う

h

。
花
を
折
っ
て
遊
ぶ
こ
と
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と
竹
馬
に
騎
る
こ
と
を
対
で
詠
じ
る
の
は
、
前
述
し
た
李
白
の
﹁
長
干
行
﹂
の
冒

頭
に
、

と
見
ら
れ
る
。﹁
長
干
行
﹂
で
は
、
幼
な
じ
み
の
男
女
は
幼
い
頃
、
少
女
が
花
を

折
っ
て
遊
び
、
男
子
が
竹
馬
に
乗
っ
て
少
女
と
井
戸
の
周
り
で
遊
ぶ
こ
と
を
詠
出

し
た
。
匡
衡
が
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
表
現
を
﹁
挙
レ
花
﹂
と
﹁
騎
レ
竹
﹂
と
書
き

換
え
、
自
分
の
幼
少
時
の
遊
び
と
し
て
挙
げ
た
の
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

以
上
、
匡
衡
の
粟
田
障
子
詩
第
五
首
﹁
早
夏
観
二
曝
布
泉
一
﹂
を
見
て
き
た
。

こ
の
一
首
に
は
白
居
易
、
菅
原
道
真
、
李
白
の
詩
文
の
影
響
を
受
け
た
痕
跡
が
見

ら
れ
る
。
匡
衡
が
李
白
の
詩
句
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
自
分
の
詩
作
に
詠
み
込
ん

だ
こ
と
は
、
彼
が
李
白
の
近
体
詩
を
読
ん
で
い
た
証
左
で
あ
る
。
彼
が
李
白
の
詩

文
に
接
し
た
の
は
大
江
家
の
家
学
の
伝
承
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
匡
衡
の
﹁
早
夏
観
二
曝
布
泉
一
﹂
詩
は
、
結
局
道
兼
の
粟
田
山
荘
の
障
子
絵

の
賦
詩
に
選
ば
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
李
白
の
詩
句
を
襲
用
し
た
中
国

的
ス
ケ
ー
ル
を
有
す
る
匡
衡
の
斬
新
な
所
詠
は
果
た
し
て
共
感
を
獲
得
で
き
た
だ

ろ
う
か
。

李
白
の
詩
文
は
男
性
文
人
の
手
に
よ
る
仮
名
文
学
作
品
に
も
受
容
や
翻
案
の
痕

跡
が
見
ら
れ
る
。
匡
衡
の
二
例
の
詩
作
に
よ
っ
て
も
、
限
ら
れ
た
範
囲
で
は
あ
ろ

う
が
、
平
安
時
代
の
文
人
が
李
白
の
詩
想
や
表
現
を
深
く
吟
味
し
、
見
事
に
自
分

の
作
品
に
融
合
し
た
事
実
を
検
証
し
得
る
と
言
え
よ
う
。

注1

　

 

連
作
の
題
下
注
に
﹁
粟
田
障
子
作
十
五
作
其
～
﹂
な
ど
の
表
現
に
よ
り
、
匡
衡
が

連
作
を
十
五
首
賦
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
現
存
す
る
匡
衡
の
粟
田
障
子
詩
は
﹁
其

十
﹂﹁
其
十
三
﹂
が
欠
け
て
い
る
が
、﹁
其
十
二
﹂
が
二
首
あ
る
。

　

2

　

 

山
中
裕
校
注
﹃
栄
花
物
語
﹄︵
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
33
、
小
学
館
、

一
九
九
八
年
三
月
︶
巻
三
﹁
さ
ま
ざ
ま
の
よ
ろ
こ
び
﹂
に
は
、﹁
姫
君
十
六
ば
か
り

に
お
は
し
ま
す
。
や
が
て
そ
の
夜
の
内
に
女
御
に
な
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
⋮
か
や
う
の

事
に
つ
け
て
も
、
大
納
言
ど
の
は
い
と
う
ら
や
ま
し
う
女
君
の
お
は
せ
ぬ
事
を
お

ぼ
さ
る
べ
し
。
粟
田
と
い
ふ
所
に
い
み
じ
う
お
か
し
き
殿
を
え
も
い
は
ず
仕
立
て

て
、
そ
こ
に
通
は
せ
給
て
、
御
障
子
の
絵
に
は
名
あ
る
所
々
を
か
ゝ
せ
給
ひ
て
、

さ
べ
き
人
々
に
哥
よ
ま
せ
給
。
世
中
の
絵
物
語
は
書
き
集
め
さ
せ
給
。
女
房
数
知

ら
ず
集
め
さ
せ
給
ひ
て
、
た
だ
あ
ら
ま
し
事
を
の
み
い
そ
ぎ
お
ぼ
し
た
る
も
、
お

か
し
く
見
奉
る
﹂
と
あ
る
。

　

3

　

 

