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一
、
は
じ
め
に

﹃
新
撰
万
葉
集
﹄

1

は
上
下
二
巻
か
ら
成
り
、
九
世
紀
末
に
行
わ
れ
た

﹁
寛
か
ん
ぴ
ょ
う
の
お
お
ん
と
き
き
さ
い
の
み
や
う
た
あ
わ
せ

平
御
時
后
宮
歌
合
﹂
や
﹁
是
こ
れ
さ
だ
の
み
こ
の
い
え
の
う
た
あ
わ
せ

貞
親
王
家
歌
合
﹂
等
、
主
と
し
て
歌
合
の

歌
を
選
び
四
季
と
恋
の
五
つ
の
部
に
よ
っ
て
編
集
し
た
私
撰
歌
集
で
あ
る
。
寛
平

五
年
︵
八
九
三
︶
の
成
立
、
延
喜
十
三
年
︵
九
一
三
︶
の
増
補
と
さ
れ
、
和
歌
史

上
、
八
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
﹃
万
葉
集
﹄
と
十
世
紀
初
頭
の
﹃
古
今
和
歌
集
﹄

の
か
け
橋
的
な
歌
集
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
和
歌
が
真
名
書
き
さ
れ
て
い
る
ほ

か
、
所
収
の
和
歌
す
べ
て
に
七
言
絶
句
の
漢
詩
一
首
が
配
さ
れ
て
い
る
点
も
、
こ

の
歌
集
の
際
だ
っ
た
特
徴
と
い
っ
て
よ
い
。
漢
詩
の
作
者
に
つ
い
て
は
、
菅
原
道

真
︵
八
四
五
～
九
○
三
︶
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
未
だ
定
論
を
見
て
い
な
い
。
し

か
し
、
こ
の
歌
集
こ
そ
は
九
世
紀
末
日
本
に
お
け
る
和
漢
の
競
演
と
い
う
に
相
応

し
い
内
実
を
備
え
て
い
る
。

﹃
新
撰
万
葉
集
﹄
に
お
い
て
具
体
的
に
表
現
さ
れ
る
和
漢
の
競
演
は
、
短
歌
と

七
絶
と
い
う
短
詩
型
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
短
歌
三
十
一
文
字
、
対
す
る
七
絶
は

二
十
八
文
字
、
ほ
ぼ
同
字
数
の
詩
型
で
は
あ
る
が
、
片
や
真
仮
名
︵
万
葉
仮
名
︶、

つ
ま
り
漢
字
の
表
音
機
能
の
み
を
用
い
た
漢
字
表
記
、
片
や
表
意
・
表
音
の
両
方

の
機
能
を
フ
ル
に
用
い
る
真
名
表
記
と
い
う
相
違
が
あ
り
、
一
首
の
情
報
量
は
大

き
く
異
な
り
、
七
絶
の
方
が
短
歌
よ
り
情
報
量
が
は
る
か
に
多
い
。

先
行
研
究
に
よ
っ
て
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
組
の
短
歌
と

七
絶
は
内
容
的
に
は
ほ
ぼ
同
一
の
意
境
を
共
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
と
は

言
え
、
短
歌
と
七
絶
と
で
は
、
畢
竟
、
表
現
の
形
式
も
方
法
も
、
さ
ら
に
は
そ
こ

に
息
づ
く
伝
統
も
大
き
く
異
な
る
。
つ
ま
り
、
短
歌
を
直
訳
的
に

0

0

0

0

漢
字
表
現
に
改

め
れ
ば
漢
詩
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
逆
も
ま
た
然
り
で
あ
る
。
和
歌
は
和

歌
ら
し
く
、
漢
詩
は
漢
詩
ら
し
く
作
ら
れ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
評
価
の
俎
上
に
乗

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
筆
者
は
主
と
し
て
﹃
新
撰
万
葉

集
﹄
の
漢
詩
に
着
目
し
、
漢
詩
の
作
者
が
日
中
二
つ
の
詩
型
の
決
し
て
小
さ
く
は

な
い
異
同
を
如
何
に
乗
り
越
え
て
一
首
を
構
成
し
た
の
か
、
と
い
う
創
意
工
夫
に

着
眼
し
て
、
個
別
表
現
に
即
し
て
具
体
的
に
考
察
を
進
め
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
そ
の
一
環
と
し
て
、﹁
蕭
郎
﹂
と
い
う
詩
語
に
着
目
す
る
。
こ
の

早
稲
田
大
学
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詩
語
は
四
首
の
七
絶
に
現
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
短
歌
に
は
、﹁
蕭
郎
﹂

は
お
ろ
か
﹁
蕭
﹂
も
﹁
郎
﹂
の
字
も
ま
っ
た
く
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
の
事
実
を

手
が
か
り
と
し
て
、﹃
新
撰
万
葉
集
﹄
所
収
漢
詩
の
特
質
の
一
端
を
明
ら
か
に
し

た
い
。
な
お
、
本
稿
で
は
、﹃
新
撰
万
葉
集
﹄
所
収
の
和
歌
を
︿
歌
﹀、
漢
詩
を
︿
詩
﹀

と
略
称
す
る
。二

、『
新
撰
万
葉
集
』
に
み
え
る
四
首
の
「
蕭
郎
」

和
歌
と
漢
詩
と
の
形
式
が
も
た
ら
す
両
者
の
質
的
異
同
は
け
っ
し
て
小
さ
く
な

い
。
数
文
字
に
よ
っ
て
一
語
を
構
成
す
る
和
語
と
一
字
一
義
を
原
則
と
す
る
漢
語

と
で
は
、
一
首
の
情
報
量
が
ま
っ
た
く
異
な
る
。
漢
詩
に
は
見
え
る
が
、
和
歌
に

は
な
い
情
報
に
は
、︿
詩
﹀
の
作
者
が
自
由
に
遊
ぶ
こ
と
の
で
き
る
空
想
の
世
界
、

﹁
あ
や
﹂
の
世
界
が
あ
る

2

。
そ
の
﹁
あ
や
﹂
の
世
界
を
究
明
す
る
た
め
に
、
ま
ず
﹃
新

撰
万
葉
集
﹄
に
み
え
る
四
首
の
﹁
蕭
郎
﹂
に
着
目
す
る
こ
と
と
す
る
。

︵
ア
︶
巻
上
︻
夏
歌
第
二
十
︼︵
通
算
四
十
一
番
︶

誰
里
丹
夜
避
緒
為
手
鹿
郭
公
鳥
只
於
是
霜
寢
垂
音
為

︵  

た
が
里
に
夜よ

離が

れ
を
し
て
か
ほ
と
と
ぎ
す
た
だ
こ
こ
に
し
も
寝
た
る
声

す
る
︶

郭
公
本
自
意
浮
華　
︵
郭ほ
と

公と
ぎ
す　

本
自よ
り

意こ
こ
ろ

浮ふ

華く
わ

な
り
︶

四
遠
無
栖
汝
最
奢　
︵
四
遠
栖す
み
か

無
く
し
て　

汝
な
ん
ぢ
最
も
奢お
ご

れ
り
︶

性
似
蕭
郎
令
女
怨　
︵
性
は
蕭せ
う

郎ら
う

に
似
て　

女
を
し
て
怨
ま
し
め
︶

操
如
蕩
子
尚
迷
他　
︵
操み
さ
をは
蕩た
う

子し

の
如
く　

尚な
ほ

他ほ
か

に
迷ま
ど

ふ
︶

︿
歌
﹀
で
は
渡
り
鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す
が
主
役
と
な
っ
て
い
る
。
上
の
﹁
た
が
里

に
夜
離
れ
を
し
て
か
﹂
と
、
下
に
あ
る
﹁
た
だ
こ
こ
に
し
も
寝
た
る
声
す
る
﹂
は

ほ
と
と
ぎ
す
の
住
処
を
ひ
と
と
こ
ろ
に
定
め
な
い
特
徴
を
捉
え
て
い
る
。

︿
歌
﹀
が
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声
に
意
味
を
付
与
す
る
一
方
、︿
詩
﹀
の
前
二
句

で
は
ほ
と
と
ぎ
す
に
付
与
さ
れ
た
、
住
処
を
ひ
と
と
こ
ろ
に
定
め
な
い
と
い
う
行

動
上
の
特
徴
を
﹁
意
浮
華
﹂、﹁
四
遠
無
栖
﹂、﹁
奢
﹂
と
い
う
表
現
で
直
接
形
容
し

て
い
る
。
軽
薄
で
派
手
好
き
で
、
あ
ち
こ
ち
浮
か
れ
て
飛
び
廻
る
、
ほ
と
と
ぎ
す

の
イ
メ
ー
ジ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
空
想
が
広
が
り
、
第
三
句
に
女
に

怨
み
の
情
を
抱
か
せ
る
﹁
蕭
郎
﹂、
第
四
句
に
他
所
の
女
に
心
を
迷
わ
せ
て
い
る

﹁
蕩
子
﹂
が
描
か
れ
る
。
こ
こ
で
、﹁
蕭
郎
﹂
と
﹁
蕩
子
﹂
が
一
対
に
な
り
、
ほ
と

と
ぎ
す
は
浮
気
性
の
男
に
擬
人
化
さ
れ
る
一
方
、
女
性
視
点
の
描
写
に
変
わ
り
、

閨
怨
的
な
雰
囲
気
が
前
面
に
現
れ
出
て
い
る
。

︵
ア
︶
の
作
品
は
明
ら
か
に
恋
を
詠
っ
て
い
る
が
、
渡
り
鳥
で
あ
る
ほ
と
と
ぎ

す
が
初
夏
の
五
月
に
渡
来
す
る
の
で
、
夏
の
歌
に
置
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

