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頼ら
い

山さ
ん

陽よ
う

（
一
七
八
〇
│
一
八
三
二
）
は
、
武
家
の
歴
史
を
描
い
た
『
日
本
外

史
』
で
名
声
を
馳
せ
、
明
治
期
以
降
も
長
く
愛
読
さ
れ
た
当
代
随
一
の
歴
史

家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
山
陽
の
も
と
に
は
そ
の
英
風
を
慕
っ
て
各
地
か

ら
多
く
の
学
生
が
集
ま
っ
た
。
そ
の
一
人
に
村む
ら

瀬せ

太た
い

乙い
つ

（
一
八
〇
三
│
一
八
八

一
）
が
い
る
。
後
年
、
尾
張
犬
山
藩
儒
と
な
っ
た
太
乙
が
、
藩
校
で
の
教
材

の
一
つ
と
し
て
頼
山
陽
の
詩
集
を
用
い
て
い
た
こ
と
は
、
山
陽
の
詩
人
と
し

て
の
側
面
を
重
視
し
た
所
業
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　

太
乙
の
講
義
内
容
は
、
早
稲
田
大
学
中
央
図
書
館
蔵
『
山
陽
遺
稿
』（
ヘ

18
・
８
２
５
・
１
│
３
）
に
筆
録
さ
れ
て
い
る
（
以
下
、「
講
義
録
」）。
こ
れ
は

難
解
で
知
ら
れ
る
山
陽
詩
読
解
の
一
助
と
な
る
と
同
時
に
、
山
陽
が
『
日
本

外
史
』
だ
け
で
な
く
、
そ
の
詩
作
も
ま
た
広
く
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
る
。
太
乙
の
講
義
内
容
を
忠
実
に
筆
録
し
た
こ
の
講
義
録
は
、

当
時
の
藩
校
の
雰
囲
気
を
伝
え
る
だ
け
で
な
く
、
口
語
・
方
言
資
料
と
し
て

の
価
値
も
高
い
。
さ
ら
に
は
、
愛
弟
子
な
ら
で
は
の
新
知
見
や
独
自
の
見
解

も
数
多
く
書
き
留
め
ら
れ
て
お
り
、
従
来
の
解
釈
や
伝
記
事
項
に
再
検
討
を

う
な
が
す
衝
迫
力
も
備
え
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
太
乙
講
義
録
を
整
理
し
、
そ
の
内
容
を
概
観
し
た
上
で
、

そ
の
価
値
を
見
定
め
て
み
た
い
。

一　

頼
山
陽
と
村
瀬
太
乙

　

歴
史
家
と
し
て
知
ら
れ
る
頼
山
陽
だ
が
、「
頼
襄
が
藝
は
、詩
を
為w

第
一q

様
に
候
」（
天
保
三
年
九
月
一
一
日
付
篠
崎
小
竹
・
後
藤
松
陰
宛
書
翰
）
と
述
べ
た

ご
と
く
、
山
陽
が
詩
人
と
し
て
一
方
な
ら
ぬ
自
負
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
、

す
で
に
揖
斐
高
氏
の
指
摘
が
備
わ
る１
。
そ
の
詩
業
は
、『
山
陽
詩
鈔
』（
天
保

四
刊
）、『
山
陽
遺
稿
』（
天
保
一
二
刊
）
に
結
実
し
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

好
評
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
、
明
治
期
以
降
も
版
を
重
ね
て
い
る
。

　

山
陽
の
詩
作
が
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
た
当
然
の
結
果
と
し
て
、
そ
の
注

解
を
求
め
る
声
が
相
次
い
だ
。
日
柳
燕
石
が
「
詩
弟
子
某
乞p

講w

山
陽
翁
之

集z
予
也
瓦
礫
、
在p

口
不p

能w

快
説z

筆
以
代p

舌
、
記w

管
見q

而
授p

之

云
。
癸
丑
之
夏
」（『
山
陽
詩
註
』
明
治
二
刊
）
と
記
し
た
の
は
、
当
時
に
あ
っ

て
も
山
陽
の
詩
集
が
難
解
で
あ
り
、
そ
の
注
釈
を
希
望
す
る
読
書
子
が
相
当

数
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　

村
瀬
太
乙
『
山
陽
遺
稿
』
講
義
録

小　

財　

陽　

平
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し
か
し
な
が
ら
、『
山
陽
詩
鈔
』
と
比
較
す
れ
ば
、『
山
陽
遺
稿
』
の
注
釈

書
は
著
し
く
僅
少
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
頼
惟
勤
氏
が
、

『
詩
鈔
』
の
注
が
多
い
の
に
対
し
て
、『
遺
稿
詩
』
の
注
は
伊
藤
注
以

外
に
は
全
体
に
渉
る
も
の
は
な
い
。
複
数
の
人
の
視
点
か
ら
の
注
が
な

い
の
は
『
遺
稿
詩
』
の
不
運
で
あ
る
が
、
伊
藤
注
が
克
明
に
で
き
て
い

る
こ
と
は
救
い
で
あ
る２
。

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
山
陽
遺
稿
』
の
注
釈
書
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
も
の

は
、
伊
藤
霞
谿
『
山
陽
遺
稿
詩
註
釈
』（
大
阪
宝
文
館
、
一
九
三
八
年
。
一
九
八

五
年
に
書
藝
界
よ
り
覆
刻
）
に
尽
き
る
。

　

そ
う
し
た
な
か
に
あ
っ
て
、『
山
陽
遺
稿
』
に
収
め
る
詩
作
の
ほ
ぼ
す
べ

て
を
講
釈
し
た
、
村
瀬
太
乙
の
『
山
陽
遺
稿
』
講
義
録
（
早
稲
田
大
学
中
央
図

書
館
蔵
）
に
は
俄
然
注
目
さ
れ
る
。
し
か
も
、
太
乙
は
伊
藤
注
で
は
割
愛
さ

れ
た
『
山
陽
遺
稿
』
詩
巻
拾
遺
の
部
に
も
施
注
を
試
み
て
お
り
、
か
つ
ま
た

伊
藤
注
と
は
見
解
を
異
に
す
る
解
釈
を
提
示
す
る
こ
と
も
多
く
、
本
書
の
価

値
を
い
っ
そ
う
高
か
ら
し
め
て
い
る
。

　
『
山
陽
遺
稿
』
詩
巻
は
文
政
九
年
か
ら
天
保
三
年
に
至
る
山
陽
晩
年
の
作

品
を
収
め
て
い
る
。
太
乙
は
文
政
八
年
（
二
十
三
歳
）
に
山
陽
門
に
入
り
、

山
陽
が
死
歿
す
る
天
保
三
年
（
三
十
歳
）
ま
で
の
八
年
間
を
そ
こ
で
過
ご
し

た
。
つ
ま
り
、『
山
陽
遺
稿
』
詩
巻
所
載
の
作
品
制
作
時
期
と
太
乙
が
山
陽

の
門
下
生
で
あ
っ
た
期
間
と
は
重
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

太
乙
は
『
山
陽
遺
稿
』
所
収
の
諸
作
品
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
に
よ
っ
て
制
作

さ
れ
た
の
か
、
詩
作
の
背
景
や
状
況
な
ど
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
た
蓋
然

性
が
高
い
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
太
乙
講
義
録
は
、
版
本
『
山
陽
遺
稿
』
の
随
処
に
朱
筆
や
墨
筆
も
て

直
接
筆
録
す
る
ほ
か
、
書
き
込
む
餘
地
が
な
い
場
合
は
別
に
貼
り
紙
を
用
い

て
記
載
す
る
と
い
う
念
の
入
れ
よ
う
で
、
太
乙
の
講
釈
を
片
言
隻
語
も
漏
ら

さ
ず
書
き
留
め
よ
う
と
す
る
受
講
生
の
熱
意
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
筆
録
者
が

一
人
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
複
数
い
た
の
か
は
な
お
検
討
を
要
す
る

が
、
書
き
入
れ
の
数
は
お
び
た
だ
し
い
分
量
に
達
し
て
お
り
、
太
乙
が
か
な

り
詳
細
な
講
義
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
使
用
版
本
は
、
富

士
川
英
郎
氏
の
分
類
で
い
え
ば３
、「
一
、
筑
波
大
学
図
書
館
本
」
と
同
じ
も

の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
版
本
で
あ
る
。

　

講
義
録
冒
頭
に
は
本
書
の
概
要
・
来
歴
に
つ
い
て
、「
此
の
『
山
陽
遺
稿
』

の
注
解
は
尾
藩
村
瀬
太
乙
老
人
の
講
義
を
聞
き
書
き
す
る
も
の
に
て
太
乙
の

門
人
の
手
に
成
る
。
筆
者
未
詳
。
太
乙
老
人
は
山
陽
に
業
を
受
く
る
人
也
。

明
治
十
七
年
四
月　

天
真
旧
蔵４
」
と
朱
筆
に
て
記
載
さ
れ
て
お
り
、
門
人
（
恐

ら
く
は
藩
学
敬
道
館
の
学
生
）
の
手
に
よ
っ
て
太
乙
の
講
義
が
筆
録
さ
れ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
旧
所
蔵
者
の
「
天
真
」
に
つ
い
て
は
未
だ
考
え
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、
章
を
改
め
て
太
乙
講
義
の
実
体
を
検
討
し
た
い
。

二　

講
義
の
概
要
と
そ
の
雰
囲
気

　

講
義
録
の
な
か
で
も
っ
と
も
多
数
を
占
め
る
の
は
、
や
は
り
詩
句
の
訳
解

と
典
拠
の
説
明
で
あ
る
。
ま
ず
は
講
義
の
大
体
の
様
子
を
う
か
が
う
べ
く
、

そ
れ
ら
の
な
か
か
ら
わ
か
り
や
す
い
用
例
を
摘
ん
で
み
た
い
。
な
お
、
括
弧

内
は
引
用
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
（
以
下
同
じ
）。

①
あ（

蟻

）

り
こ
が
穴
を
穿う
が

つ
た
如
く
と
云
ふ
こ
と
に
て
、
こ
れ
も
家
の
小
さ
い

事
を
卑
下
し
て
云
ふ
也
。（「
築
室
三
首
（
三
）」
巻
三
）

②
御
貴
公
様
が
御
帰
り
に
な
る
と
、
誰
も
青
眼
で
俺
を
見
て
く
れ
る
物
が
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な
い
と
云
ふ
こ
と
に
て
、
昔
玄
（
マ
マ
）
籍
と
云
ふ
人
が
気
に
む
い
た
人
を
見

る
時
に
は
青
眼
で
な
が
め
、
気
に
む
か
ん
人
を
見
る
時
に
は
白
眼
で
な

が
め
様
（「
た
様
」カ
）
た
事
也
。（「
内
藤
士
謙
将
発
招
吾
夫
妻
留
別
於
樵
巷
云
々
」
巻
一
）

　