林
羅
山
・
林
鵞
峰
が
撰
修
し
た
﹃
続
本
朝
通
鑑
﹄
正
暦
五
年
︵
九
九
四
︶
八
月
の

条
に
、﹁
道
兼
築
別
荘
粟
田
。
巨
麗
驚
目
、
館
中
四
壁
、
画
名
山
水
、
請
歌
伯
題
詠
之
。

房
中
佳
人
無
数
。
請
菅
輔
正
、
撰
当
時
詩
人
秀
作
、
書
於
障
子
﹂
と
あ
る
。

　

4

　

 ﹃
拾
遺
集
﹄﹁
神
楽
歌
﹂
に
平
佑
挙
の
﹁
み
そ
き
す
る
け
ふ
か
ら
さ
き
に
お
ろ
す
あ

み
は
神
の
う
け
ひ
く
し
な
し
な
り
け
り
﹂
が
収
録
さ
れ
、
詞
書
に
﹁
粟
田
右
大
臣

の
障
子
に
か
ら
さ
き
に
祓
し
た
る
所
に
あ
み
ひ
く
か
た
け
る
所
﹂
と
あ
る
。
匡
衡

の
和
歌
﹁
も
ち
つ
き
の
う
つ
れ
る
ほ
ど
を
み
る
人
や
い
ひ
は
じ
め
け
む
た
ま
の
井

の
水
﹂
は
和
歌
集
﹃
匡
衡
集
﹄
に
収
載
さ
れ
、
詞
書
に
は
﹁
玉
の
井
と
い
ふ
名
所

絵　

と
い
ふ
、
そ
の
な
か
け
る
を
﹂
と
あ
る
。

　
5

　

 ﹃
本
朝
麗
藻
﹄
に
は
、﹁
海
浜
神
祠
住
吉

社

﹂﹁
題
二
玉
井
山
庄
一
在
二
和
泉

国
一
云
々
﹂
を
題
と
す
る

藤
原
為
時
の
詩
作
、﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
に
は
﹁
田
家
秋
意
﹂
を
題
と
す
る
紀
斉
名
と

高
岳
相
如
の
詩
作
、﹃
新
撰
朗
詠
集
﹄
に
は
﹁
嵯
峨
秋
望
﹂
を
題
と
す
る
藤
原
為
時

と
高
岳
相
如
の
詩
作
、﹃
和
漢
兼
作
集
﹄
に
は
﹁
春
遊
原
上
﹂
を
題
と
す
る
藤
原
為

時
の
詩
作
が
見
え
る
。
そ
れ
ぞ
れ
﹃
江
吏
部
集
﹄
の
﹁
海
浜
神
祠
粟
田
障
子

十
五
首
其
八
﹂

︵︹
五
〇
︺︶、﹁
題
二
玉
井
山
居
一
同
作
中

其
十
四
﹂︵︹
四
六
︺︶、﹁
田
家
秋
音
同
作
中

其
十
二
﹂︵︹
四
七
︺︶、

妾
髪
初
覆
レ
額
、
折 

花
門
前
劇
。

郎
騎 
竹
馬
一
来
、
繞
レ
牀
弄
二
青
梅
一
。

二

レ



二
四

大
江
匡
衡
﹁
早
夏
観
曝
布
泉
﹂
考
︵
呂
︶

﹁
嵯
峨
野
秋
望
同
作
中

其
九

﹂︵︹
三
三
︺︶、﹁
春
遊
原
上
粟
田
障
子
作
。

十
五
首
中
其
四
﹂︵︹
三
一
︺︶
に
対
応
し

て
い
る
。

　

6
　

 
熊
本
守
雄
氏
﹁
粟
田
山
庄
障
子
絵
と
和
歌
と
漢
詩
―
恵
慶
集
と
江
吏
部
集
―
﹂

︵﹃
国
語
国
文
学
43
、
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
、
一
九
六
七
年
七
月
︶。
木
戸
裕
子

氏
﹁
大
江
匡
衡　

粟
田
障
子
十
五
連
作
﹂︵﹃
文
獻
探
究
﹄
27
号
、
一
九
九
一
年
三
月
、

29
号
、
一
九
九
二
年
三
月
︶、﹁
粟
田
障
子
詩
考
﹂︵﹃
語
文
研
究
﹄
九
州
大
学
国
語

国
文
学
会
、
一
九
九
二
年
六
月
︶
を
参
照
。

　

7

　

 