︵
イ
︶
巻
上
︻
秋
歌
第
十
八
︼︵
通
算
六
十
番
︶

秋
山
丹
戀
為
麋
之
音
立
手
鳴
曾
可
為
岐
君
歟
不
來
夜
者

︵
秋
山
に
恋
す
る
鹿
の
声
た
て
て
な
き
ぞ
し
ぬ
べ
き
君
が
来
ぬ
夜
は
︶

獨
臥
多
年
婦
意
睽　
︵
独
り
臥
す
こ
と
多
年　

婦
意
に
睽そ
む

け
り
︶

秋
閨
帳
裏
擧
音
啼　
︵
秋
閨
の
帳
裏　

音
を
挙
げ
て
啼
く
︶

生
前
不
幸
希
恩
愛　
︵
生
前
不
幸
に
し
て　

恩
愛
希ま
れ
らな
り
︶

願
敎
蕭
郎
抂
馬
蹄　
︵
願
は
く
は
蕭
郎
を
し
て　

馬
蹄
を
抂
げ
し
め
ん
こ
と
︶

︿
歌
﹀
で
は
、
鹿
が
秋
の
山
で
伴
侶
を
求
め
、
声
を
振
り
絞
っ
て
鳴
く
と
詠
ま

れ
て
い
る
。
そ
の
鳴
き
声
を
﹁
な
き
ぞ
し
ぬ
べ
き
﹂
で
、
愛
し
い
人
の
来
ぬ
秋
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の
夜
の
閨
の
悲
し
み
と
、
鹿
の
声
が
し
き
り
に
心
を
掻
き
立
て
る
こ
と
を
強
調

す
る
。

︿
詩
﹀
は
︿
歌
﹀
の
﹁
な
き
ぞ
し
ぬ
べ
き
﹂
と
声
た
て
て
な
く
鹿
や
、﹁
君
が
来

ぬ
夜
﹂
な
ど
の
表
現
に
着
目
し
て
、
全
面
的
に
閨
怨
詩
と
し
て
展
開
す
る
。︿
詩
﹀

の
起
句
は
長
年
一
人
で
夜
を
過
ご
す
女
性
を
描
出
し
、
全
詩
の
基
調
が
閨
怨
で
あ

る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
承
句
は
女
性
が
閨
で
悲
し
み
泣
く
様
子
を
描
く
こ
と

で
、
歌
の
﹁
声
た
て
て
な
き
ぞ
し
ぬ
べ
き
﹂
と
対
応
さ
せ
て
い
る
。
下
の
二
句
は
、

生
き
て
い
る
間
、
不
幸
に
し
て
、
愛
さ
れ
る
こ
と
が
稀
で
あ
っ
た
の
で
、
蕭
郎
の

君
よ
、
私
の
所
に
馬
を
向
け
て
お
越
し
く
だ
さ
い
と
願
望
を
述
べ
る
。
転
句
は
起

句
の
﹁
婦
意
睽
﹂
と
相
呼
応
し
て
い
る
。
夫
と
幸
せ
な
生
活
を
送
り
た
い
が
、
そ

の
願
い
が
な
か
な
か
叶
え
ら
れ
な
い
。
結
句
は
転
句
か
ら
生
ま
れ
る
願
望
を
詠

み
、
因
果
関
係
を
な
す
。
し
か
も
下
二
句
は
和
歌
に
お
い
て
の
﹁
君
が
来
ぬ
夜
は
﹂

と
関
連
し
て
い
る
。﹁
君
﹂
が
不
在
で
あ
る
の
で
、
愛
さ
れ
る
こ
と
が
稀
で
あ
っ

た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
何
と
し
て
も
、
蕭
郎
の
君
に
帰
っ
て
き
て
ほ
し
い
、
と
切
実

な
思
い
を
絞
り
出
す
よ
う
に
吐
露
す
る
の
で
あ
る

︵
イ
︶
の
作
品
も
︵
ア
︶
と
同
様
、
秋
の
風
物
で
あ
る
鹿
を
歌
っ
て
い
る
の
で
、

内
容
面
か
ら
み
れ
ば
恋
歌
と
見
な
せ
る
歌
を
秋
の
歌
に
帰
属
さ
せ
て
い
る
。

︵
ウ
︶
巻
上
︻
恋
歌
第
十
︼︵
通
算
百
九
番
︶

被
厭
手
今
者
限
砥
成
西
緒
更
昔
之
被
戀
鉋

︵
厭
は
れ
て
今
は
限
り
と
成
り
に
し
を
更
に
昔
の
恋
ひ
ら
る
る
か
な
︶

被
厭
蕭
郎
永
守
貞　
︵
蕭
郎
に
厭
は
れ
て　

永
く
貞
を
守
り
︶

獨
居
獨
寝
淚
零
零　
︵
独ど
っ
き
ょ
ど
く

居
独
寝し
ん　

涙
零れ
い

零れ
い

た
り
︶

心
中
昔
事
雖
忘
却　
︵
心
中
の
昔せ
き
じ事
忘ぼ
う
き
ゃ
く
却
す
と
雖
も
︶

顧
念
閨
房
恩
愛
情　
︵
顧
念
す　

閨
房
恩
愛
の
情
︶

︿
歌
﹀
で
は
﹁
今
﹂
と
﹁
昔
﹂
の
対
比
を
用
い
て
、
す
で
に
終
わ
っ
た
恋
を
思

い
描
い
て
い
る
。
恋
が
終
わ
っ
た
原
因
は
相
手
に
﹁
厭
わ
れ
﹂
た
こ
と
に
あ
る
。

今
、
愛
す
る
人
に
飽
き
ら
れ
て
、
恋
が
終
わ
っ
た
が
、
未
練
が
ま
し
く
仲
睦
ま
じ

か
っ
た
昔
の
恋
情
を
偲
ん
で
い
る
。

︿
詩
﹀
の
起
句
に
み
ら
れ
る
﹁
蕭
郎
﹂
は
︵
ア
︶
と
同
様
、
女
性
が
思
い
を
寄

せ
る
愛
し
い
人
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
浮
気
性
で
己
の
所
に
留
ま
っ
て
く
れ
な
い
人

を
指
す
。
そ
の
﹁
蕭
郎
﹂
に
飽
き
ら
れ
な
が
ら
、
一
人
で
閨
で
貞
淑
に
寂
し
く
過

ご
し
、
涙
が
と
め
ど
な
く
流
れ
落
ち
る
。
昔
の
事
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
と
は
い
っ

て
も
、
未
練
が
ま
し
く
思
う
の
は
閨
房
で
の
あ
の
人
の
や
さ
し
さ
で
あ
る
。

︿
詩
﹀
は
︿
歌
﹀
に
お
け
る
昔
の
ゆ
か
し
き
想
い
出
を
﹁
閨
房
恩
愛
情
﹂
に
絞
っ

て
閨
怨
詩
の
雰
囲
気
を
色
濃
く
漂
わ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、︿
歌
﹀
に
お
い
て
明

示
さ
れ
て
は
い
な
い
恋
の
対
象
を
、
具
体
的
に
﹁
蕭
郎
﹂
と
明
示
し
て
い
る
。
し

か
も
、
起
句
の
﹁
被
厭
﹂
に
よ
っ
て
、﹁
蕭
郎
﹂
が
心
変
わ
り
し
た
こ
と
が
暗
示

さ
れ
て
い
る
。
起
句
と
結
句
の
表
現
は
︿
歌
﹀
と
関
連
し
て
い
る
が
、
承
句
と
転

句
は
詩
人
に
よ
っ
て
新
た
に
付
加
さ
れ
た
空
想
の
世
界
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で

あ
る
。

︵
エ
︶
巻
上
︻
恋
歌
第
十
三
︼︵
通
算
百
十
二
番
︶

片
絲
丹
貫
玉
之
緒
緒
弱
美
紊
手
戀
者
人
哉
知
南

︵
片
糸
に
貫
く
玉
の
緒
を
弱
み
紊
れ
て
恋
ひ
ば
人
や
知
り
な
む
︶

誰
識
中
心
戀
緒
纁　
︵
誰
か
識
ら
む　

中
心
恋れ
ん

緒ち
ょ

纁く
ん

た
り
︶



一
六

﹃
新
撰
万
葉
集
﹄﹁
蕭
郎
﹂
考
︵
倪
︶

卞
和
泣
處
玉
紛
紛　
︵
卞べ
ん

和く
わ

泣
く
処　

玉
紛
紛
た
り
︶

千
般
歎
息
員
難
計　
︵
千ち

般た
び

の
歎
息　

員か
ず

計か
ぞ

へ
難
し
︶

爭
使
蕭
郎
一
處
羣　
︵
争い
か

で
か
蕭
郎
を
し
て　

一
処
に
群あ
つ

ま
ら
し
め
む
︶

︿
歌
﹀
で
は
弱
い
糸
で
貫
き
と
め
た
玉
が
散
ら
ば
る
よ
う
な
、
心
を
乱
す
恋
が

詠
わ
れ
て
い
る
。﹁
片
糸
﹂
は
一
本
の
繊
維
を
表
す
。
本
来
糸
は
二
本
の
繊
維
を

撚
り
合
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
︿
歌
﹀
で
は
、﹁
片
糸
﹂
を
素
材
と
す
る
の
で
、