①
は
新
し
く
増
築
し
た
書
斎
（「
三
面
梅
花
処
」）
が
狭
く
曲
が
っ
た
間
取
り

で
あ
っ
た
こ
と
を
詠
じ
た
「
曲
如e

蟻
穴
鑿w

傍
空q

」
に
対
す
る
訳
解
。「
あ

り
こ
」
と
い
う
表
現
は
太
乙
の
講
釈
を
そ
の
ま
ま
聞
き
書
き
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
②
は
萩
藩
士
内
藤
静
修
に
対
す
る
送
別
の
作
。
静
修
が
出
立
し
た
後

は
誰
も
自
分
と
付
き
合
っ
て
く
れ
る
者
な
ど
い
な
い
と
嘆
い
て
み
せ
た
「
紅

塵
君
已
帰
、
青
眼
誰
相
視
」
を
講
釈
し
た
も
の
で
、
太
乙
は
口
語
訳
に
続
い

て
、「
阮
籍
青
眼
」（『
蒙
求
』）
の
故
事
を
説
明
し
て
い
る
。
な
お
、「
阮0

籍
」

と
表
記
す
べ
き
と
こ
ろ
を
、
誤
っ
て
「
玄0

籍
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

講
釈
を
耳
で
聞
い
た
ま
ま
に
筆
録
し
た
た
め
に
、
即
座
に
正
し
い
漢
字
を
当

て
ら
れ
ず
、
誤
っ
て
綴
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る５
。
こ
の
講
義
録
が

ま
さ
し
く
聞
き
書
き
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
事
例
だ
と
い
え
よ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
太
乙
の
講
釈
は
日
常
卑
近
の
言
葉
を
も
っ
て
詩
句
の
解

釈
と
典
拠
の
解
説
を
行
う
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
本
書
の

基
調
路
線
だ
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
詩
句
を
で
き
る
だ
け
わ
か
り
や
す
く
説

明
す
る
た
め
に
、
太
乙
は
様
々
な
工
夫
を
行
っ
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、「
四
皓
図
」
詩
（
巻
一
）
に
は
、
漢
の
高
祖
（
劉
邦
）
に
学
識

が
な
か
っ
た
こ
と
を
詠
じ
た
「
英
雄
畜p

目
無w

丁
字q

」
と
い
う
一
句
が
あ

る
。
無
学
を
意
味
す
る
「
目
不p

識w

一
丁
字q

」
は
『
旧
唐
書
』
張
弘
靖
伝

に
由
来
す
る
慣
用
句
と
し
て
人
口
に
膾
炙
す
る
が
、
こ
こ
を
太
乙
は
「
眼
に

は
い
ろ
は
の
い
の
字
一
字
も
知
つ
て
は
ご
ざ
ら
ん
」
と
講
釈
し
て
い
る
。「
丁

字
」
と
い
う
漢
語
を
「
い
ろ
は
の
い
の
字
」
と
い
う
よ
う
に
日
本
の
文
脈
に

置
き
換
え
て
説
明
す
る
こ
と
で
、
理
解
向
上
を
企
図
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
講
義
録
に
お
い
て
、
太
乙
は
作
品
の
制
作
背
景
や
デ
ィ
テ
ー

ル
な
ど
山
陽
の
身
近
に
い
た
者
な
ら
で
は
の
情
報
を
提
供
し
て
い
る
。
す
で

に
述
べ
た
よ
う
に
、
太
乙
は
山
陽
晩
年
の
八
年
間
を
そ
の
膝
下
で
過
ご
し

た
。
そ
う
し
た
経
験
が
講
義
に
活
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
存
外
に
多
い
の
で

あ
る
。

　

そ
の
一
例
と
し
て
「
患
喀
血
、
戯
作
歌
」
詩
（
巻
七
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
は
喀
血
し
、
医
者
か
ら
余
命
を
宣
告
さ
れ
た
山
陽
が
戯
れ
に
も
の
し
た

長
篇
の
古
体
詩
。
そ
の
な
か
で
、
山
陽
が
な
に
ゆ
え
喀
血
し
た
の
か
、
諸
人

が
そ
の
理
由
を
あ
れ
こ
れ
思
議
す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
最
後
に

「
童
子
」
が
登
場
し
て
、
山
陽
喀
血
の
原
因
を
次
の
よ
う
に
道
破
す
る
。

童
子
進
曰
走
意
別
、
先
生
肉
中
本
無p

血
。
腹
中
奇
字
僅
可p

、
賺w

得
杜
康q

争
載p

酒
。
剣
菱
如p

剣
岳
雪
雪
、
大
福
臓
府
受
不p

起
。
溢
為w

赤

q

戒w

饕
餮a

咄
哉
此
意
慎
勿p

説
。

　

要
す
る
に
、「
童
子
」
は
山
陽
が
詩
文
を
揮
毫
し
た
見
返
り
と
し
て
酒
造

家
か
ら
得
た
「
剣
菱
」
や
「
白
雪
」（
＝
「
岳
雪
」）
と
い
っ
た
名
酒
を
飲
み

過
ぎ
た
た
め
に
喀
血
し
た
の
だ
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
童
子
」
の
正
体
に
つ
い
て
は
従
来
定
説
は
な
く
、
漠
然
と
門
人
の

一
人
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
き
た６
。
し
か
し
な
が
ら
、
講
義
録
に
よ
れ
ば
、

「
童
子
と
は
牧
善
介
の
事
に
て
…
…
」
と
あ
り
、
か
つ
ま
た
「
牧
善
介
が
右

の
訳
を
山
陽
に
云
う
た
ら
、
大
い
に
立
腹
を
し
て
、
そ
の
様
な
訳
は
こ
の
方

に
於
い
て
は
聊
か
も
あ
り
は
せ
ぬ
、
そ
の
様
な
意
は
急
度
と
く
事
な
ら
ぬ
と

云
ひ
て
、
大
い
に
善
介
を
叱
り
つ
け
さ
し
た
こ
と
也
」
と
あ
っ
て
、「
童
子
」

が
牧
百
峰
（
通
称
善
介
）
で
あ
る
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
牧
百
峰
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と
い
え
ば
、
太
乙
と
は
同
時
期
に
山
陽
の
門
下
生
と
な
っ
た
同
郷
の
親
友
で

あ
る
。
太
乙
が
両
者
の
や
り
と
り
を
直
接
見
聞
し
た
か
、
あ
る
い
は
後
日
百

峰
か
ら
詳
細
を
伝
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
太
乙
講
義
録
に
は
山
陽
詩
読
解
お
よ
び
伝
記
研
究
を
推
進

さ
せ
る
一
助
と
な
り
そ
う
な
記
述
が
ま
ま
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た

も
の
を
い
く
つ
か
掲
げ
て
み
よ
う
。

③
こ
れ
は
三
州
泉
村
の
都
築
と
云
ふ
人
が
山
陽
の
処
へ
海
鼠
腸
を
遣
し
て

や
つ
た
と
き
、
其
の
返
事
に
作
つ
て
や
ら
し
た
詩
な
り
。（「
海
鼠
腸
」

巻
六
）

④
こ
れ
は
寺
町
の
上
の
仙
洞
御
書（
所
）近
所
の
森
の
辺
を
帰
り
道
に
通
つ
て
来

た
も
の
じ
や
と
云
こ
と
。（「
十
一
日
夜
飲
于
後
藤
氏
、
帰
途
所
見
」
巻
四
）

⑤
雪
堂
老
人
は
鴨
川
の
東
の
正
護
院
の
森
へ
隠
居
し
て
居
つ
た
人
に
て
、

太（
大
抵
）丁
山
陽
の
処
と
む
か
い
や（
あ
）わ
せ
ぐ
ら
い
に
あ
た
る
と
云
ふ
事
な
り
。

 

（「
訪
雪
堂
老
人
幽
居
」
巻
六
）

　

③
は
「
海
鼠
腸
」
詩
の
制
作
経
緯
に
言
及
し
た
も
の
。
こ
れ
ま
で
本
詩
の

制
作
背
景
は
詳
ら
か
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
記
述
に
よ
っ
て
「
三
州
泉
村

の
都
築
」
と
い
う
人
か
ら
ナ
マ
コ
の
腸
を
贈
ら
れ
た
山
陽
が
そ
の
返
礼
と
し

て
本
詩
を
制
作
し
た
こ
と
が
新
た
に
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
④
は
、
後
藤
氏

の
居
宅
か
ら
の
帰
り
道
に
目
睹
し
た
情
景
を
描
い
た
作
品
に
対
す
る
講
釈
。

帰
途
に
歩
い
た
と
い
う
「
寺
町
の
上
の
仙
洞
御
書（
所
）近
所
の
森
の
辺
」
は
、
山

陽
の
傍
ら
に
い
た
も
の
な
ら
で
は
の
知
見
だ
と
い
え
る
。
⑤
は
、
聖
護
院
に

あ
っ
た
藤
井
雪
堂
の
幽
居
の
所
在
を
解
説
し
た
も
の
。
山
陽
宅
と
は
鴨
川
を

挟
ん
で
ち
ょ
う
ど
向
か
い
合
わ
せ
の
位
置
に
あ
っ
た
と
い
う
情
報
は
か
な
り

具
体
的
で
、
太
乙
が
山
陽
に
連
れ
ら
れ
て
実
際
に
雪
堂
宅
に
足
を
運
ん
だ
経

験
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
太
乙
の
講
義
録
に
は
、

山
陽
の
謦
咳
に
接
す
る
機
会
を
得
た
者
な
ら
で
は
の
、
制
作
背
景
や
具
体
性

を
帯
び
た
記
述
が
数
多
く
確
認
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
学
生
は
臨
場
感
を

も
っ
て
作
品
を
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
太
乙
は
学
生
に
と
っ
て
親
し
み
や
す
い
口
語
（
俗
語
）
や
方
言
を

多
用
し
て
い
る
。

　