詩
題
に
あ
る
﹁
曝
布
泉
﹂
は
﹃
江
吏
部
集
﹄﹃
群
書
類
従
﹄
本
の
テ
キ
ス
ト
に
従
う
。

﹃
江
吏
部
集
﹄
山
口
県
立
図
書
館
本
、
石
川
県
立
図
書
館
蔵
見
林
本
、
京
大
本
、
内

閣
紅
葉
山
本
な
ど
に
は
﹁
瀑
布
泉
﹂
と
あ
る
。
中
国
の
詩
文
に
は
﹁
曝
布
泉
﹂
が

見
ら
れ
ず
、
張
九
齢
の
詩
題
﹁
湖
口
望
二
廬
山
瀑
布
泉
一
﹂、
白
居
易
の
詩
句
﹁
繚
綾

繚
綾
何
所
似
、
不
似
羅
綃
與
紈
綺
。
応
似
天
台
山
上
月
明
前
、
四
十
五
尺
瀑
布
泉
﹂

︵﹁
繚
綾
﹂︶
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。﹁
瀑
布
泉
﹂
の
類
似
表
現
と
し
て
は
、﹁
瀑
布
水
﹂

﹁
瀑
水
﹂﹁
瀑
泉
﹂
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
匡
衡
の
一
首
の
訓
読
や
解
釈
は
木
戸
裕
子

氏
﹁
大
江
匡
衡　

粟
田
障
子
十
五
連
作
﹂︵﹃
文
獻
探
究
﹄
27
号
、
一
九
九
一
年
三
月
︶

を
参
照
。

　

8

　

 

川
村
晃
生
・
松
本
真
奈
美
﹃
恵
慶
集
注
釈
﹄︵
貴
重
本
刊
行
会
、
二
〇
〇
六
年

十
一
月
︶
を
参
照
。

　

9

　

 

藏
中
し
の
ぶ
氏
﹁
題
画
詩
の
発
生
―
嵯
峨
天
皇
正
倉
院
御
物
屏
風
沽
却
と
﹁
天
台

山
﹂
の
文
学
―
﹂︵﹃
奈
良
朝
漢
詩
文
の
比
較
文
学
的
研
究
﹄
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
三

年
七
月
︶
を
参
照
。

　

0

　

 

菅
原
道
真
の
詩
作
番
号
や
注
釈
は
川
口
久
雄
校
注
﹃
菅
家
文
草　

菅
家
後
集
﹄︵
日

本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
年
︶
を
参
照
し
た
。

　

!

　

 

李
白
の
詩
句
は
現
存
最
古
の
李
白
文
集
宋
蜀
刻
本
﹃
李
太
白
文
集
﹄
を
底
本
と
し

て
引
用
し
た
。

　

@

　

 ﹃
宋
本
李
太
白
集
﹄、﹃
静
嘉
堂
蔵
宋
本
李
太
白
文
集
﹄
な
ど
に
は
、
詩
題
は
﹁
望
二

廬
山
香
爐
峯
瀑
布
一
﹂
と
あ
り
、
起
句
、
承
句
は
﹁
廬
山
上
與
二
星
斗
一
連
、
日
照
二

香
爐
一
生
二
紫
煙
一
﹂
に
作
る
テ
キ
ス
ト
も
あ
る
。

　

#

　

 

現
存
最
古
の
李
白
文
集
宋
蜀
刻
本
﹃
李
太
白
文
集
﹄
に
は
﹁
長
川
﹂
と
な
っ
て
い

る
が
、﹃
全
唐
詩
﹄﹃
王　

琦
集
注
李
太
白
文
集
﹄﹃
分
類
補
注
李
太
白
詩
﹄
な
ど
に

は
﹁
前
川
﹂
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
宋
蜀
刻
本
﹃
李
太
白
文
集
﹄
に
従
う
。

敦
煌
遺
書
に
は
李
白
の
詩
文
が
見
ら
れ
、
李
白
の
詩
文
の
原
貌
に
近
い
と
言
わ
れ

る
が
、﹁
望
二
廬
山
瀑
布
一
﹂
其
二
が
見
ら
れ
な
い
。

　

$

　

 

宋
蜀
刻
本
﹃
李
太
白
文
集
﹄、﹃
早
稲
田
大
学
蔵
宋
本
李
太
白
集
﹄
の
校
記
に
よ
る

と
、
結
句
﹁
疑
是
銀
河
落
二
九
天
一
﹂
は
﹁
疑
是
銀
河
落
二
半
天
一
﹂
と
な
る
テ
キ
ス

ト
も
あ
る
。

　

%

　

 

現
存
す
る
平
安
初
期
の
漢
詩
文
の
使
用
例
と
し
て
は
、
嵯
峨
天
皇
︵
七
八
六
～

八
四
二
︶
の
﹁
和
下
良
将
軍
題
二
瀑
布
下
蘭
若
一
簡
二
清
大
夫
一
之
作
上
﹂︵﹃
経
国
集
﹄︶

の
頷
聯
﹁
空
堂
望
レ
崖
銀
河
発
、
古
殿
看
レ
溪
白
虹
臨
﹂
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

^

　

 