そ
れ
を
受
け
て
﹁
緒
を
弱
み
﹂
と
詠
む
。
糸
が
弱
く
て
ち
ぎ
れ
そ
う
な
の
で
、
そ

の
よ
う
な
糸
に
貫
か
れ
た
玉
が
乱
れ
散
っ
て
も
無
理
は
な
い
。
歌
人
の
心
も
そ
の

玉
の
よ
う
に
、
乱
れ
て
い
る
。

︿
詩
﹀
の
起
句
は
﹁
片
糸
﹂
の
よ
う
に
は
か
な
く
続
く
忍
ぶ
恋
を
描
き
、
承
句

は
歌
の
﹁
玉
﹂
を
受
け
て
、﹁
卞
和
﹂
と
﹁
玉
﹂
の
故
事
を
用
い
て
、
前
半
の
二

句
で
ほ
ぼ
歌
意
を
尽
く
す
。﹁
卞
和
﹂
の
故
事
か
ら
、
後
半
の
二
句
が
聯
想
さ
れ

る
と
い
う
構
造
を
持
ち
、
こ
の
聯
想
こ
そ
が
詩
人
の
空
想
の
世
界
で
あ
る
。

﹁
卞
和
﹂
は
﹃
韓
非
子
﹄﹁
和
氏
﹂
篇
を
出
典
と
し
、﹃
蒙
求
﹄
に
も
﹁
卞
和
泣

玉
︵
卞
和　

玉
に
泣
く
︶﹂
の
標
題
で
収
載
さ
れ
る
。
卞
和
が
王
に
再
三
、
玉
の

原
石
を
献
上
し
て
も
王
に
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
無
念
が
お
そ
ら
く
転
句
﹁
千
般
歎

息
員
難
計
﹂
の
恋
の
嘆
き
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
思
い
を
受
け
と
め
ら
れ
ず
、
何

度
も
悲
嘆
に
く
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
ど
う
し
て
も
﹁
蕭
郎
﹂
と
﹁
一
處
﹂
で
会
い

た
い
。
女
が
﹁
一
處
﹂
を
求
め
る
ひ
た
む
き
な
思
い
が
表
出
さ
れ
る
。
こ
の
愛
す

る
人
と
一
緒
に
い
た
い
気
持
ち
は
︵
イ
︶
の
結
句
と
相
通
じ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、﹃
新
撰
万
葉
集
﹄
に
描
か
れ
た
﹁
蕭
郎
﹂
に
は
二
つ
の
パ
タ
ー

ン
が
見
い
だ
せ
る
。
一
つ
は
、︵
ア
︶︵
ウ
︶
に
み
え
る
よ
う
な
、
女
性
を
捨
て
た

浮
気
な
男
と
し
て
の
﹁
蕭
郎
﹂
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、︵
イ
︶︵
エ
︶
の
よ
う
な
、

女
性
と
離
れ
た
が
、
自
分
を
訪
ね
て
き
て
ほ
し
い
と
女
性
に
強
く
懇
願
さ
れ
る
対

象
と
し
て
の
﹁
蕭
郎
﹂
で
あ
る
。

三
、
中
国
古
典
詩
語
と
し
て
の
「
蕭
郎
」
の
諸
相

各
種
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
検
索
し
た
と
こ
ろ
、﹁
蕭
郎
﹂
は
唐
に
至
っ
て
初
め
て

用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
詩
語
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
唐
詩
に
お
け
る
﹁
蕭

郎
﹂
の
用
例
を
分
類
す
る
と
、
ま
ず
﹁
蕭
姓
の
男
性
﹂
と
い
う
意
味
合
い
で
用
い

ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
白
居
易
の
例
が
そ
れ
で
あ
る
。

中
唐
の
白
居
易
︵
七
七
二
～
八
四
六
︶
は
﹁
憶
二
杭
州
梅
花
一
因
叙
二
舊

游
一
寄
二
蕭
協
律
一
﹂︵﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
五
十
三
の
二
三
八
八
︶
に
お
い
て
、﹁
歌

伴
酒
徒
零
散
盡
、
唯
殘
頭
白
老
蕭
郎
︵
歌
伴　

酒
徒　

零
散
し
尽
き
、
唯
だ
残
る

頭
白
の
老
蕭
郎
︶﹂
と
詠
み
、﹁
畫
レ
竹
歌
﹂︵﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
十
二
の
五
九
四
︶

に
お
い
て
、﹁
蕭
郎
下
筆
獨
偪
真
、
丹
青
以
來
唯
一
人
︵
蕭
郎　

筆
を
下
し
て
独

り
真
に
逼
り
、
丹
青
以
来
唯
だ
一
人
︶﹂、﹁
蕭
郎
蕭
郎
老
可
惜
、
手
顫
眼
昏
頭
雪

色
︵
蕭
郎　

蕭
郎
老
ひ
て
惜
し
む
べ
し
、
手
顫
へ
眼
昏
ら
み
て
頭　

雪
色
な
り

き
︶﹂
と
三
回
に
亘
っ
て
﹁
蕭
郎
﹂
を
用
い
て
い
る
。
蕭
協
律
は
友
人
の
蕭
悦
を

指
す
。
蕭
悦
は
画
を
描
く
の
が
巧
み
で
、
歌
舞
や
花
を
愛
で
る
風
流
人
で
あ
っ
た
。

白
居
易
の
詩
に
見
え
る
﹁
蕭
郎
﹂
は
、
あ
た
か
も
梁
の
武
帝
蕭
衍
の
よ
う
に
、
蕭

を
姓
に
持
ち
、
華
や
か
な
宴
席
を
好
み
、
絵
筆
を
揮
い
、
風
流
を
好
む
文
人
を
イ

メ
ー
ジ
さ
せ
る

3

。

同
じ
く
中
唐
の
詩
人
で
白
居
易
よ
り
年
長
の
楊
巨
源
︵
七
五
五
～
？
︶
は
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﹁
臨
レ
水
看
レ
花
﹂︵﹃
全
唐
詩
﹄
巻
三
百
三
十
三
︶
に
お
い
て
、﹁
今
朝
幾
許
風
吹
落
、

聞
道
蕭
郎
最
惜
多
︵
今
朝
幾
許
か
風
吹
き
落
と
さ
ん
、
聞
道
ら
く
蕭
郎
最
も
惜
し

む
こ
と
多
し
と
︶﹂
と
詠
み
、
白
居
易
の
詩
と
同
類
の
、
花
を
惜
し
む
風
流
な
﹁
蕭

郎
﹂
が
詠
じ
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
や
は
り
中
唐
の
詩
人
で
、
お
そ
ら
く
白
居
易

よ
り
年
長
の
崔
郊
︵
生
卒
年
未
詳
︶
の
﹁
贈
二
去
婢
一
﹂︵﹃
全
唐
詩
﹄
巻
五
百
五
︶

で
は
﹁
侯
門
一
入
深
如
海
、
從
此
蕭
郎
是
路
人
︵
侯
門
一
た
び
入
れ
ば
深
き
こ
と

海
の
如
し
、
此
よ
り
蕭
郎　

是
れ　

路
人
な
り
︶﹂
と
い
う
よ
う
に
、
花
を
愛
惜

す
る
と
こ
ろ
か
ら
転
じ
て
、
女
性
と
相
思
相
愛
の
男
性
を
指
す
﹁
蕭
郎
﹂
が
用
い

ら
れ
て
い
る
。

晩
唐
に
な
る
と
、﹁
蕭
郎
﹂
の
用
法
に
変
容
が
見
ら
れ
る
。
温
庭
筠

︵
八
一
二
？
～
八
七
○
？
︶
の
﹁
哭
二
王
元
裕
一
﹂︵﹃
温
庭
筠
集
﹄
巻
四
︶
に
﹁
聞

説
蕭
郎
逐
逝
川
、
伯
牙
因
此
絶
淸
弦
︵
聞
説
ら
く
蕭
郎　

逝
川
を
逐
ひ
て
、
伯
牙

此
に
因
り
て
清
弦
を
絶
つ
︶﹂
と
あ
り
、﹁
蕭
郎
﹂
と
﹁
伯
牙
﹂
の
対
が
現
れ
る
。

こ
の
﹁
蕭
郎
﹂
は
友
人
の
王
元
裕
を
指
し
、﹁
蕭
﹂
と
い
う
姓
を
離
れ
て
、
王
姓

の
人
物
の
形
容
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
二
句
は
﹃
呂
氏

春
秋
﹄
や
﹃
列
子
﹄
所
載
の
﹁
伯
牙
絶
絃
﹂︵
も
し
く
は
﹁
知
音
﹂︶
の
故
事
を
踏

ま
え
る
が
、
琴
の
名
手
伯
牙
の
奏
で
る
音
を
聞
き
分
け
た
﹁
知
音
﹂
は
鍾
子
期
で

あ
り
、﹁
蕭
郎
﹂
で
は
な
い
。
こ
の
改
変
は
お
そ
ら
く
簫
の
名
手
で
昇
仙
し
た
蕭

史
の
神
仙
的
イ
メ
ー
ジ
を
王
元
裕
に
重
ね
合
わ
せ
る
た
め
に
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
詩
句
の
三
句
後
に
﹁
篋
里
詩
書
疑
謝
後
、
夢
中
風
貌
似