口
語
表
現
と
し
て
は
、「（
石
田
三
成
軍
は
）
神（
徳
川
家
康
）

君
様
の
関
ヶ
原
ま
で
御
出

で
の
こ
と
を
聞
い
て
、
誠
に
驚
き
て
き
や
つ
と
し
た

0

0

0

0

0

0

こ
と
を
云
ふ
」（「
詠
史
」

巻
二
）、「
忠
光
が
片
方
の
眼
の
中
へ
魚
鱗
を
入
れ
て
、
か
た
め
つ
こ

0

0

0

0

0

に
成
つ

て
居
つ
て
も
、
中
々
あ
だ
が
た
き
の
頼
朝
の
顔
を
見
ち
が
へ
る
様
な
事
は
一

寸
も
な
い
と
云
ふ
こ
と
」（「
上
総
忠
光
」
巻
二
）、「
謙
信
は
其
の
歌
を
唄
つ
て

涙
を
流
す
様
な
へ
ぼ
く
た
い

0

0

0

0

0

こ
と
は
一
寸
も
せ
ん
こ
と
」（「
論
詩
絶
句
二
十
七

首
（
四
）」
巻
二
）、「
李
済
南
の
選
ん
だ
『
唐
詩
選
』
は
も
と
も
ち
や
く
ち
や

0

0

0

0

0

0

な
も
の
で
…
…
」（「
論
詩
絶
句
二
十
七
首
（
十
三
）」
巻
二
）、「
華（
ア
ン
コ
ウ
）

臍
魚
を
幾
切

り
か
鍋
の
中
へ
ぶ
ち
こ
ん
だ

0

0

0

0

0

処
が
、
ま
だ
鍋
の
中
で
び
ち
び
ち

0

0

0

0

し
て
を
る
中

に
、
急
に
喰
ら
ふ
こ
と
な
り
」（「
食
華
臍
魚
歌
」
巻
二
）、「
綱
が
今
ま
で
う
ん
0

0

て
れ
が
ん

0

0

0

0

（「
愚
行
」
の
意
）
尽
く
し
て
居
つ
た
の
が
、
こ
れ
か
ら
し
ま
つ
て

や
る
こ
と
を
云
也
」（「
送
族
弟
綱
帰
郷
」
巻
三
）、「
花
の
つ
ぼ
み
が
ね
じ
ね
じ

0

0

0

0

に
成
つ
て
を
る
こ
と
」（「
戊
子
夏
秋
之
交
詠
園
中
草
木
（
一
）」
巻
三
）、「
法
華

経
に
金
を
い
れ
て
奢
つ
て
拵
へ
た
の
は
、
丁
度
児
女
が
け
ば
い
化
粧

0

0

0

0

0

を
す
る

様
な
も
の
で
、
畢
竟
神
や
仏
に
こ
び
へ
つ
ら
う
様
な
も
の
じ
や
と
云
ふ
こ

と
」（「
観
厳
嶋
神
庫
詩
」
巻
六
）
な
ど
枚
挙
す
る
に
遑
が
な
い
。
こ
れ
以
外
で

は
、「
東
寺
に
は
足
利
の
書
が
い
つ
ち

0

0

0

多
く
て
…
…
」（「
同
篠
承
弼
及
諸
子
、

観
東
寺
古
書
蹟
」
巻
三
）、「
灯
籠
は
石
灯
籠
の
い
つ
ち

0

0

0

上
に
置
く
も
の
」（「
或
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獲
方
広
寺
瓦
云
々
」
巻
四
）、「
五
剣
山
が
ど
の
峰
よ
り
か
い
つ
ち

0

0

0

高
く
聳
え
て

を
る
こ
と
」（「
望
五
剣
山
、
有
懐
故
柴
栗
山
先
生
」
巻
五
）
な
ど
、「
一
番
、
最
も
」

を
意
味
す
る
「
い
つ
ち
」
と
い
う
表
現
が
目
立
つ
。

　

方
言
の
使
用
例
と
し
て
は
、「
で
じ
こ
じ
」（「
不
揃
い
、
で
こ
ぼ
こ
」）、「
…
…

か
ら
か
す
」（「
…
…
し
ま
く
る
」）、「
ぼ
わ
れ
る
」（「
追
わ
れ
る
」）、「
ほ
う
た
ぼ
」

（「
ほ
っ
ぺ
た
」）
と
い
っ
た
言
葉
が
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
一
例
ず
つ
掲

げ
る
と
、「
蓮
の
華
や
葉
に
筆
を
か
け
る
と
こ
ろ
が
、
で
じ
こ
じ

0

0

0

0

に
成
つ
て

を
る
こ
と
」（「
含
公
獲
宋
槧
阿
弥
陀
経
云
々
」
巻
三
）、「
地
震
の
様
な
災
難
を

下
々
へ
被
る
の
は
だ
れ
そ
れ
と
云
ふ
論
は
あ
り
は
せ
ぬ
。
だ
れ
の
処
で
も
い（
ゆ
）

す
っ
て
い（
ゆ
）す
っ
て
い（
ゆ
）す
り
か
ら
か
す

0

0

0

0

こ
と
」（「
聞
京
師
地
震
賦
此
遣
悶
」
巻
五
）、

「
後
醍
醐
も
一
旦
中
興
を
す
る
こ
と
は
し
て
も
、
油
断
し
て
又
足
利
に
ぼ
わ
0

0

れ
て
0

0

…
…
」（「
舎
舟
上
陸
過
児
島
有
懐
備
後
三
郎
」
巻
五
）、「
ほ
う
た
ぼ

0

0

0

0

の
こ
け

て
居
る
」（「
拝
織
田
右
府
塑
像
引
」
巻
二
）
と
い
っ
た
類
で
あ
る
。
ほ
か
に
は
、

「
蚕
叢
は
遠
方
へ
ほ
ら
れ
る

0

0

0

0

（「
追
放
」
の
意
）
こ
と
」（「
東
坡
賛
」
巻
一
）
や
「
菅

公
が
詩
を
沢
山
に
自
由
自
在
に
よ
う
で
か
さ
れ
る

0

0

0

0

0

（「
仕
上
げ
る
」
の
意
）
こ

と
を
云
ふ
」（「
論
詩
絶
句
二
十
七
首
（
一
）」
巻
二
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、

自
身
の
妻
を
謙
へ
り
く
だ

っ
て
い
う
「
荊
釵
」
は
「
卑
下
し
て
ほ
せ
く
せ

0

0

0

0

（「
笄
」
の
意
）

の
女
房
」（「
席
上
内
子
作
蘭
戲
題
贈
士
謙
」
巻
一
）
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
太
乙
は
口
語
・
方
言
を
多
用
す
る
な
ど
、
学
生
に
と
っ

て
身
近
で
理
解
し
や
す
い
講
義
を
実
践
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

太
乙
は
み
ず
か
ら
「
放
屁
先
生
」
と
号
し
て
と
こ
ろ
か
ま
わ
ず
放
屁
し
、

主
君
の
前
で
も
長
大
な
キ
セ
ル
管
で
喫
煙
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
な
ど
、
礼

教
に
羈
束
さ
れ
な
い
畸
人
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
常
識
に
と

ら
わ
れ
な
い
太
乙
の
性
質
が
、
口
語
・
方
言
を
交
え
た
身
近
で
肩
肘
を
は
ら

な
い
講
義
模
様
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
太
乙
の

畸
人
と
し
て
の
側
面
が
前
面
に
出
す
ぎ
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
講
義
録

の
な
か
に
は
藩
学
で
の
授
業
と
は
お
も
わ
れ
な
い
よ
う
な
、
荒
っ
ぽ
い
言
葉

や
き
わ
ど
い
放
言
を
含
ん
だ
も
の
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
に
は
注
目
さ

れ
る
。

⑥
清
秀
の
心
に
は
、「
郎
君
様
で
さ
い（
へ
）
こ
の
方
に
向
い
て
御
丁
寧
に
御
礼

を
せ
ら
れ
る
に
、
そ
れ
に
ど
憎
い
ど
奴
つ
こ
め

0

0

0

0

0

0

0

0

が
輿
に
坐
し
て
平
気
で

け
つ
か
つ
て

0

0

0

0

0

、
こ
の
方
に
方
々
ろ
く
さ
ま
礼
も
こ
け
が
ら
ん

0

0

0

0

0

」
と
云
ひ

て
、
大
い
に
清
秀
が
に
く
ん
だ
こ
と
也
。（「
詠
史
絶
句
（
六
）」
巻
五
）

⑦
こ
の
日
本
で
は
丁
度
管く
だ

で
虎
の
皮
を
窺
ひ
て
、
虎
の
皮
の
大
な
る
こ
と

を
知
ら
ず
、「
虎
の
皮
は
金
玉
み
た
様
な

0

0

0

0

0

0

小
さ
き
も
の
じ
や
」
と
云
ふ

が
ご
と
く
、
日
本
で
は
清
朝
の
外
、
え
ら
い
人
の
こ
と
を
知
ら
ず
し
て
、

そ
ふ
し
て
た
だ
袁
倉
山
ぐ
ら
い
の
人
を
ば
「
清
朝
で
え
ら
い
人
じ
や
」

と
褒
め
て
を
る
の
は
、
丁
度
管
の
穴
か
ら
虎
の
皮
を
う
か
が
つ
て
を
る

如
く
じ
や
と
云
ふ
こ
と
。（「
夜
読
清
諸
人
詩
戯
賦
」
巻
二
）

⑧
「
温
柔
」
は
お
め
こ

0

0

0

の
こ
と
に
て
、
春
寒
の
と
き
、
ふ
と
ん
の
中
で
義

貞
は
た
だ
勾
当
内
侍
を
愛
し
て
を
る
こ
と
也
。（「
十
二
媛
絶
句　

勾
当
内

侍
」
巻
二
）

　

⑥
は
、
中
川
清
秀
が
豊
臣
秀
吉
の
不
遜
な
態
度
を
憎
む
気
持
ち
を
忖
度
し

た
「
郎
君
握p

手
語
嘔
嘔
、
憎
殺
家
奴
坐
在p

輿
」
に
対
す
る
解
釈
。
こ
こ
を

「
若
君
は
非
常
に
喜
ん
で
手
を
把
っ
て
労
を
ね
ぎ
ら
わ
れ
る
の
に
、
家
臣
で

あ
る
秀
吉
は
、
輿こ
し

に
座
し
た
ま
ま
声
を
か
け
る
小こ
づ
ら
に
く

面
憎
さ
」
と
訳
し
た
伊
藤

注
と
比
較
す
れ
ば
、
太
乙
の
講
釈
は
清
秀
激
怒
の
心
情
が
際
立
つ
表
現
だ
と

い
え
る
が
、
悪
罵
に
近
い
放
言
は
藩
校
で
の
講
義
と
し
て
は
異
例
に
映
る
。
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⑦
は
、
日
本
人
が
清
人
で
は
袁
枚
だ
け
を
排
他
的
に
評
価
す
る
こ
と
の
非
を

鳴
ら
し
た
「
如
何
此
間
管
窺p

豹
、
唯
把w

一
袁q

概w

全
清q

」
に
ほ
ど
こ
さ

れ
た
解
説
。物
事
の
一
部
だ
け
を
見
て
、全
体
を
批
評
す
る
こ
と
を
い
う
「
管

中
窺
豹
」（『
晋
書
』
王
献
之
伝
）
は
見
識
の
狭
さ
を
形
容
す
る
言
葉
で
あ
る
が
、

「
金
玉
」
と
い
う
卑
俗
な
措
辞
を
わ
ざ
わ
ざ
持
ち
出
す
必
要
は
な
く
、
原
文

に
も
そ
れ
に
該
当
す
る
記
述
は
な
い
。
⑧
は
、
新
田
義
貞
が
勾
当
内
侍
と
契

り
を
結
ん
だ
場
面
を
詠
じ
た
「
春
寒
鴛
被
領w

温
柔q

」
に
つ
い
て
の
訳
解
。

解
釈
に
誤
謬
は
な
い
が
、
傍
点
を
振
っ
た
俗
語
は
い
か
に
も
低
劣
だ
。

　