テ
キ
ス
ト
の
本
文
や
注
釈
は
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
伊
勢
物
語
﹄︵
岩
波
書
店
、

一
九
五
七
年
十
一
月
︶
を
参
照
。

　

&

　

 

例
と
し
て
は
、
紀
貫
之
の
﹁
滝
つ
瀬
も
う
き
こ
と
あ
れ
や
わ
が
袖
の
涙
に
似
つ
つ

落
つ
る
白
玉
﹂︵
三
〇
九
﹃
貫
之
集
﹄︶
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

*

　

 

注
釈
は
久
保
田
淳
監
修
﹃
和
歌
文
学
大
系
34
金
葉
和
歌
集
﹄︵
明
治
書
院
、

二
〇
〇
六
年
九
月
︶
を
参
照
。

　

(

　

  

筧
文
生
氏
﹁＂
繞
牀
＂
考
―
李
白
﹁
長
干
行
﹂
ノ
ー
ト
―
﹂︵﹃
立
命
館
文
学
﹄
第

三
八
六
・
三
八
七
・
三
八
八
・
三
八
九
・
三
九
〇
号
、
一
九
七
七
年
十
月
︶
を
参
照
。

　

)

　

 

仁
平
道
明
氏
﹁﹃
伊
勢
物
語
﹄
二
十
三
段
と
李
白
﹁
長
干
行
﹂﹂︵﹃
文
芸
研
究
﹄

一
〇
〇
、
日
本
文
芸
研
究
会
、
一
九
八
二
年
五
月
︶
を
参
照
。

　

a

　

 

こ
の
一
段
の
意
味
は
、
昔
、
田
舎
暮
ら
し
を
し
て
い
た
人
の
子
供
た
ち
が
井
戸
の

そ
ば
に
出
て
遊
ん
で
い
た
。
大
人
に
な
っ
て
、
男
も
女
も
恥
ず
か
し
が
っ
て
い
た

け
れ
ど
、
男
は
こ
の
女
を
ぜ
ひ
妻
に
し
た
い
と
思
う
。
女
も
こ
の
男
を
思
い
続
け

て
い
た
の
で
、
親
が
ほ
か
の
人
と
結
婚
さ
せ
よ
う
と
す
る
け
れ
ど
、
聞
き
入
れ
な

い
で
い
た
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
b

　

 

萩
谷
朴
氏
﹃
土
佐
日
記
全
注
釈
﹄︵
角
川
書
店
、
一
九
六
七
年
八
月
︶
を
参
照
。

　

c
　

 

こ
の
一
句
は
棹
を
さ
し
て
も
そ
こ
が
知
れ
な
い
深
い
海
の
よ
う
に
、
あ
な
た
が
た

の
深
い
情
を
感
じ
て
い
る
、
と
の
意
で
あ
る
。

　

d

　

 
小
島
憲
之
氏
﹃
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
―
出
典
論
を
中
心
と
す
る
比
較
文
学

的
考
察
―
︵
下
︶﹄︵
塙
書
房
、
一
九
六
八
年
三
月
︶
を
参
照
。

　

e

　

 

大
野
実
之
助
氏
﹁
平
安
漢
詩
と
李
白
﹂﹃
国
文
学
研
究　

第
九
・
十
輯
﹄︵
早
稲
田



二
五

大
江
匡
衡
﹁
早
夏
観
曝
布
泉
﹂
考
︵
呂
︶

大
学
国
文
学
会
、
一
九
五
四
年
三
月
︶
を
参
照
。

　
f

　
 ﹁

述
懐
古
調
詩
一
百
韻
﹂
に
は
、﹁
十
三
加
元
服
、
祖
父
在
其
筵
。
提
耳
殷
勤
誡
、

努
力
可
攻
堅
。
我
以
稽
古
力
、
早
備
公
卿
員
﹂
と
あ
り
、
匡
衡
の
元
服
の
儀
式
で
、

維
時
は
匡
衡
が
帝
師
と
な
る
相
が
あ
る
た
め
、
必
ず
聖
主
に
起
用
さ
れ
る
と
、
勉

学
を
励
ま
す
言
葉
を
贈
り
、
彼
の
人
生
に
指
向
を
も
た
ら
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

　

g

　

 

陳
尚
君
氏
﹁
李
白
詩
歌
文
本
多
岐
状
態
の
分
析
﹂﹃
学
術
月
刊
﹄︵
上
海
市
社
会
科

学
連
合
会
、
二
〇
一
六
年
五
月
︶
を
参
照
。

　

h

　

 

堀
誠
氏
﹁
日
中
﹃
竹
馬
﹄
小
考
﹂﹃
２
０
１
６
和
漢
比
較
文
学
研
討
会
論
文
集
﹄︵
和

漢
比
較
文
学
会
、
二
〇
一
六
年
︶
を
参
照
。