潘
前
︵
篋
里
の
詩
書　

謝
の
後
な
る
か
と
疑
ひ
、
夢
中
の
風
貌　

潘
の
前
な
る
に

似
た
り
︶﹂
の
二
句
が
あ
り
、
文
才
は
ま
る
で
劉
宋
の
謝
霊
運
の
後
裔
で
は
な
い

か
と
見
紛
う
ほ
ど
の
素
晴
ら
し
さ
、
風
貌
は
潘
岳
よ
り
前
に
列
せ
ら
れ
る
く
ら
い

の
美
貌
で
あ
る
と
、
今
は
亡
き
友
王
元
裕
を
絶
賛
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

温
庭
筠
に
は
こ
の
他
に
も
、﹁
贈
二
知
音
一
﹂︵﹃
温
庭
筠
集
﹄
巻
四
︶
と
い
う
詩

の
中
に
、﹁
窓
間
謝
女
靑
蛾
斂
、
門
外
蕭
郎
白
馬
嘶
︵
窓
の
間　

謝
女　

青
蛾
を

斂
め
、
門
の
外　

蕭
郎　

白
馬
嘶
く
︶﹂
と
い
う
対
句
が
あ
り
、﹁
謝
女
﹂
と
の
対

で
﹁
蕭
郎
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。﹁
謝
女
﹂
と
は
六
朝
晋
の
詩
人
謝
道
蘊
を
指

す
。
降
り
出
し
た
雪
を
柳
絮
に
喩
え
た
故
事
は
、﹃
世
説
新
語
﹄
や
﹃
晋
書
﹄
に

も
収
録
さ
れ
、
と
り
わ
け
著
名
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
広
く
才
媛
・
才
女
を
象
徴

す
る
。
よ
っ
て
、
そ
の
対
に
な
る
﹁
蕭
郎
﹂
も
蕭
姓
の
誰
か
を
指
す
わ
け
で
は
な

く
、
広
く
風
流
な
才
子
を
指
す
と
見
な
す
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、﹁
蕭

郎
﹂
と
﹁
謝
女
﹂
と
の
対
に
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
背
後
に
﹁
蕭
史
﹂
と
﹁
弄
玉
﹂

の
伝
説
的
イ
メ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
伝
説
と
は
、
劉
向

﹃
列
仙
伝
﹄
巻
上
に
見
え
る
も
の
で
、
秦
の
穆
公
が
簫
を
上
手
に
奏
で
る
娘
の
弄

玉
を
簫
の
名
手
蕭
史
に
娶
ら
せ
、
二
人
は
簫
を
ひ
た
す
ら
練
習
す
る
う
ち
、
鳳
凰

の
鳴
き
声
と
同
じ
音
色
を
出
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
る
と
天
界
か
ら
鳳
凰
が
舞

い
降
り
楼
台
に
留
ま
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
練
習
を
重
ね
る
と
、
天
よ
り
迎
え

が
降
臨
し
、
弄
玉
は
鳳
凰
に
乗
り
、
蕭
史
は
龍
に
跨
が
り
、
昇
天
し
た
と
い
う
故

事
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、﹁
蕭
郎
﹂
と
﹁
白
馬
﹂
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
、
諸

王
か
ら
皇
帝
と
な
っ
た
梁
武
帝
蕭
衍
の
イ
メ
ー
ジ
も
重
ね
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る
。

か
く
て
、
詩
語
﹁
蕭
郎
﹂
に
は
、
蕭
姓
の
男
子
に
限
定
さ
れ
ず
、
広
く
一
般
的

に
、
書
画
、
音
楽
、
詩
文
に
長
じ
、
風
流
を
解
し
、
眉
目
秀
麗
な
る
才
子
、
と
い
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う
イ
メ
ー
ジ
が
付
与
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、﹁
蕭
郎
﹂
に
は
武
の
側
面
を
捉
え
た
用
例
も
存
在
す
る
。
敦
煌
文
書
の

﹁
敦
煌
曲
子
﹂﹁
宮
怨
春 

到
二
邊
庭
一
﹂︵﹃
敦
煌
歌
辞
総
編
﹄
巻
二
の
三
六
︶
に
﹁
焚

香
稽
首
表
君
情
、
慕
得
蕭
郎
好
武
。
累
歳
長
征
、
向
沙
場
里
︵
香
を
焚
き
て
稽
首

し
て
君
の
情
を
表
し
、
慕
ひ
得
た
り
蕭
郎
の
武
を
好
む
を
。
歳
を
累
ね
て
長
征
し
、

沙
場
の
里う
ち

に
向あ

り
︶﹂
と
あ
り
、
戦
場
に
赴
く
兵
士
と
し
て
の
﹁
蕭
郎
﹂
が
描
か

れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
唐
の
後
半
期
に
入
り
、
文
武
そ
れ
ぞ
れ
の
﹁
蕭
郎
﹂
像
が
築

か
れ
て
い
る
。
風
雅
な
文
人
の
側
面
と
、
戦
争
に
赴
く
武
人
の
側
面
の
両
方
を
兼

ね
た
蕭
姓
の
歴
史
人
物
は
、
梁
の
武
帝
﹁
蕭
衍
﹂
で
あ
る
の
で
、﹁
蕭
郎
﹂
の
モ

デ
ル
の
源
泉
と
し
て
蕭
衍
の
存
在
が
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

か
つ
ま
た
、﹁
蕭
郎
﹂
に
相
応
し
い
女
性
の
存
在
や
、﹁
蕭
郎
﹂
が
音
楽
に
長
ず
る

と
こ
ろ
は
、
秦
穆
公
の
娘
弄
玉
と
夫
婦
と
な
り
、
揃
っ
て
天
へ
と
昇
っ
た
簫
の
名

手
﹁
蕭
史
﹂
へ
の
連
想
を
容
易
に
す
る
。

女
性
の
視
点
か
ら
詠
ん
だ
恋
情
に
焦
点
を
絞
る
な
ら
、
次
の
よ
う
な
用
例
が
目

に
留
ま
る
。

唐
の
上
元
夫
人
の
﹁
留
別
﹂
に
﹁
蕭
郎
不
顧
鳳
樓
人
、
雲
澀
回
車
淚
臉
新
︵
蕭

郎　

鳳
楼
の
人
を
顧
み
ず
、
雲
渋
り
て
車
を
回
ら
せ
ば
涙
臉
新
た
な
り
︶
と
あ

り
、﹁
與
二
蕭
曠
一
冥
會
詩
﹂
其
二
﹁
織
綃
詩
﹂
に
﹁
織
綃
泉
底
少
歡
娯
、
更
勸
蕭

郎
盡
酒
壺
︵
織
綃　

泉
底　

歡
娯
少
な
し
、
更
に
蕭
郎
に
勧
め
て
酒
壺
を
尽
く
さ

し
む
︶﹂
と
あ
る

4

。
二
首
は
共
に
﹃
太
平
広
記
﹄
に
も
収
録
さ
れ
、
女
主
人
公
は

仙
女
で
あ
り
、
男
主
人
公
は
﹁
蕭
郎
﹂
で
あ
る

5

。
故
事
に
お
い
て
、
男
女
は
そ
も

そ
も
恋
愛
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
最
後
、
去
り
ゆ
く
の
は
仙
女
、
地
上
に
取

り
残
さ
れ
た
の
は
﹁
蕭
郎
﹂
で
あ
る
。

中
国
の
古
典
世
界
に
お
い
て
、﹁
蕭
郎
﹂
は
仙
女
を
は
じ
め
様
々
な
女
性
に
好

ま
れ
た
が
、
浮
気
性
で
薄
情
な
﹁
蕭
郎
﹂
は
、
管
見
の
限
り
で
は
、
用
例
を
見
出

せ
な
か
っ
た

6

。四
、「
蕭
郎
」
と
浮
か
れ
男

前
節
に
お
い
て
、
唐
詩
に
お
け
る
用
例
を
概
観
し
た
が
、
唐
詩
に
は
﹁
蕭
郎
﹂

を
浮
か
れ
男
と
し
て
用
い
た
例
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、﹃
新
撰
万
葉
集
﹄

︵
ア
︶
の
︿
詩
﹀
に
お
い
て
は
、
起
句
に
﹁
意
浮
華
﹂
と
あ
り
、﹁
蕭
郎
﹂
は
他
所

の
女
に
心
を
迷
わ
せ
る
﹁
蕩
子
﹂
の
対
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
﹁
蕭

郎
﹂
は
、
唐
詩
に
見
え
る
、
女
性
が
慕
情
を
寄
せ
る
颯
爽
と
し
た
男
性
と
い
う
好

ま
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
も
、
そ
の
魅
力
は
当
該
女
性
一
人
に
止
ま
ら