太
乙
は
藩
儒
で
あ
っ
た
が
、
け
っ
し
て
謹
厳
実
直
の
道
学
先
生
で
は
な

か
っ
た
。
む
し
ろ
、
艶
本
『
大
東
閨
語
』
に
序
言
を
寄
せ
、
淫
猥
な
画
と
艶

詩
を
得
意
と
す
る
な
ど
、
尋
常
な
ら
ざ
る
畸
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
講
義
録
に

は
太
乙
の
か
か
る
一
面
が
遺
憾
な
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

太
乙
が
常
識
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
型
破
り
の
講
義
を
行
っ
て
い
た
こ
と

は
、
す
で
に
向
井
桑
人
氏
が
「
太
乙
先
生
は
、
儒
学
者
に
し
て
は
型
破
り
で
、

「
色
読
」
と
い
う
こ
と
を
よ
く
口
に
し
た
彼
は
、
常
に
諧
謔
を
く
わ
え
て
、

聞
く
者
の
あ
ご
を
外
さ
せ
た
と
い
う
。
面
白
く
く
だ
い
た
話
で
あ
っ
た
か

ら
、
聴
者
が
よ
く
理
解
を
し
て
、
あ
き
な
か
っ
た７
」
と
書
き
記
し
た
と
お
り

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
講
義
の
実
体
を
示
す
資
料
は
見
つ

か
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
様
子
は
た
だ
口
碑
に
残
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

　

そ
う
し
た
な
か
に
あ
っ
て
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
講
義
録
は
、
そ
の
自
由

奔
放
な
雰
囲
気
を
あ
り
あ
り
と
伝
え
て
あ
ま
り
あ
る
。
太
乙
は
講
義
に
際
し

て
、
解
釈
や
典
拠
の
解
説
と
い
っ
た
基
本
事
項
を
押
さ
え
た
上
で
、
山
陽
門

弟
な
ら
で
は
の
知
見
を
披
瀝
し
、
口
語
・
方
言
を
駆
使
し
、
そ
し
て
時
に
卑

俗
の
語
を
交
え
な
が
ら
、
藩
校
で
の
教
育
に
従
事
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

三　

太
乙
の
批
評
姿
勢

　

太
乙
は
山
陽
詩
を
講
義
す
る
に
あ
た
っ
て
、
し
ば
し
ば
漢
詩
の
構
成
や
勘

所
な
ど
を
解
説
し
て
い
る
。
ま
ず
は
、
そ
う
し
た
作
品
分
析
が
行
わ
れ
て
い

る
「
中
秋
元
瑞
至
得
蒸
」
詩
（
巻
六
）
を
取
り
上
げ
た
い
。

煙
消
大
月
出w

峰
稜a

恰
有e

吟
朋
命w

痩
藤z

如p

此
中
秋
須p

有p

句
、

検p

書
不e

復
就w

紅
灯z

　

中
秋
の
夜
、
山
陽
が
友
人
小
石
川
玄
瑞
と
と
も
に
名
月
を
詠
じ
る
べ
く
韻

書
を
引
い
た
が
、
皓
々
た
る
月
光
に
照
ら
さ
れ
て
行
灯
は
不
要
で
あ
っ
た
と

い
う
内
容
。
太
乙
は
本
詩
の
構
成
に
つ
い
て
、「
さ
て
今
夕
は
い
つ
に
な
い

こ
の
様
な
よ
き
中
秋
じ
や
に
よ
て
、
御
互
ひ
に
詩
を
作
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
文

台
に
書
を
見
る
に
は
一
寸
も
あ（
行
灯
）

ん
ど
は
い
ら
ん
と
云
ふ
こ
と
に
て
、
そ
こ
で

初
め
に
大
月
と
持
つ
て
き
た
の
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
た
だ
は
持
つ
て
き
は
せ
ぬ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
指
摘
す

る
。
書
見
に
灯
り
を
要
し
な
か
っ
た
と
い
う
明
月
を
際
立
た
せ
る
結
句
を
引

き
出
す
た
め
に
、
第
一
句
目
に
お
い
て
「
大
月
」
を
配
置
し
た
、
そ
の
構
成

の
妙
を
感
得
す
べ
し
と
い
う
如
く
で
あ
る
。

　

太
乙
は
こ
う
し
た
詩
作
の
構
造
的
分
析
を
頻
繁
に
行
っ
て
い
る
。

⑨
こ
の
方
も
酒
は
一
寸
も
飲
ま
ぬ
ゆ
ゑ
醒
眼
な
れ
ど
も
、
話
し
す
る
こ
と

に
於
い
て
は
随
分
負
け
ぬ
様
に
し
ま
す
と
云
ふ
こ
と
に
て
、
こ
こ
で
醒0

眼
と
云
ふ
に
よ
て

0

0

0

0

0

0

0

、
前
の
我
疾
と
云
う
た
こ
と
が
い
つ
た
り
け
り
に
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
り
は
せ
ぬ

0

0

0

0

0

と
太
仙８
曰
く
。（「
喜
世
張
来
問
疾
云
々
」
巻
七
）

⑩
「
尋
常
」
は
常
平
生
と
云
ふ
こ
と
に
て
、
こ
の
終
の
二
句
が
入
る
に
よ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

て0

、
青
燈
│
│
塵
の
句
が
留
守
に
成
つ
て
し
ま
ひ
は
せ
ぬ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
太
乙
云

ふ
。（「
再
与
仲
潁
話
別
」
巻
四
）
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あ
る
い
は
「
い
つ
た
り
け
り
に
は
な
り
は
せ
ぬ
」
と
い
い
、
あ
る
い
は
「
留

守
に
成
つ
て
し
ま
ひ
は
せ
ぬ
」
と
い
い
、
い
ず
れ
も
詩
作
を
構
造
的
に
捉
え

た
批
評
で
あ
る
。
漢
詩
に
お
い
て
は
、
詩
語
の
配
置
と
脈
絡
が
重
要
な
役
割

を
担
っ
て
い
る
と
み
る
太
乙
の
鑑
賞
態
度
が
う
か
が
え
よ
う
。

⑪
独
り
こ
の
呑
山
楼
が
山
を
の
む
の
み
な
ら
ず
、
呑
山
楼
の
主
人
が
山
の

奇
な
処
を
胸
に
た
く
わ
へ
て
ご
ざ
る
と
云
ふ
こ
と
に
て
、
こ
の
二
句
は

勘
甚
の
句
な
り
。（「
寄
題
金
谷
烏
洲
呑
山
楼
山
」
巻
七
）

⑫
こ
の
詩
は
ま
こ
と
に
実
情
で
、
別
に
か
な
し
い
と
云
ふ
音
は
い
わ
ず
し

て
含
ん
で
居
つ
て
上
手
な
も
の
じ
や
と
太
乙
曰
。（「
喜
実
甫
来
問
疾
」
巻

七
）

　

⑪
は
金
井
烏
洲
の
呑
山
楼
に
寄
せ
た
作
。
連
山
を
一
望
で
き
る
「
呑
山
楼
」

の
名
に
ち
な
み
、
楼
台
は
も
と
よ
り
烏
洲
の
胸
中
に
も
丘
壑
が
貯
え
ら
れ
て

い
る
と
賞
美
し
た
「
不e

独
此
楼
呑w

連
山a

主
人
胸
貯
丘
壑
奇
」
に
つ
い
て

の
分
析
。
書
斎
や
楼
台
に
詩
を
題
す
る
際
、
建
物
に
対
す
る
賞
賛
の
言
辞
を

弄
し
つ
つ
も
、
そ
れ
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
そ
の
所
有
者
に
も
言
及
す
る
の
が

な
ら
い
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
一
聯
に
つ
い
て
い
え
ば
、
呑
山
楼
が
山
の
眺

望
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
い
る
こ
と
を
称
え
た
上
で
、
烏
洲
が
画
人
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
文
人
画
の
精
髄
を
伝
え
る
「
胸
中
元
自
有w

丘
壑q

」（
黄
庭

堅
「
題
子
瞻
枯
木
」
詩
）
の
一
句
を
持
ち
出
し
、
現
実
の
連
山
と
内
面
の
丘
壑

と
が
ふ
た
つ
な
が
ら
に
備
わ
る
と
し
て
、「
呑
山
楼
」
の
命
名
に
う
ま
く
接

続
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
太
乙
が
「
勘
甚
の
句
」
と
述
べ
た
の
は
、
本
詩
を
寄

題
詩
た
ら
し
め
る
重
要
な
要
素
が
こ
の
一
聯
に
集
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
学

生
に
伝
え
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
⑫
は
、
門
人
で
医
者
の
神
田
実
甫
が

山
陽
の
見
舞
い
に
訪
れ
た
際
に
作
っ
た
詩
。
太
乙
は
悲
哀
の
情
を
婉
曲
に
表

出
し
た
山
陽
の
技
倆
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
太
乙
は
詩

作
の
構
造
や
勘
所
な
ど
を
詳
細
に
分
析
し
、
こ
れ
を
学
生
に
わ
か
り
や
す
く

解
説
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
太
乙
は
先
師
山
陽
を
詩
人
と
し
て
ど
の
よ
う
に
評
価
し

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
講
義
に
際
し
て
、
師
匠
の
作
品
を
論
評
す
る
こ
と

に
気
兼
ね
や
遠
慮
が
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
に
想
定
さ
れ
る
。『
太
乙
堂
詩
鈔
』

（
明
治
一
一
刊
）
の
な
か
に
は
「
先
師
山
陽
翁
香
川
桂
邦
翁
観
花
於
知
恩
院
余

携
瓢
従
之
追
懐
往
時
有
此
作
」
詩
や
「
先
師
山
陽
翁
三
十
七
回
忌
」
詩
な
ど

山
陽
を
敬
慕
・
追
懐
す
る
作
品
が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
、
太
乙
が
歴
史
上
の

人
物
を
詠
じ
た
全
二
十
二
首
に
及
ぶ
詠
史
詩
の
引
に
は
「
頃
日
模w

頼
翁
口

吻q

作w

詠
史
二
十
二
首q

」
と
あ
っ
て
、
山
陽
か
ら
詠
史
詩
の
方
法
を
学
ん

で
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
さ
ら
に
「
帰
途
過
岐
阜
宿
本
誓
寺
」
詩
に
よ

れ
ば
、太
乙
が
折
に
ふ
れ
て
先
師
山
陽
を
思
い
出
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

節
近w

梅
天q

雲
易p

驚
、
半
途
卸p

担
問w

吟
盟z

吾
師
有p

句
君
知
否
、

雨
則
淹
留
晴
則
行
。

　