ず
、
他
の
女
性
を
も
魅
惑
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
か
え
っ
て
彼
女
を
孤
独
に
追
い

や
る
、
薄
情
な
存
在
と
化
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

小
島
憲
之
は
﹃
古
今
集
以
前
﹄
に
お
い
て
平
安
人
の
描
く
﹁
蕭
郎
﹂
に
は
伝
説

の
簫
の
名
手
﹁
蕭
史
﹂
の
典
故
が
秘
め
ら
れ
て
い
る

7

と
指
摘
し
た
上
で
、﹁﹃
新
撰

万
葉
集
﹄
の
恋
の
詩
に
、﹃
蕭
郎
﹄
が
蕩
夫
と
し
て
出
現
す
る
の
は
、
女
性
を
悲

劇
と
す
る
当
世
的
な
心
情
に
原
因
が
あ
る
。
嘗
て
は
、
馬
蹄
の
音
も
と
ど
ろ
に
訪

れ
て
来
た
情
夫
蕭
郎
は
も
は
や
来
な
い
﹂

8

と
﹁
蕭
郎
﹂
が
﹁
蕩
夫
﹂
に
変
容
し
た

原
因
に
言
及
し
て
い
る
。

こ
の
訪
れ
ぬ
﹁
蕩
子
﹂
に
対
し
て
、﹃
新
撰
万
葉
集
注
釈
﹄
で
は
﹁
梁
の
江
淹
﹃
征
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怨
詩
﹄
に
﹃
蕩
子
從
征
久
、
鳳
樓
簫
管
閑
︵
蕩
子　

征
に
從
ひ
て
久
く
し
て
、
鳳

楼　

簫
管
閑
か
な
り
︶﹄
と
あ
り
、﹃
蕩
子
﹄
と
﹃
蕭
郎
﹄
と
が
関
連
す
る
。
こ
う

し
た
例
か
ら
、﹃
蕭
史
﹄
あ
る
い
は
﹃
蕭
郎
﹄
を
﹃
蕩
子
﹄
と
見
る
こ
と
は
平
安

朝
独
自
の
発
想
で
は
な
く
、
す
で
に
中
国
の
梁
代
に
ま
で
遡
る
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
﹂

9

と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。

﹁
征
怨
﹂︵﹃
江
文
通
集
﹄
補
遺
︶
は
夫
が
出
征
し
て
、
取
り
残
さ
れ
た
妻
が
帰

ら
ぬ
夫
の
帰
り
を
待
ち
わ
び
る
情
を
詠
じ
た
作
品
で
あ
る
。

蕩
子
從
征
久　
︵
蕩
子　

征
に
從
ひ
て
久
く
し
て
︶

鳳
樓
簫
管
閑　
︵
鳳
楼　

簫
管
閑
か
な
り
︶

何
日
邊
塵
淨　
︵
何
れ
の
日
か　

辺
塵
浄
く
し
て
︶

庭
前
征
馬
還　
︵
庭
前
に
征
馬
還
ら
ん
や
︶

愛
す
る
人
﹁
蕩
子
﹂
が
戦
争
に
赴
い
て
久
し
く
な
り
、
家
に
簫
や
管
な
ど
の
楽
器

の
音
色
が
聞
こ
え
な
く
な
っ
た
が
、
い
つ
に
な
っ
た
ら
、
辺
境
に
あ
る
戦
争
が
終

わ
り
、
愛
す
る
人
が
馬
で
家
に
帰
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
。

承
句
の
﹁
鳳
楼
﹂
や
﹁
簫
管
﹂
の
語
か
ら
、
前
述
の
蕭
史
の
伝
説
や
イ
メ
ー
ジ

が
喚
起
さ
れ
る
。
と
同
時
に
、﹁
閑
﹂
の
字
か
ら
、
か
つ
て
夫
が
出
征
す
る
前
、

二
人
は
簫
や
管
な
ど
の
楽
器
を
奏
で
仲
睦
ま
じ
く
過
ご
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取

れ
る
。
ま
た
起
句
の
﹁
從
征
﹂
や
転
句
の
﹁
邊
塵
﹂
か
ら
、
女
性
の
愛
す
る
人
が

戦
争
に
出
か
け
た
こ
と
が
わ
か
る
。﹁
庭
前
征
馬
還
﹂
の
﹁
征
馬
﹂
か
ら
、﹁
蕩
子
﹂

が
馬
に
騎
乗
し
て
家
に
帰
還
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。

女
性
の
夫
は
、
家
に
い
る
場
合
、﹁
蕭
史
﹂
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
﹁
蕭
郎
﹂
的

な
存
在
で
あ
り
、
不
在
の
場
合
、﹁
蕩
子
﹂
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、﹁
馬
﹂

が
﹁
蕭
郎
﹂
と
﹁
蕩
子
﹂
と
を
つ
な
ぐ
存
在
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
は
注
意

さ
れ
て
よ
い
。
結
句
に
詠
じ
ら
れ
た
馬
に
騎
乗
し
て
家
に
帰
還
す
る
表
現
は
、﹁
蕭

郎
﹂
の
立
身
出
世
の
面
を
強
調
し
、
軍
功
を
収
め
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

﹁
征
怨
﹂
に
見
え
る
簫
の
名
手
蕭
史
に
関
す
る
詠
出
は
、︵
ア
︶
に
お
い
て
﹁
蕭

郎
﹂
と
﹁
蕩
子
﹂
が
対
を
な
す
蓋
然
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

こ
の
浮
か
れ
男
へ
と
変
貌
し
た
﹁
蕭
郎
﹂
を
考
察
す
る
際
に
は
、﹁
蕭
郎
﹂
の

対
語
と
な
る
﹁
蕩
子
﹂
の
表
現
の
検
討
が
、
有
力
な
手
掛
か
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、﹁
蕩
子
﹂
の
他
の
用
例
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
い
。

南
北
朝
・
邵
陵
王
蕭
綸
の
﹁
代
二
秋
胡
婦
一
閨
怨
詩
﹂︵﹃
玉
台
新
詠
﹄
巻
七
︶
に

蕩
子
從
游
宦　
︵
蕩
子　

遊
宦
に
從
ひ
︶

思
妾
守
房
櫳　
︵
思
妾　

房
櫳
を
守
る
︶

塵
鏡
朝
朝
掩　
︵
塵
鏡
朝
朝
掩
ひ
︶

寒
牀
夜
夜
空　
︵
寒
床
夜
夜
空
し
︶

若
非
新
有
悅　
︵
若
し
新
に
悅
ぶ
も
の
有
る
に
非
ず
ん
ば
︶

何
事
久
西
東　
︵
何
事
ぞ
久
し
く
西
東
す
る
や
︶

知
人
相
憶
否　
︵
人
の
相
憶
ふ
を
知
る
や
否
や
︶

淚
盡
夢
啼
中　
︵
涙
は
尽
く
夢
啼
の
中
︶

と
あ
る
。
詩
題
に
い
う
﹁
秋
胡
﹂
は
﹃
列
女
伝
﹄﹁
節
義
﹂
に
﹁
魯
秋
潔
婦
﹂
と

題
し
て
収
め
ら
れ
る
故
事
に
登
場
す
る
人
物
で
あ
る
。﹁
秋
胡
﹂
は
春
秋
時
代
魯

の
人
、
結
婚
し
て
五
日
後
、
仕
官
の
た
め
陳
に
旅
立
っ
た
。
五
年
後
よ
う
や
く
家

に
帰
り
、
道
の
傍
ら
で
桑
を
採
る
美
人
を
見
た
。
美
人
を
得
る
た
め
に
金
を
贈
っ

た
が
、
拒
絶
さ
れ
た
。
家
に
着
い
て
、
戯
れ
た
美
人
が
自
分
の
妻
で
あ
る
こ
と
に



二
〇

﹃
新
撰
万
葉
集
﹄﹁
蕭
郎
﹂
考
︵
倪
︶

気
付
い
た
。
妻
は
、
秋
胡
が
夫
婦
の
節
義
を
棄
て
た
こ
と
を
訴
え
、
潔
く
河
に
身

を
投
げ
た
。
後
、﹁
秋
胡
﹂
は
道
徳
・
節
義
に
も
と
る
男
を
表
す
よ
う
に
な
っ
た
。

本
文
の
頸
聯
は
、
も
し
好
き
な
女
で
も
新
し
く
で
き
た
の
で
な
け
れ
ば
、
こ
ん

な
に
長
々
と
離
れ
ば
な
れ
に
な
る
わ
け
は
な
い
と
詠
ん
で
い
る
。﹁
從
游
宦
﹂
の

語
か
ら
、
こ
の
﹁
蕩
子
﹂
が
他
国
に
仕
官
に
出
か
け
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
、

仕
官
地
で
好
き
な
女
が
新
た
に
で
き
、
心
変
わ
り
し
た
可
能
性
が
高
い
。

右
の
詩
の
ほ
か
に
、
南
北
朝
の
蕭
綱
に
は
、

﹁
聖
製
楽
府
三
首
﹂
其
三
﹁
妾
薄
命
十
韻
﹂︵﹃
玉
台
新
詠
﹄
巻
七
︶

名
都
多
麗
質　
︵
名
都
に
は
麗
質
多
し
︶

本
自
恃
容
姿　
︵
本
自
ら
容
姿
を
恃
む
︶

蕩
子
行
未
至　
︵
蕩
子
行
き
て
未
だ
至
ら
ず
︶

秋
胡
無
定
期　
︵
秋
胡　

期
を
定
む
る
無
し
︶

玉
貌
歇
紅
臉　
︵
玉
貌
紅
臉
に
歇
み
︶

長
顰
串
翠
眉　
︵
長
顰
翠
眉
に
串
ふ
︶

も
あ
る
。
名
高
い
都
に
い
る
多
く
の
生
粋
の
美
人
た
ち
は
、
も
と
も
と
自
分
の
器

量
を
自
慢
に
思
っ
て
い
る
。﹁
蕩
子
﹂
は
で
か
け
た
ま
ま
ま
だ
帰
ら
ぬ
。﹁
秋
胡
﹂

の
よ
う
に
他
国
に
仕
官
し
、
い
つ
帰
る
か
定
ま
っ
た
期
日
も
な
い
。
家
に
残
さ
れ

た
女
性
は
、
愛
し
い
人
の
移
り
気
を
心
配
し
な
が
ら
、
い
た
ず
ら
に
や
つ
れ
て
ゆ

く
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
﹁
蕩
子
﹂
は
﹁
秋
胡
﹂
と
対
に
な
り
、
そ
の
心
労
の
ゆ

え
に
﹁
妾
薄
命
﹂
の
一
篇
と
な
る
。
他
国
へ
仕
官
中
、
他
の
女
性
に
心
変
わ
り
し

た
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、﹁
蕩
子
﹂
を
解
釈
す
る
際
、﹁
秋
胡
﹂
の
よ
う
に
他
国
に
仕
官

し
、
女
を
泣
か
せ
る
浮
か
れ
男
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
女
性
の
傍
ら
に
い
る
﹁
蕭
史
﹂
的
な
存
在
﹁
蕭
郎
﹂
は
、﹁
征
怨
﹂
に

お
い
て
、﹁
蕩
子
﹂
と
対
で
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
遠
征
に
出
た
﹁
蕩
子
﹂

の
み
な
ら
ず
、
仕
官
に
出
て
移
り
気
に
な
っ
た
﹁
秋
胡
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
併
せ

も
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、﹃
新
撰
万
葉
集
﹄
の
﹁
蕭
郎
﹂

が
浮
気
な
男
に
な
っ
た
の
は
、
小
島
の
指
摘
す
る
平
安
当
世
の
状
況
に
合
わ
せ
た

と
い
う
理
由
ば
か
り
で
は
な
く
、
中
国
の
﹁
蕩
子
﹂
を
詠
じ
た
詩
に
影
響
さ
れ
た

と
い
う
も
う
一
つ
の
理
由
を
確
実
に
指
摘
し
て
よ
い
と
考
え
る
。

﹁
征
怨
﹂
は
﹁
蕭
郎
﹂
と
﹁
蕩
子
﹂
の
関
係
性
を
明
示
し
、﹃
新
撰
万
葉
集
﹄
に

お
い
て
、﹁
蕭
郎
﹂
と
﹁
蕩
子
﹂
が
セ
ッ
ト
に
な
る
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
。
そ
し
て
、

﹁
代
二
秋
胡
婦
一
閨
怨
詩
﹂
で
は
、﹁
蕩
子
﹂
が
﹁
秋
胡
﹂
の
よ
う
に
、
心
変
わ
り

し
た
薄
情
な
男
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
か
く
て
、﹃
新
撰
万
葉
集
﹄
に
お
い
て
、

﹁
蕩
子
﹂
と
対
を
な
す
﹁
蕭
郎
﹂
が
、
浮
気
な
男
と
し
て
詠
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。﹃
新
撰
万
葉
集
﹄︵
ア
︶︵
ウ
︶
の
漢
詩
が
﹁
蕭
郎
﹂

の
移
り
気
を
詠
出
し
た
の
は
、
主
と
し
て
、﹁
征
怨
﹂
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
の

閨
怨
詩
に
由
来
す
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

五
、「
蕭
郎
」
と
馬

第
二
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、︵
イ
︶
の
漢
詩
の
結
句
﹁
願
教
蕭
郎
抂
馬
蹄
﹂

は
と
て
も
示
唆
的
な
表
現
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、﹁
抂
馬
蹄
﹂
と
い
う
表
現
が
重

要
だ
と
考
え
る
。

﹃
新
撰
万
葉
集
﹄
に
お
い
て
、﹁
蕭
郎
﹂
と
﹁
馬
蹄
﹂
と
の
関
連
を
示
し
た
用
例
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は
他
に
も
見
い
だ
さ
れ
る
。
巻
上
の
恋
歌
の
第
三
首
︵
通
算
百
二
番
︶
の
︿
歌
﹀

鹿
島
成
筑
波
之
山
之
築
築
砥
吾
身
一
丹
戀
緒
積
鶴

︵
鹿
島
な
る
筑
波
の
山
の
つ
く
づ
く
と
わ
が
身
一
つ
に
恋
を
積
み
つ
る
︶

に
添
え
ら
れ
る
︿
詩
﹀、

馬
蹄
久
絶
不
如
何　
︵
馬
蹄
久
し
く
絶
え
て
如
何
と
も
せ
ず
︶

戀
暮
此
山
淚
此
河　
︵
恋
慕
は
此
の
山
の
ご
と
く
涙
は
此
の
河
ご
と
し
︶

蕩
客
怨
言
常
詐
我　
︵
蕩
客
の
怨
言
常
に
我
を
詐
き
︶

蕭
君
永
去
莫
還
家　
︵
蕭
君
永
に
去
り
て
家
に
還
る
こ
と
莫
し
︶

に
お
い
て
、﹁
蕭
君
﹂
は
﹁
蕭
郎
﹂
に
、﹁
蕩
客
﹂
は
﹁
蕩
子
﹂
に
等
し
く
、
女
性

の
情
夫
を
表
し
て
い
る
。
第
一
句
で
は
、
そ
の
馬
蹄
が
音
を
鳴
ら
し
な
が
ら
や
っ

て
来
る
こ
と
が
も
は
や
途
絶
え
た
、
と
詠
っ
て
い
る
。

同
じ
恋
歌
の
第
十
四
首
︵
通
算
百
十
三
番
︶

都
例
無
緒
今
者
不
戀
砥
念
倍
鞆
心
弱
裳
落
淚
歟

︵
つ
れ
な
き
を
今
は
恋
ひ
じ
と
思
へ
ど
も
心
弱
く
も
落
つ
る
涙
か
︶

に
配
さ
れ
る
︿
詩
﹀

不
枉
馬
蹄
歳
月
拋　
︵
馬
蹄
を
枉
げ
ず
し
て
歳
月
を
抛な
げ
う
つつ
︶

從
休
雁
札
望
雲
郊　
︵
雁
札
休や

し
よ
り
雲
郊
を
望
む
︶

戀
情
忍
處
寧
應
耐　
︵
恋
情
忍
ぶ
る
処
寧
ん
ぞ
応
に
耐
ふ
べ
け
ん
や
︶

落
淚
交
橫
潤
斗
筲　
︵
落
涙
交
横
し
て
斗
筲
を
潤
す
︶

に
は
、﹁
蕭
郎
﹂︵
蕭
君
︶
の
語
は
見
え
な
い
が
、
第
一
句
よ
り
み
て
、
蕭
郎
を
詠

じ
た
詩
で
あ
る
こ
と
こ
と
が
わ
か
る
。

二
首
の
﹁
馬
蹄
﹂﹁
永
去
莫
還
家
﹂、﹁
雁
札
﹂﹁
落
淚
交
橫
﹂
を
め
ぐ
る
漢
詩
表

現
は
中
国
の
﹁
昔
昔
鹽
﹂
の
そ
れ
を
想
起
さ
せ
る
。﹁
昔
昔
鹽
﹂
は
梁
の
楽
府
﹁
夜

夜
曲
﹂
の
別
名
で
あ
り
、
出
征
し
た
夫
﹁
蕩
子
﹂
を
思
う
女
性
の
情
を
叙
す
こ
と

を
常
と
す
る
。
隋
の
薛
道
衡
の
﹁
昔
昔
鹽
﹂︵﹃
楽
府
詩
集
﹄
第
七
十
九
巻
︶
で
は
、

次
の
よ
う
に
詠
う
。

前
年
過
代
北　
︵
前
年　

代
北
を
過
ぎ
︶

今
歳
往
遼
西　
︵
今
歳　

遼
西
に
往
く
︶

一
去
無
消
息　
︵
一
た
び
去
り
て
消
息
無
く
︶

那
能
惜
馬
蹄　
︵
那
ぞ
馬
蹄
を
惜
し
ま
ん
や
︶

女
性
の
愛
す
る
夫
は
出
征
し
、
前
年
は
代
北
に
立
ち
寄
り
、
今
年
は
遼
西
に
行

き
、
戦
争
で
転
々
と
し
て
い
る
。
別
れ
て
か
ら
、
便
り
も
も
ら
え
ず
、
な
ん
で
馬

蹄
を
惜
し
ん
で
帰
っ
て
来
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
詠
じ
て
い
る
。
こ
れ
は