名
古
屋
か
ら
の
帰
り
道
、
雨
も
よ
い
の
天
の
景
色
に
恐
れ
を
な
し
て
本
誓

寺
に
立
ち
寄
っ
た
と
き
の
作
。「
雨
が
降
れ
ば
一
泊
す
る
し
、
晴
れ
れ
ば
出

発
し
よ
う
」
と
い
う
気
ま
ま
な
旅
心
を
詠
じ
た
結
句
は
、「
吾
師
」
す
な
わ

ち
山
陽
の
詩
句
に
も
と
づ
く
。
山
陽
の
七
絶
「
過
岡
山
宿
梅
坡
家
」
詩
（『
山

陽
詩
鈔
』
巻
三
）
に
は
「
帰
心
雖p

急
未p

期p

程
、
雨
則
淹
留
晴
則
行
」
と
い

う
一
聯
が
あ
っ
た
。
太
乙
は
先
師
山
陽
の
詩
作
を
熟
読
玩
味
し
た
上
で
、
折

に
ふ
れ
て
そ
の
詩
情
を
追
体
験
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
山
陽
に
対
す
る
太
乙

の
尊
崇
の
念
が
伝
わ
る
例
と
い
え
よ
う
。

　

か
く
太
乙
が
山
陽
の
こ
と
を
先
師
と
し
て
、
ま
た
詩
人
と
し
て
尊
敬
し
て
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い
た
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
太
乙
も
詩
人
と
し
て
一

家
を
成
し
た
人
物
で
あ
る
。
た
と
い
山
陽
の
詩
作
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
不

出
来
の
作
に
対
し
て
は
容
赦
な
く
こ
れ
を
批
評
し
て
憚
ら
な
い
構
え
を
見
せ

て
い
た
こ
と
は
検
討
に
値
し
よ
う
。

　

講
義
録
に
よ
れ
ば
、
太
乙
は
し
ば
し
ば
詩
作
全
体
に
か
か
る
概
評
を
ほ
ど

こ
し
て
い
る
が
、
こ
の
総
評
に
お
い
て
詩
作
の
出
来
栄
え
を
簡
潔
に
評
点
し

て
い
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、「
こ
の
詩
は
よ
き
詩
な
り
」（「
尋
杏
翁
三
次
」

巻
四
）
や
「
至
如
此
詩
、
誠
に
奇
々
妙
々
で
題
の
上
に
◯
を
二
つ
ぐ
ら
い
つ

け
て
も
よ
い
と
云
ふ
こ
と
」（「
含
公
獲
宋
槧
阿
弥
陀
経
云
々
」
巻
三
）
な
ど
が
高

く
評
価
し
た
も
の
。『
山
陽
遺
稿
』
の
各
詩
に
は
佳
作
の
場
合
、
詩
題
の
上

に
丸
印
が
一
つ
、
よ
り
す
ぐ
れ
た
作
品
に
は
丸
印
が
二
つ
付
け
ら
れ
て
い

る
。「
含
公
獲
宋
槧
阿
弥
陀
経
云
々
」
詩
に
は
丸
印
が
付
け
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
の
で
、「
題
の
上
に
◯
を
二
つ
ぐ
ら
い
つ
け
て
も
よ
い
」
と
い
っ
た
の
で

あ
る
。
低
評
価
の
事
例
と
し
て
は
、「
こ
れ
は
二
首
と
も
に
ど
ふ
も
山
陽
先

生
に
は
に（
似
合
）や
わ
ん
悪
い
詩
じ
や
と
太
仙
云
也
」（「
茶
二
首
」
巻
一
）
や
「
こ
の

詩
は
四
首
の
中
で
一
番
悪
い
。
且
又
結
句
も
ど
ふ
も
不
宜
。
山
陽
の
積
り
で

は
面
白
い
積
り
か
し
ら
ん
が
、
餘
り
面
白
く
な
い
と
太
乙
翁
曰
」（「
戊
子
夏

秋
之
交
詠
園
中
草
木
（
四
）」
巻
三
）
と
い
っ
た
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
山
陽
の
詩
作
を
こ
き
下
ろ
し
て
憚
ら
な
い
太
乙
で
あ
っ
た

が
、
こ
れ
ら
の
概
評
に
は
と
き
に
先
師
山
陽
に
対
す
る
対
抗
心
が
顔
を
の
ぞ

か
せ
る
こ
と
も
あ
る
。

⑬
こ
の
位
の
詩
な
ら
随
分
外
の
人
で
も
で
き
ん
事
は
な
い
と
太
仙
云
也
。

 

（「
題
画
為
亡
友
山
根
士
慎
」
巻
三
）

⑭
こ
の
詩
は
誠
に
不
出
来
じ
や
。
随
分
骨
を
折
れ
ば
こ
の
位
の
一
詩
は
ま

ね
も
で
き
る
と
太
仙
曰
。（「
送
雲
華
師
適
尾
張
」
巻
二
）

⑮
こ
の
位
の
詩
な
ら
随
分
こ
の
方
で
も
作
つ
て
み
せ
る
と
太
乙
先
生
云

也
。（「
題
鶴
」
巻
四
）

⑯
こ
の
位
の
詩
な
ら
随
分
こ
の
方
で
も
作
つ
て
み
せ
る
と
太
乙
云
也
。

 

（「
原
梅
坡
寄
詩
巻
求
評
」
巻
六
）

　

た
と
え
ば
、
山
陽
の
作
品
を
と
ら
ま
え
て
誰
で
も
作
れ
る
凡
作
だ
と
断
じ

た
⑬
・
⑭
な
ど
は
ま
だ
酷
評
の
範
疇
に
収
ま
っ
て
い
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
位
の
詩
な
ら
ば
自
分
で
も
作
っ
て
み
せ
る
と
言
い
切
っ
た
⑮
・
⑯
に

至
っ
て
は
、
先
師
山
陽
に
も
け
っ
し
て
引
け
を
と
る
ま
い
と
い
う
詩
人
と
し

て
の
並
々
な
ら
ぬ
自
負
心
が
、
謙
辞
の
な
か
に
透
け
て
見
え
る
。
か
か
る
放

言
は
ほ
か
に
も
数
多
く
確
認
で
き
る
。
太
乙
は
師
恩
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な

く
山
陽
詩
を
客
観
視
し
た
上
で
、
自
身
の
技
倆
と
の
距
離
を
は
か
り
つ
つ
、

と
き
に
詩
人
と
し
て
の
矜
持
を
あ
ら
わ
に
し
な
が
ら
、
詩
作
を
品
評
し
て
い

た
の
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
山
陽
詩
に
対
す
る
太
乙
の
評
価
は
巻
を
重
ね
る
ご
と
に
、
つ

ま
り
山
陽
の
晩
年
に
近
づ
く
ほ
ど
に
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。
高
評
価
の
概
評

を
巻
ご
と
に
整
理
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

巻
一　

40
％
（
五
例
の
う
ち
二
例
）

巻
二　

０
％
（
五
例
の
う
ち
〇
例
）

巻
三　

29
％
（
十
四
例
の
う
ち
四
例
）

巻
四　

49
％
（
三
十
五
例
の
う
ち
十
七
例
）

巻
五　

62
％
（
八
例
の
う
ち
五
例
）

巻
六　

73
％
（
十
一
例
の
う
ち
八
例
）

巻
七　

85
％
（
十
三
例
の
う
ち
十
一
例
）
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ど
の
短
評
を
高
く
評
価
し
た
も
の
と
み
な
す
か
人
に
よ
っ
て
捉
え
方
が
異

な
る
で
あ
ろ
う
し
、
概
評
の
数
も
巻
ご
と
で
一
定
し
て
い
な
い
の
で
、
あ
く

ま
で
も
参
考
程
度
に
留
ま
る
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
太
乙
は
山
陽
最
晩
年

の
作
を
評
価
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
え
そ
う
だ
。

　

こ
れ
ら
の
短
評
の
な
か
に
は
特
徴
的
な
類
似
表
現
が
い
く
つ
か
見
ら
れ

る
。
そ
の
な
か
か
ら
山
陽
の
詩
風
変
遷
と
太
乙
の
詩
観
と
が
う
か
が
え
る
も

の
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

⑰
こ
の
位
の
処
ま
で
は
ま
な
べ
る
と
太
一
云
。
詩
の
句
は
文
の
ご
と
く
し

る
べ
し
。（「
嵐
山
」
巻
四
）

⑱
こ
の
詩
も
随
分
よ
き
詩
な
り
。
詩
句
は
文
の
ご
と
く
し
る
べ
し
。（「
鈴

鹿
関
」
巻
四
）

⑲
こ
の
詩
は
如
文
可
知
。（「
上
隴
」
巻
四
）

⑳
こ
れ
は
前
の
二
首
の
重
い
せ
い
や
、
ど
ふ
も
悪
い
と
云
ふ
こ
と
。
詩
は

文
の
ご
と
く
し
る
べ
し
。（「
除
夕
君
彜
来
同
守
歳
」
巻
五
）

㉑
至
如
此
詩
、
山
陽
に
於
い
て
誠
に
面
白
き
も
の
な
り
。
詩
句
は
文
の
ご

と
く
し
る
べ
し
。（「
題
画
」
巻
七
）

㉒
こ
の
詩
は
如
文
可
知
。（「
到
家
」
巻
七
）

㉓
佳
詩
な
り
。
文
や
す
け
れ
ば
し
る
べ
し
。（「
元
日
」
拾
遺
）

　

個
々
の
評
語
に
よ
っ
て
文
言
に
若
干
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
太
乙
は

「
詩
如
文
可
知
（
詩
は
文
の
如
く
知
る
べ
し
）」
と
い
っ
た
趣
旨
の
短
評
を
繰
り

返
し
用
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
「
如
文
可
知
」
と
い
う
表
現
は
、

詩
話
な
ど
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
、
仏
典
の
注
疏
な
ど
に
よ
く
見
ら
れ
る
も

の
だ
が
、
要
す
る
に
い
た
ず
ら
に
難
解
で
晦
渋
し
た
詩
作
よ
り
も
、
文
章
の

よ
う
に
平
明
で
す
ぐ
に
意
味
の
と
れ
る
漢
詩
が
よ
い
と
太
乙
は
い
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
㉒
「
到
家
」
詩
は
山
陽
最
晩
年
の
作
で
、
十
日
ぶ
り
に
近
江

か
ら
帰
っ
た
山
陽
が
妻
子
と
と
も
に
土
産
の
湖
魚
を
賞
味
す
る
と
い
う
内

容
。
そ
こ
で
は
佶
屈
な
表
現
は
影
を
潜
め
、
家
庭
で
の
何
気
な
い
一
コ
マ
が

平
易
な
言
葉
に
よ
っ
て
ス
ケ
ッ
チ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
温

雅
な
作
品
が
山
陽
晩
年
の
一
つ
の
特
徴
だ
と
い
う
こ
と
は
、
頼
成
一
氏
が

「
晩
年
に
は
す
つ
か
り
落
ち
着
い
た
詩
風
と
な
り
、
悠
揚
迫
ら
ざ
る
も
の
が

あ
る９
」
と
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
山
陽
晩
年
の
作
を
収

め
る
『
山
陽
遺
稿
』
詩
稿
巻
四
以
降
に
「
詩
如
文
可
知
」
と
い
う
短
評
が
現

れ
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

山
陽
の
作
品
と
い
え
ば
、
川
中
島
の
戦
い
を
詠
出
し
た
「
題
不
識
庵
撃
機

山
図
」
詩
（『
山
陽
詩
鈔
』
巻
一
）
を
は
じ
め
と
す
る
詠
史
詩
が
有
名
で
、
詩

吟
に
お
い
て
も
さ
か
ん
に
愛
唱
さ
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
な
か
に
あ
っ
て
、

平
明
温
雅
な
日
常
の
一
コ
マ
を
活
写
し
た
山
陽
の
閑
適
詩
に
対
し
て
、
太
乙

が
詠
史
詩
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
ほ
ど
の
魅
力
を
感
じ
て
い
た
こ
と
は
、
当
時

の
山
陽
評
価
に
あ
っ
て
は
い
さ
さ
か
異
例
の
こ
と
と
い
え
る
。
近
時
、
山
陽

の
詠
史
詩
以
外
の
諸
作
品
に
も
注
目
が
集
ま
っ
て
き
て
い
る
がＡ
、
太
乙
の
山

陽
詩
評
は
そ
の
さ
き
が
け
と
み
な
し
う
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
太
乙
の
嗜
好

は
「
字
句
が
平
易
で
難
解
の
熟
語
も
少
く
、
容
易
に
詩
情
を
感
触
す
る
こ
と

が
で
き
る
」、「
容
易
に
取
り
組
め
そ
う
な
心
易
さ
が
あ
るＢ
」
と
評
さ
れ
る
太

乙
の
詩
風
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

四　

太
乙
の
山
陽
詩
理
解

　

山
陽
門
下
の
高
足
た
る
太
乙
は
、
そ
れ
相
応
の
自
信
を
も
っ
て
講
義
に
臨
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ん
で
い
た
は
ず
だ
。
そ
の
こ
と
は
前
章
に
て
取
り
上
げ
た
「
こ
の
位
の
詩
な

ら
随
分
こ
の
方
で
も
作
つ
て
み
せ
る
」
と
い
っ
た
言
葉
か
ら
も
う
か
が
え

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
太
乙
に
し
て
も
、
難
解
で
知
ら
れ
る
山
陽
の
詩

作
す
べ
て
を
完
全
に
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
を
極
め
た
よ
う
だ
。
た
と
え

ば
、「
読
南
北
史
小
楽
府
十
二
首
」
詩
（
巻
四
）
に
関
し
て
、
太
乙
は
「
こ
の

詩
は
不
分
明
の
処
が
あ
る
ゆ
ゑ
、
跡
へ
ま
わ
し
て
を
く
」
と
講
釈
を
先
送
り

し
て
い
る
。「
跡
へ
ま
わ
し
て
を
く
」
と
い
っ
た
も
の
の
、
講
義
録
に
お
い

て
こ
の
連
作
に
つ
い
て
は
ほ
か
に
な
に
も
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
不
分
明
の

処
」
は
結
局
わ
か
ら
ず
じ
ま
い
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

太
乙
は
山
陽
詩
を
ど
の
程
度
ま
で
理
解
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
行
研

究
と
比
較
し
な
が
ら
、
太
乙
講
義
録
を
読
み
進
め
て
い
く
と
、
し
ば
し
ば
詩

作
の
解
釈
に
ズ
レ
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
工
具
書
類
や
検
索
技
術
の

発
達
し
た
現
代
に
お
い
て
は
即
座
に
そ
の
正
誤
を
判
断
し
う
る
場
合
も
多

い
。
た
と
え
ば
、「
修
史
偶
題
十
一
首
（
二
）」
詩
（
巻
二
）
に
は
『
日
本
外
史
』

編
纂
中
の
様
子
を
詠
じ
た
「
螙
冊
紛
披
煙
海
深
」
と
い
う
一
句
が
あ
る
。
こ

の
「
煙
海
深
」
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
注
を
は
じ
め
と
し
て
、
頼
成
一
注
・
新

大
系
・
揖
斐
注
の
い
ず
れ
も
「
室
内
に
た
ち
こ
め
る
煙
草
の
煙
を
形
容
し
た

も
の
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
太
乙
は
こ
こ
を
「『
日
本
外
史
』

を
書
く
に
付
き
て
、
色
々
の
仮
名
書
き
の
本
を
借
り
て
海
の
如
く
に
集
め
た

事
を
云
ふ
」
と
い
う
よ
う
に
、
大
量
の
書
籍
を
形
容
す
る
詩
語
と
講
釈
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
范
成
大
が
「
文
書
煙
海
困w

浮
沈q

」（「
致
一
斎
述
事
」
詩
）

と
詠
じ
て
、
書
類
の
山
に
囲
ま
れ
た
生
活
を
悲
嘆
し
た
よ
う
に
、「
煙
海
」

と
は
大
量
の
物
品
（
と
り
わ
け
書
物
）
が
雑
然
と
し
て
い
る
こ
と
の
譬
喩
と
し

て
通
用
す
る
。
山
陽
と
は
ほ
ぼ
同
時
代
に
活
躍
し
た
斎
藤
拙
堂
に
も
「
漢
唐

以
来
、
諸
経
末
疏
、
浩
如w

煙
海z

使e

人
起w

望
洋
之
嘆q

」（「
与
猪
飼
敬
所

論
学
術
書
」『
拙
堂
文
集
』
巻
二
）
と
い
う
一
文
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
お
び

た
だ
し
い
数
の
書
物
に
囲
ま
れ
た
室
内
を
形
容
す
る
詩
語
と
し
て
、「
煙
海
」

を
解
釈
し
た
太
乙
に
軍
配
が
上
が
る
の
で
あ
る
。

　

個
々
の
書
き
入
れ
に
つ
い
て
、
逐
一
考
察
を
加
え
た
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る

が
、
紙
幅
の
都
合
が
許
さ
な
い
。
そ
こ
で
大
幅
な
解
釈
変
更
を
迫
る
事
例
に

つ
い
て
、
そ
の
当
否
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
取
り
上
げ
る
の
は
「
途
上
感
懐
二
首
（
二
）」
詩
（
巻
六
）
で
あ
る
。

潢
池
消
息
首
堪p

搔
、
西
望
秋
風
弄w

怒
涛z

廊
廟
何
人
労w

旰
食a

度

支
有p

吏
析w

秋
毫z

誰
駆w

赤
子q

俄
離p

乳
、
各
鬻w

黄
牛q

競w

佩
刀z

瑤
沼
原
謀
楽w

王
母a

救p

饑
不e

肯
餉w

蟠
桃z

　

天
保
二
年
九
月
、
山
陽
に
と
っ
て
最
後
の
帰
省
と
な
っ
た
道
中
で
の
作
。

伊
藤
注
に
よ
れ
ば
、
第
一
句
目
は
「
飢
饉
の
た
め
盗
み
を
働
く
者
多
き
奥
羽

地
方
」
で
の
出
来
事
を
指
し
、
第
二
句
目
は
「
西
洋
諸
国
の
我
が
辺
海
を
う

か
が
う
」
こ
と
を
指
す
と
し
、
尾
聯
を
「
元
来
、
幕
府
と
い
う
も
の
は
将
軍

を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
の
み
を
謀
る
府
で
あ
っ
て
、
飢
渇
せ
る
窮
民
に
救
恤
の

手
を
差
し
伸
べ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
断
じ
て
し
な
い
役
所
な
の
だ
」
と

解
釈
し
た
上
で
、
本
詩
が
幕
政
を
批
判
し
た
憂
国
の
情
溢
れ
る
作
と
し
て
い

る
。

　

そ
れ
な
り
に
通
じ
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
太
乙
は
こ
れ
と
は
ま
た
別
の
見

解
を
提
示
し
て
い
る
。
ま
ず
太
乙
は
本
詩
に
つ
い
て
「
こ
れ
は
長
州
が
公
儀

よ
り
お
姫
様
を
貰
つ
て
、
そ
こ
で
長
州
大
い
に
物
入
り
多
く
成
つ
て
き
た
ゆ

ゑ
、
無
拠
配
下
の
百
姓
へ
御
用
金
を
あ
て
た
ら
、
誠
に
其
の
百
姓
達
も
疲
れ

て
立
腹
し
て
長
州
の
城
郭
の
門
へ
み
な
乗
り
こ
ん
で
来
て
騒
動
を
入
れ
た
こ
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と
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
こ
の
詩
に
含
ま
せ
た
も
の
じ
や
」
と
概
評
す
る
。
幕

府
の
失
政
と
全
国
的
な
政
情
不
安
、
緊
迫
す
る
海
外
情
勢
を
詠
じ
た
と
す
る

伊
藤
注
と
比
較
す
れ
ば
、
長
州
藩
で
の
農
民
一
揆
を
詠
じ
た
と
考
え
る
太
乙

の
見
方
は
非
常
に
具
体
性
を
帯
び
た
も
の
と
い
え
る
。

　

史
書
を
繙
け
ば
、
た
し
か
に
こ
の
時
期
、
天
保
二
年
七
月
二
六
日
よ
り
九

月
初
頭
に
か
け
て
長
州
藩
で
は
大
規
模
一
揆
が
発
生
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る

防
長
大
一
揆
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
帰
省
の
途
次
、
隣
国
長
州
藩
で
の
失
政

と
そ
れ
に
伴
う
農
民
蜂
起
を
耳
に
し
た
山
陽
が
諷
喩
の
精
神
を
刺
激
さ
れ
て

作
詩
し
た
、
ま
こ
と
に
タ
イ
ム
リ
ー
な
作
品
で
あ
る
と
、
太
乙
は
見
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
将
軍
家
と
の
婚
姻
に
よ
っ
て
生
じ
た
多
額
の
費
用

を
ま
か
な
う
た
め
に
農
民
に
過
度
の
負
担
を
強
い
た
こ
と
が
、
一
揆
の
原
因

だ
と
太
乙
は
説
明
し
て
い
る
。
実
際
、
こ
の
こ
ろ
徳
川
家
斉
の
娘
和
姫
を
正

妻
に
迎
え
た
長
州
藩
で
は
、
将
軍
家
か
ら
外
様
大
名
家
へ
の
異
例
の
入
輿
婚

姻
と
い
う
こ
と
で
莫
大
な
出
費
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
（『
毛
利
十
一
代
史
』
邦

憲
公
記
・
崇
文
公
記
）。
か
か
る
浪
費
の
皺
寄
せ
が
貧
農
に
及
び
、
こ
の
た
び

の
大
規
模
一
揆
に
つ
な
が
っ
た
と
、
太
乙
が
解
釈
し
た
の
も
ゆ
え
な
い
こ
と

で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
史
実
と
し
て
は
、「
一
揆
の
原
因
は
、
藩
府
が
安
い
値
段
で