﹁
不
枉
馬
蹄
歳
月
拋
﹂
と
極
め
て
類
似
し
て
い
る
。
情
夫
が
馬
蹄
を
こ
ち
ら
に
向

け
て
、
帰
っ
て
来
な
い
の
で
、
歳
月
が
い
た
ず
ら
に
経
っ
て
し
ま
っ
た
怨
み
の
情

を
訴
え
て
い
る
。

こ
れ
を
晩
唐
の
趙
嘏
︵
八
○
六
？
～
八
五
二
︶
が
大
き
く
敷
衍
し
、﹁
昔
昔
鹽
﹂

二
十
章
︵﹃
楽
府
詩
集
﹄
第
七
十
九
巻
︶
に
仕
立
て
て
い
る
。
そ
の
第
十
九
首
﹁
一

去
無
二
還
意
一
﹂
詩
に
﹁
良
人
征
絶
域
、
一
去
不
言
還
︵
良
人　

絶
域
に
征
き
、

一
た
び
去
り
て
還
る
を
言
は
ず
︶﹂
と
あ
る
。
は
る
か
彼
方
の
戦
場
に
出
か
け
て

帰
ら
な
い
こ
と
は
、﹁
蕭
君
﹂
の
﹁
永
去
莫
還
家
﹂
と
状
況
が
近
似
し
て
い
る
。

ま
た
、
第
十
八
首
の
﹁
今
歳
往
二
遼
西
一
﹂
詩
は
﹁
萬
里
飛
書
至
︵
万
里　

飛
書

至
る
︶﹂
と
い
う
句
で
始
ま
り
、﹁
相
望
幾
迢
迢
︵
相
望
め
ば
迢
迢
た
る
に
幾ち
か

し
︶﹂

と
と
い
う
句
で
結
ん
で
い
る
。
夫
か
ら
の
便
り
が
途
絶
え
、
愛
し
い
夫
を
思
い
な
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が
ら
、
夫
が
遠
征
し
た
遼
西
の
方
角
を
眺
め
や
る
。
こ
の
句
も
﹁
從
休
雁
札
望
雲

郊
﹂
の
状
況
と
類
似
す
る
。
ま
た
、
第
十
一
首
の
﹁
蟠
龍
隨
レ
鏡
隱
﹂
詩
に
﹁
雙

淚
落
闌
干
︵
双
涙
落
ち
て
闌
干
た
る
︶﹂
の
句
が
あ
り
、
涙
が
は
ら
は
ら
頰
を
伝

う
こ
と
を
詠
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
﹁
落
淚
交
橫
﹂
と
近
似
し
て
い
る
。
以
上
の

よ
う
に
、﹃
新
撰
万
葉
集
﹄
の
︿
歌
﹀
に
配
さ
れ
た
︿
詩
﹀
の
な
か
に
は
、
閨
怨

詩
の
要
素
の
み
な
ら
ず
、
辺
塞
詩
の
常
套
的
表
現
も
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
確
認
で
き
る
。
閨
怨
と
辺
塞
は
、
中
国
古
典
詩
歌
に
お
い
て
は
、
密
接
不
可

分
な
テ
ー
マ
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
融
合
さ
せ
た
詠
作
の
パ
タ
ー
ン
が
早
く
か
ら
定

着
し
て
い
た

0

。
こ
の
点
を
も
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、﹃
新
撰
万
葉
集
﹄
に
お
い
て
、﹁
蕭

郎
﹂
と
﹁
馬
蹄
﹂
と
が
結
び
つ
い
た
︿
詩
﹀
の
背
景
と
し
て
、
辺
塞
の
要
素
を
加

味
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
不
自
然
な
こ
と
と
は
言
え
ま
い
。

日
本
漢
詩
の
中
に
、﹁
蕭
郎
﹂
と
﹁
馬
蹄
﹂
と
を
同
時
に
詠
出
し
た
、
看
過
で

き
な
い
作
品
が
も
う
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
所
収
の
﹁
和
二
江
侍

郎
来
書
一
采
女
﹂
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
﹁
寒
閨
獨
臥
無
夫
聟
、
不
妨
蕭
郎
枉
馬
蹄

︵
寒
閨
に
独
り
臥
し
て
夫
聟
無
し
、
妨
げ
ず
蕭
郎
が
馬
蹄
を
枉
げ
し
む
こ
と
を
︶﹂

と
詠
じ
、︵
イ
︶
の
︿
詩
﹀
と
酷
似
し
て
い
る
。﹁
無
夫
聟
﹂
は
︵
イ
︶
の
﹁
希
恩

愛
﹂
に
ほ
ぼ
対
応
し
、
最
後
の
一
句
は
ほ
ぼ
完
全
に
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
右

の
﹁
妨
げ
ず
﹂
と
い
う
表
現
は
﹁
～
し
て
構
わ
な
い
﹂
と
い
う
意
味
な
の
で
、︵
イ
︶

﹁
願
敎
﹂
の
﹁
ど
う
か
～
さ
せ
て
く
だ
さ
い
﹂
と
い
う
切
実
な
願
望
と
は
や
や
温

度
差
が
あ
り
、
表
現
レ
ベ
ル
で
は
や
や
余
裕
の
あ
る
言
い
回
し
で
あ
る
こ
と
も
否

め
な
い
。

上
句
の
﹁
夫
聟
﹂
は
﹁
夫
婿
﹂
に
同
じ
く
、
女
性
の
夫
を
指
し
、﹁
陌
上
桑
行
﹂

︵﹃
古
詩
源
﹄
巻
五
︶
を
は
じ
め
と
す
る
楽
府
系
の
詩
に
し
ば
し
ば
詠
み
込
ま
れ
る
。

﹁
陌
上
桑
行
﹂
の
﹁
夫
婿
居
上
頭
、
何
用
識
夫
婿
。
白
馬
從
驪
駒
、
靑
絲
繋
馬
尾
︵
夫

婿　

上
頭
に
居
て
、
何
ぞ
用も
っ

て
夫
婿
を
識
ら
ん
や
。
白
馬　

驪
駒
に
從
ひ
て
、
青

絲　

馬
尾
に
繋
ぐ
︶﹂
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
馬
を
手
に
い
れ
、
立
身
出
世

し
た
﹁
夫
婿
﹂
の
用
例
が
有
名
で
あ
る
。
馬
は
﹁
夫
婿
﹂
の
身
分
の
象
徴
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。

よ
っ
て
、
右
の
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
の
﹁
蕭
郎
﹂
は
出
世
し
た
﹁
夫
聟
﹂
の
こ
と

を
指
す
。﹁
夫
聟
﹂
が
出
世
の
た
め
に
出
か
け
た
の
で
、
私
は
寒
い
寝
室
で
一
人

寝
し
、
夫
が
馬
蹄
を
ま
げ
て
私
の
と
こ
ろ
に
帰
っ
て
く
れ
て
も
構
わ
な
い
、
と
詠

ん
で
い
る
。

︵
イ
︶
の
︿
詩
﹀
の
下
二
句
に
類
似
す
る
熱
い
願
望
を
扱
っ
た
唐
詩
も
存
在
す

る
。
そ
れ
は
盛
唐
・
王
昌
齢
︵
六
九
○
？
～
七
五
六
？
︶﹁
閨
怨
﹂︵﹃
王
昌
齢
詩
集
﹄

巻
四
︶
の
﹁
忽
見
陌
頭
楊
柳
色
、
悔
敎
夫
婿
覓
封
侯
︵
忽
ち
見
る
陌
頭　

楊
柳
の

色
、
悔く

ゆ
ら
く
は
夫
婿
を
し
て
封
侯
を
覓
め
し
む
を
︶﹂
の
句
で
あ
る
。
こ
の
﹁
夫

婿
﹂
は
地
位
、
名
誉
を
求
め
る
た
め
に
、
若
き
妻
に
尻
を
叩
か
れ
て
、
戦
地
に
赴

き
、
妻
を
家
に
残
し
た
と
詠
ま
れ
て
い
る

!