各
地
の
特
産
物
を
買
い
上
げ
る
「
御
内
用
産
物
方
」
を
設
置
し
た
こ
と
に
よ

る
」
と
い
う
の
が
真
相
で
あ
ろ
う
（『
国
史
大
辞
典
』）。
し
か
し
な
が
ら
、
旅

の
途
次
に
た
ま
た
ま
一
揆
の
様
子
を
伝
え
聞
い
た
山
陽
が
事
の
詳
細
を
知
悉

し
て
い
た
可
能
性
は
き
わ
め
て
低
く
、
一
揆
の
原
因
を
当
時
有
名
で
あ
っ
た

和
姫
入
輿
の
一
件
に
求
め
た
の
も
、
む
し
ろ
当
然
あ
り
う
べ
き
こ
と
で
あ

る
。
少
な
く
と
も
、
尾
聯
に
徴
す
る
限
り
で
は
、
一
揆
の
原
因
は
か
く
解
釈

せ
ざ
る
を
得
な
い
。
尾
聯
に
見
え
る
「
瑤
沼
」
と
は
、
崑
崙
山
の
ほ
と
り
に

あ
る
池
の
名
。
周
の
穆
王
は
こ
こ
で
西
王
母
と
酒
宴
を
開
い
た
と
い
う
（『
列

子
』
周
穆
王
）。
杜
甫
は
こ
の
故
事
を
用
い
て
「
惜
哉
瑤
池
飲
、
日
宴
崑
崙
丘
」

（「
同
諸
公
登
慈
恩
寺
塔
」
詩
）
と
詠
じ
た
が
、
こ
れ
を
政
治
を
か
え
り
み
ず
に

楊
貴
妃
と
睦
ん
だ
玄
宗
皇
帝
を
、
西
王
母
に
惑
溺
し
た
周
の
穆
王
に
擬
え
諷

刺
し
た
も
の
。
こ
れ
以
降
、
穆
王
・
西
王
母
の
故
事
は
色
香
に
眩
惑
さ
れ
た

為
政
者
を
諷
喩
す
る
際
の
常
套
語
と
し
て
定
着
す
る
。
以
上
の
用
例
に
従
え

ば
、
こ
の
尾
聯
は
民
衆
の
苦
し
み
を
よ
そ
に
女
色
に
耽
る
藩
主
を
批
判
し
た

も
の
と
し
か
読
み
よ
う
が
な
い
。《
穆
王
│
西
王
母
》
の
関
係
を
《
幕
府
│

将
軍
》
に
擬
し
て
、
幕
政
批
判
の
作
と
解
釈
し
た
伊
藤
注
は
い
か
に
も
苦
し

い
。
こ
こ
は
や
は
り
、「
穆
王
は
瑶
沼
と
云
ふ
池
の
辺
で
西
王
母
を
楽
し
ま

せ
る
こ
と
ば
か
り
を
図
つ
て
居
つ
た
と
云
ふ
こ
と
に
て
、
則
ち
長
州
侯
が
公

儀
か
ら
貰
ひ
請
け
た
婦
人
を
楽
し
ま
し
て
ご
ざ
る
こ
と
を
云
也
」
と
講
釈
し

た
太
乙
の
見
解
に
与
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

そ
う
と
す
れ
ば
、
伊
藤
注
が
奥
羽
地
方
の
騒
乱
と
解
し
た
第
一
句
目
は
、

防
長
大
一
揆
の
情
報
を
耳
に
し
た
山
陽
が
胸
を
傷
ま
せ
る
様
子
を
述
べ
た
も

の
と
す
る
べ
き
だ
し
、
西
洋
列
強
に
対
す
る
脅
威
を
詠
じ
た
と
さ
れ
る
第
二

句
目
は
、
当
時
長
州
藩
が
大
風
・
洪
水
に
よ
っ
て
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
こ

と
を
い
っ
た
も
の
と
す
る
の
が
穏
当
で
あ
るＣ
。
こ
の
よ
う
に
、
太
乙
講
義
録

に
は
一
首
全
体
の
解
釈
に
大
き
な
見
直
し
を
迫
る
重
要
な
知
見
が
数
多
く
含

ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
取
り
上
げ
る
「
聞
天
民
五
山
遇
災
作
此
歌
弔
慰
」
詩
（
巻
四
）
は
、

独
自
の
視
点
か
ら
作
品
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
る
。

天
憎e

五
山
穿w
天
心a

月
疾e

天
民
出w

月
脅z

風
怒w

其
嘲q

雲
怒p

哂
、
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花
木
蟲
魚
嗔w

狎z

恊p

謀
合p

図
遣w

祝
融a

雲
師
建p

旆
封w

姨

z

天
民
同p

災
玉
池
魚
、
梨
棗
半
焼
灰
満p

。
最
痛
五
山
罹w

酷
禍a

未

刻
稿
本
空w

幾
篋z

半
生
咿
嚘
琢w

奇
語a

鉛
槧
数
改
防w

躓

z

何
図

天
翁
久
睥
睨
、
襲
焚w

積
聚q

奪w

素
業z

君
不p

見
君
曹
詩
已
伝w

万
口q

沁w

万
脾a
何
論
六
丁
下
捜

。
筆
底
之
詩
猶
可p

焚
、
胸
中
之
詩
不

p

可p

劫
。
万
累
掃
空
唫
身
在
、
裸w

臥
天
地q

眠
䶎
䶎
。
徐
起
咳
唾
三
千

首
、
清
新
更
如w
水
出o
峡
。
題
曰
己
丑
災
後
集
、
精
明
一
変
換w

旧
法z

譬
如i

曹
瞞
赤
壁
帰
後
養w
生
兵a

更
臨w

大
江q

耀u

戈
甲n

　

文
政
一
二
年
三
月
の
大
火
に
見
舞
わ
れ
た
菊
池
五
山
・
大
窪
詩
仏
を
慰
藉

し
た
作
。
と
り
わ
け
、
五
山
は
未
刻
の
詩
稿
が
す
べ
て
焼
失
し
、
深
い
喪
失

感
に
打
ち
の
め
さ
れ
て
い
た
。
山
陽
は
、
書
き
溜
め
た
詩
作
が
失
わ
れ
た
と

し
て
も
、
人
々
の
胸
中
に
あ
る
佳
詩
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
か
つ
ま

た
赤
壁
の
戦
い
で
一
旦
は
潰
走
し
た
曹
操
が
そ
の
後
、
新
た
に
兵
士
を
訓
練

し
て
覇
権
を
握
っ
た
如
く
、
こ
の
火
事
は
旧
風
を
脱
し
て
さ
ら
に
優
れ
た
詩

境
に
至
る
た
め
の
好
機
に
な
る
は
ず
だ
と
、
両
者
を
慰
め
て
い
る
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
本
詩
は
五
山
・
詩
仏
を
慰
め
、
励
ま
し
た
作
品
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
太
乙
は
ま
っ
た
く
別
の
見
方
を
し
て
い
る
。「
こ
の

詩
は
実
の
処
は
、
天
民
・
五
山
の
事
を
へ
こ
な
し
て
（「
軽
侮
し
て
」
の
意
）、

火
事
に
あ
う
の
も
よ
い
き（
気
味
）び
じ
や
と
云
ふ
様
な
こ
と
が
含
ん
で
居
る
が
、
一

寸
見
た
位
で
は
中
々
し
れ
ん
」。
す
な
わ
ち
、
太
乙
は
五
山
・
詩
仏
を
慰
藉

し
た
よ
う
に
見
え
る
本
詩
が
、
実
際
は
両
者
の
災
難
を
嘲
弄
し
た
作
だ
と

い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

に
わ
か
に
は
首
肯
し
が
た
い
新
説
だ
が
、
太
乙
の
見
方
は
こ
う
だ
。
火
事

の
原
因
は
、
五
山
・
詩
仏
が
、
天
や
月
、
風
・
雲
を
あ
ざ
け
っ
た
り
、
花
木

虫
魚
を
「

狎
」（
淫
ら
に
汚
す
）
し
た
こ
と
に
あ
る
と
山
陽
は
述
べ
て
い
る

が
（
第
一
│
六
句
目
）、
こ
こ
を
太
乙
は
講
釈
し
て
、「
風
は
嘲
け
ら
れ
る
こ

と
を
怒
る
し
、
雲
は
笑
わ
れ
る
こ
と
を
怒
り
、
花
木
虫
魚
は
狎
れ
て
嘲
斎
坊

に
し
ら
れ
る
の
を
怒
る
と
云
ふ
こ
と
に
て
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
処
は
、

天
民
や
五
山
が
天
や
月
や
風
や
雲
や
花
木
虫
魚
の
事
ば
か
り
を
詩
に
作
つ
て

居
つ
て
は
役
に
立
た
ん
と
い
わ
ん
ば
か
り
じ
や
」
と
述
べ
て
い
る
。
要
す
る

に
、
五
山
・
詩
仏
は
得
意
と
す
る
竹
枝
詞
な
ど
に
お
い
て
、
自
然
の
事
物
を

用
い
、
遊
里
の
諸
相
を
描
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
風
雅
世
界
を
蹂
躙
す
る
行

為
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
作
品
は
軽
佻
浮
薄
で
価
値
が
な
い
駄
作
だ
と
し

て
、
山
陽
が
そ
れ
と
な
く
両
者
を
揶
揄
し
た
│
│
そ
の
よ
う
に
太
乙
は
理
解

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
太
乙
は
「
実
の
処
は
こ
の
両
人
達
、
今
迄
の

様
な
詩
を
作
つ
て
居
つ
て
は
役
に
立
た
ん
に
よ
て
、
こ
れ
か
ら
一
つ
心
を
改

め
て
詩
風
を
変
へ
て
し
ま
い
な
さ
れ
」、
あ
る
い
は
「
両
人
達
今
ま
で
の
旧

法
を
変
へ
て
し
ま
つ
て
、
…
（
中
略
）
…
ひ
と
つ
詩
を
作
る
風
を
御
変
へ
な

さ
れ
と
云
う
た
こ
と
也
」
と
続
け
、
両
者
に
対
し
て
火
事
を
き
っ
か
け
に
こ

れ
ま
で
の
悪
弊
を
改
め
る
よ
う
に
山
陽
が
迫
っ
た
作
品
だ
と
見
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

い
さ
さ
か
突
飛
な
解
釈
で
あ
る
が
、
実
は
こ
の
講
義
録
に
は
ほ
か
に
も
同

様
の
事
例
が
確
認
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
詩
仏
の
描
い
た
墨
竹
画
に
題
し
た

「
詩
仏
老
人
竹
」
詩
（
巻
一
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
結
句
に
「
酔
毫
到p

紙

一
枝
枝
」
と
あ
る
の
は
、
詩
仏
が
酔
い
に
乗
じ
て
竹
枝
を
描
い
た
と
い
う
こ

と
。
飲
酒
に
沈
淪
す
る
の
は
風
流
韻
士
の
な
ら
い
で
、
詩
仏
に
対
す
る
褒
辞

と
解
す
べ
き
一
句
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
太
乙
は
「
酔
う
た

餘
り
に
竹
を
一
枝
か
い
た
こ
と
に
て
、
実
は
詩
仏
が
何
を
か
き
や
が
る
と
云
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う
て
へ
こ
な
し
た
こ
と
な
れ
ど
も
、
一
寸
見
た
位
で
は
知
れ
ぬ
く
い
」
と
述

べ
て
、
や
は
り
こ
こ
で
も
山
陽
が
詩
仏
を
「
へ
こ
な
」
し
た
と
解
釈
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

み
ず
か
ら
「
一
寸
見
た
位
で
は
知
れ
ぬ
く
い
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
か
か

る
特
異
な
解
釈
は
通
例
行
わ
れ
な
い
。
な
に
ゆ
え
太
乙
は
こ
う
し
た
独
自
の

見
解
を
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
山
陽
が
五
山
・
詩
仏
を

敵
視
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
資
料
は
見
当
た
ら
ず
、
む
し
ろ
、
五
山
は
『
五

山
堂
詩
話
』
に
お
い
て
は
山
陽
を
激
賞
し
て
い
る
し
、
詩
仏
は
山
陽
と
直
接

対
面
し
て
詩
作
の
応
酬
を
す
る
ほ
ど
の
仲
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
五
山
・

詩
仏
と
は
表
面
的
な
交
流
に
過
ぎ
ず
、
山
陽
は
太
乙
ら
愛
弟
子
の
前
で
は
両

者
を
批
判
し
て
憚
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
う

し
た
特
異
な
解
釈
が
山
陽
の
膝
下
に
あ
っ
た
太
乙
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
山
陽
が
詩
仏
・
五
山
と
い
っ
た
詩
壇
の
寵
児
に

対
し
て
い
さ
さ
か
含
む
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
か
ら
だＤ
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
太
乙
が
か
く
も
不
可
解
な
講
義
を
展
開
し
た
理
由
が
見

つ
か
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
太
乙
講
義
録
に
は
日
頃
よ
り
山
陽
と
身
近
に

接
し
て
い
た
太
乙
な
ら
で
は
の
、
独
自
の
視
点
か
ら
特
異
な
作
品
解
釈
が
行

わ
れ
て
お
り
、
今
後
の
山
陽
研
究
に
一
つ
の
課
題
を
突
き
付
け
て
い
る
の
で

あ
る
。

結
語

　

本
稿
に
お
い
て
、
ま
ず
は
太
乙
講
義
録
を
概
観
し
、
そ
の
特
徴
を
整
理
し

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
口
語
・
方
言
を
駆
使
し
、
時
に
卑
俗
の
言
を
も
は
ば

か
ら
な
い
太
乙
の
講
義
が
、
学
生
に
と
っ
て
親
し
み
や
す
い
、
自
由
な
雰
囲

気
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
具
体
的
に
跡
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
し
て
、
太
乙
が
先
師
山
陽
の
詩
作
を
遠
慮
な
く
品
評
し
て
い
た
こ
と
を
確

認
し
た
上
で
、
そ
こ
に
は
太
乙
の
詩
人
と
し
て
の
自
負
や
山
陽
に
対
す
る
対

抗
意
識
が
横
た
わ
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
わ
せ
て
指
摘
し
た
。
ま
た
、
太
乙
が

詠
史
詩
ば
か
り
に
目
を
向
け
な
い
で
、
平
明
温
雅
な
表
現
で
日
常
の
一
コ
マ

を
詠
じ
た
山
陽
最
晩
年
の
作
品
に
も
高
い
評
価
を
下
し
て
い
た
こ
と
に
言
及

し
、
太
乙
自
身
が
か
か
る
詩
作
を
得
意
と
し
て
い
た
こ
と
が
そ
の
背
景
に
あ

る
と
推
論
し
た
。
さ
ら
に
は
、
こ
の
講
義
録
を
用
い
る
こ
と
で
、
先
行
研
究

の
誤
謬
を
訂
正
し
え
た
り
、
新
た
な
解
釈
の
可
能
性
が
生
じ
た
り
す
る
こ
と

を
述
べ
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
の
講
義
録
が
山
陽
研
究
に
お

い
て
す
ぐ
れ
た
価
値
を
有
す
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
指
摘
し
た
。

　

本
稿
で
取
り
扱
っ
た
の
は
大
量
の
書
き
入
れ
の
ご
く
一
部
に
過
ぎ
な
い
。

ま
た
、
漢
詩
研
究
と
い
う
立
場
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
と
ど
ま
っ
た
嫌
い
も

あ
る
。
今
後
は
、
講
義
の
全
貌
を
究
明
す
る
べ
く
、
教
育
史
や
国
語
学
の
見

地
か
ら
も
検
討
を
重
ね
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

注（
１
）　

揖
斐
高
『
頼
山
陽
詩
選
』（
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
二
年
）。

（
２
）　

水
田
紀
久
・
頼
惟
勤
・
直
井
文
子
『
菅
茶
山　

頼
山
陽
詩
集
』（
新
日
本
古

典
文
学
大
系
66
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）。

（
３
）　

富
士
川
英
郎
・
松
下
忠
・
佐
野
正
巳
『
詩
集
日
本
漢
詩
』
第
十
巻
（
汲
古
書

院
、
一
九
八
六
年
）。

（
４
）　

書
き
入
れ
は
も
と
漢
字
カ
タ
カ
ナ
交
じ
り
文
で
あ
る
が
、
読
者
の
便
を
考
慮

し
て
読
み
や
す
く
改
め
た
（
以
下
同
じ
）。
な
お
、
本
書
は
「
古
典
籍
総
合
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
」
に
て
全
文
公
開
さ
れ
て
い
る
の
で
、
あ
わ
せ
て
ご
確
認
い
た
だ
き

た
い
。

（
５
）　

こ
の
よ
う
な
筆
記
ミ
ス
は
人
名
・
地
名
な
ど
に
多
く
見
ら
れ
る
。
ほ
か
に
も
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目
に
つ
い
た
も
の
だ
け
で
も
、「
四
皓
と
云
ふ
人
は
漢
高
祖
の
時
代
に
湘
山

0

0

（
正

し
く
は
「
商
山
」）
に
隠
居
し
て
…
…
」（「
四
皓
図
」
巻
一
）
や
「
貞
所
南

0

0

0

（
正

し
く
は
「
鄭
所
南
」）
と
云
ふ
人
が
書
い
た
も
の
な
り
」（「
題
或
画
露
根
蘭
」

巻
二
）、
あ
る
い
は
「
今
三
絃
の
声
も
人
形

0

0

（
正
し
く
は
「
人
魚
」）
が
涙
を
は

ぢ
く
様
な
音
が
す
る
と
云
ふ
こ
と
」（「
戯
作
三
絃
詞
」
巻
三
）
な
ど
が
挙
げ
ら

れ
る
（
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）。

（
６
）　

頼
成
一
・
伊
藤
吉
三
（
霞
谿
）『
頼
山
陽
詩
抄
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
四
四
年
）

に
は
、「
童
子
」
に
つ
い
て
「
門
人
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
７
）　

向
井
桑
人
『
村
瀬
太
乙
』（
愛
知
県
郷
土
資
料
刊
行
会
、
一
九
八
一
年
）
八

一
頁
。

（
８
）　

従
来
「
太
仙
」
の
呼
称
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
文
脈
か
ら
太
乙
の
別

号
と
考
え
ら
れ
る
。

（
９
）　

注（
６
）同
掲
書
三
二
〇
頁
。

（
10
）　

詠
史
詩
以
外
の
作
品
に
も
高
い
評
価
を
下
し
た
も
の
と
し
て
は
、
富
士
川
英

郎
『
江
戸
後
期
の
詩
人
た
ち
』（
麥
書
房
、
一
九
六
六
年
）、
中
村
真
一
郎
『
頼

山
陽
と
そ
の
時
代
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
一
年
）、
入
谷
仙
介
『
頼
山
陽　

梁
川
星
巌
』（
江
戸
詩
人
選
集
８
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
）、
揖
斐
高
『
頼

山
陽
詩
選
』（
既
出
）
な
ど
が
あ
る
。

（
11
）　

注（
７
）同
掲
書
七
八
・
七
九
頁
。

（
12
）　

太
乙
は
首
聯
に
つ
い
て
、「
周
の
穆
王
と
云
ふ
天
子
が
潢
池
と
云
ふ
池
の
そ

ば
で
西
王
母
と
云
ふ
婦
人
に
戯
れ
て
ご
ざ
つ
た
事
が
あ
る
。
今
其
消
息
を
聞
け

ば
誠
に
首
を
掻
い
て
嘆
く
に
勘
へ
た
り
と
云
ふ
こ
と
に
て
、
則
ち
長
州
侯
が
公

儀
か
ら
貰
ひ
請
け
た
婦
人
に
戯
れ
て
居
る
こ
と
を
云
ふ
。
且
又
そ
れ
に
西
海
で

大
風
に
て
大
波
で
、
皆
民
百
姓
が
困
つ
て
居
る
処
也
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
第

二
句
目
は
妥
当
で
あ
ろ
う
が
、
第
一
句
目
に
つ
い
て
は
尾
聯
に
引
き
ず
ら
れ
て

誤
読
し
て
い
る
。「
潢
池
」
と
は
伊
藤
注
が
指
摘
す
る
よ
う
に
人
民
蜂
起
を
指

す
語
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
西
王
母
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
太
乙

が
「
潢
池
」
と
「
瑤
池
」
と
を
混
同
し
た
か
、
学
生
が
聞
き
間
違
え
た
の
で
あ

ろ
う
。

（
13
）　

江
湖
詩
社
の
盟
主
市
河
寛
斎
の
こ
と
で
い
え
ば
、「
論
詩
絶
句
二
十
七
首
（
十

四
）」
詩
（
巻
二
）
に
は
「
文
化
何w

如
正
徳
春q

」
の
一
句
が
あ
る
。
こ
れ
は

正
徳
・
享
保
時
代
の
詩
の
方
が
文
化
年
間
の
詩
よ
り
も
優
れ
て
い
た
こ
と
を
詠

じ
た
も
の
。
し
か
る
に
太
乙
は
「
文
化
比
は
中
々
正
徳
年
々
の
様
に
は
い
か
ま

い
と
云
ふ
こ
と
に
て
、
こ
れ
は
寛
斎
が
文
化
年
中
に
名
を
振
つ
て
居
つ
た
ゆ

ゑ
、
そ
こ
で
こ
の
詩
は
暗
に
寛
斎
の
事
を
へ
こ
な
し
た
も
の
と
み
へ
る
」
と
述

べ
て
い
る
。
文
化
年
間
に
は
市
河
寛
斎
以
外
に
も
す
ぐ
れ
た
詩
人
と
し
て
菅
茶

山
ら
も
い
た
は
ず
だ
が
、
太
乙
は
と
り
わ
け
て
寛
斎
を
「
へ
こ
な
」
し
た
一
句

と
解
釈
し
て
い
る
。