。﹁
悔
敎
﹂
か
ら
、
女
性
の
後
悔
が
詠

じ
ら
れ
た
点
が
新
し
い
。

以
上
、
日
中
両
国
の
漢
詩
に
み
え
る
﹁
馬
蹄
﹂
や
﹁
夫
婿
﹂
の
用
例
を
検
討
し

て
き
た
が
、︵
イ
︶
の
︿
詩
﹀
の
下
二
句
﹁
生
前
不
幸
希
恩
愛
、
願
敎
蕭
郎
抂
馬

蹄
﹂
に
立
ち
返
る
と
、
右
の
王
昌
齢
詩
の
﹁
悔
敎
﹂
句
を
、︵
イ
︶
の
︿
詩
﹀
は

踏
ま
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。
後
悔
の
念
が
あ
っ
た
か
ら
こ

そ
、﹁
願
敎
﹂
と
い
う
強
い
願
望
の
語
で
も
っ
て
、
夫
の
帰
り
を
待
ち
わ
び
る
切
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実
な
気
持
ち
を
表
現
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
。﹁
蕭
郎
﹂
が
不
在
で
あ

る
理
由
と
し
て
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
、
心
変
わ
り
の
ほ
か
に
、
遠
征
の
た
め

に
長
期
不
在
で
あ
っ
た
と
い
う
理
由
も
挙
げ
て
良
い
の
で
は
な
ろ
う
か
。

馬
に
乗
る
﹁
蕭
郎
﹂
は
必
ず
し
も
浮
か
れ
男
と
は
限
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
、
女

性
の
夫
に
相
応
し
い
好
青
年
﹁
蕭
史
﹂
を
淵
源
と
す
る
﹁
蕭
郎
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
と
、

立
身
出
世
の
象
徴
と
し
て
の
﹁
蕭
衍
﹂
に
淵
源
を
も
つ
﹁
蕭
郎
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
が

重
な
っ
て
、﹁
夫
聟
﹂
の
至
福
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

︵
イ
︶
の
﹁
蕭
郎
﹂
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
引
き
続
き
﹁
抂
馬
蹄
﹂
に

注
目
す
る
。﹁
抂
﹂
は
﹁
枉
﹂
に
通
じ
、
木
が
大
き
く
な
っ
て
曲
が
る
意
か
ら
、

ま
が
る
、
ま
げ
る
の
意
で
用
い
ら
れ
る
。
車
騎
を
ま
げ
て
回
り
道
を
す
る
意
で
用

い
ら
れ
た
表
現
が
、﹃
史
記
﹄
巻
七
十
七
﹁
魏
公
子
列
伝
﹂
第
十
七
に
み
え
る
。

大
梁
の
夷
門
︵
東
の
城
門
︶
の
門
番
を
し
て
い
た
侯
嬴
が
、
魏
の
公
子
信
陵
君
に

対
し
て
、﹁
願
枉
車
騎
過
之
︵
願
は
く
は
車
騎
を
枉
げ
て
之
に
過
れ
︶﹂
と
い
っ
た
。

﹁
古
詩
十
九
首
﹂
其
十
八
﹁
凜
凜
歳
云
暮
﹂︵﹃
文
選
﹄
巻
二
十
九
︶
に
、﹁
良
人

惟
古
歓
、
枉
駕
惠
前
綏
︵
良
人　

古
歓
を
惟
ひ
、
駕
を
枉
げ
て
前
綏
を
恵
む
︶﹂

の
句
が
あ
る
。
昔
夫
は
わ
ざ
わ
ざ
駕
︵
乗
り
物
、
車
︶
を
私
に
向
け
て
、﹁
お
乗

り
﹂
と
い
っ
て
取
っ
手
の
紐
を
授
け
て
下
さ
っ
た
。
夫
と
の
楽
し
い
昔
を
思
い
出

し
て
、
私
を
訪
ね
て
く
れ
な
い
か
し
ら
と
心
の
ど
こ
か
で
願
っ
て
い
る
。

﹃
新
撰
万
葉
集
﹄
は
こ
れ
ら
の
表
現
を
基
盤
に
し
て
、﹁
抂
馬
蹄
﹂
を
案
出
し
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
愛
す
る
夫
が
そ
の
乗
り
物
に
当
た
る
馬
の
蹄
の
方
向

を
こ
ち
ら
に
向
け
て
、
帰
っ
て
き
て
ほ
し
い
と
い
う
思
婦
の
思
い
を
吐
露
し
て

い
る
。

六
、
ま
と
め

﹃
新
撰
万
葉
集
﹄
に
お
い
て
、︿
歌
﹀
の
な
か
で
女
性
の
恋
慕
の
対
象
と
さ
れ
た

男
性
は
、︿
詩
﹀
に
お
い
て
は
﹁
蕭
郎
﹂
と
具
体
的
に
表
記
さ
れ
て
い
る
。

中
国
古
典
詩
歌
の
世
界
に
お
い
て
、﹁
蕭
郎
﹂
は
、
特
定
の
蕭
某
を
指
す
意
味

か
ら
脱
皮
し
て
、
歴
史
上
の
﹁
蕭
衍
﹂
の
文
武
両
道
の
イ
メ
ー
ジ
や
、
伝
説
上
の

﹁
蕭
史
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
を
包
含
し
な
が
ら
、
し
ば
し
ば
詩
人
の
自
称
や
、
風
雅
な

友
人
を
さ
し
て
い
う
詩
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
詩
人
自
身
や
風

雅
な
友
人
を
﹁
蕭
郎
﹂
と
称
す
る
以
上
、
原
則
と
し
て
﹁
蕭
郎
﹂
を
浮
気
性
の
薄

情
な
男
と
し
て
描
く
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
女
性
の
視
点
か
ら
詠
ま
れ
た
詩
を

精
査
し
て
み
て
も
、﹁
蕭
郎
﹂
は
、
総
じ
て
心
と
き
め
く
好
青
年
と
し
て
描
写
さ

れ
て
い
る
。

翻
っ
て
、
日
本
で
は
、
女
性
を
悲
し
ま
せ
る
浮
気
性
の
薄
情
な
男
と
し
て
﹁
蕭

郎
﹂
が
︿
詩
﹀
に
登
場
す
る
。
従
来
の
通
説
で
は
、
奈
良
平
安
朝
の
漢
詩
は
、﹃
文

選
﹄
を
始
め
と
す
る
中
国
の
モ
デ
ル
を
忠
実
に
踏
襲
す
る
作
例
が
多
い
と
い
う

が
、﹁
蕭
郎
﹂
の
用
例
に
は
日
中
の
間
で
け
っ
し
て
無
視
で
き
な
い
異
同
が
存
在

す
る
。
本
稿
で
検
討
し
て
き
た
内
容
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
異
同
を
考
え
る
際
、

﹁
蕩
子
﹂
と
﹁
馬
﹂
が
そ
の
鍵
を
握
る
。﹁
征
怨
﹂
は
﹁
蕩
子
﹂
と
﹁
蕭
郎
﹂
と
い

う
組
み
合
わ
せ
や
、
両
者
の
深
い
関
わ
り
を
暗
示
し
た
。
さ
ら
に
、﹁
代
二
秋
胡

婦
一
閨
怨
詩
﹂
で
は
、﹁
蕩
子
﹂
が
﹁
秋
胡
﹂
の
よ
う
に
仕
官
先
で
心
変
わ
り
し

た
こ
と
を
詠
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
中
国
詩
に
お
け
る
先
例
を
介
し
て
、﹃
新
撰
万

葉
集
﹄
に
お
い
て
、﹁
蕩
子
﹂
と
対
を
な
す
﹁
蕭
郎
﹂
と
い
う
、
中
国
に
は
見
ら



二
四

﹃
新
撰
万
葉
集
﹄﹁
蕭
郎
﹂
考
︵
倪
︶

れ
な
い
性
格
を
生
み
出
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

﹁
蕭
郎
﹂
と
﹁
馬
蹄
﹂
を
共
に
詠
じ
た
日
本
漢
詩
は
、
中
国
の
閨
怨
詩
と
辺
塞

詩
を
融
合
し
た
﹁
昔
昔
鹽
﹂
を
想
起
さ
せ
、
そ
こ
に
は
、
梁
の
武
帝
蕭
衍
の
武
の

イ
メ
ー
ジ
が
底
流
し
て
い
る
。
そ
し
て
﹁
蕭
郎
﹂
が
女
性
の
元
に
い
な
い
理
由
は

そ
の
移
り
気
に
あ
る
と
い
う
よ
り
、
出
征
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
も
う

一
つ
の
可
能
性
を
本
稿
で
指
摘
し
た
。

加
え
て
、﹁
抂
馬
蹄
﹂
と
い
う
特
徴
的
な
表
現
も
、
中
国
詩
に
そ
の
原
型
を
見

出
し
う
る
。﹁
古
詩
十
九
首
﹂
其
十
八
﹁
凜
凜
歳
云
暮
﹂
に
お
い
て
、
女
性
が
夫

に
対
し
て
﹁
枉
駕
﹂
を
用
い
、
夫
は
わ
ざ
わ
ざ
車
を
自
分
の
方
に
ま
げ
た
こ
と
を

述
べ
て
い
る
。﹁
抂
馬
蹄
﹂
は
、
愛
し
い
夫
が
馬
の
蹄
の
方
向
を
こ
ち
ら
に
向
け
、

帰
っ
て
き
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
を
表
出
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、﹃
新
撰
万
葉
集
﹄
に
み
え
る
﹁
蕭
郎
﹂
の
特
徴
を
考
察
し
、
そ
の

表
現
や
語
句
の
組
み
合
わ
せ
を
糸
口
に
し
て
、︿
詩
﹀
に
織
り
込
ま
れ
た
複
合
的

な
イ
メ
ー
ジ
の
分
析
を
試
み
た
。
中
国
の
伝
統
に
基
づ
き
な
が
ら
も
、﹃
新
撰
万

葉
集
﹄
の
︿
詩
﹀
の
作
者
が
、
新
た
な
表
現
を
追
求
し
て
い
た
こ
と
を
、﹁
蕭
郎
﹂

の
用
例
か
ら
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

蕭
史
や
蕭
衍
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
文
で
あ
れ
武
で
あ
れ
、
社
会
的
に
成
功

を
収
め
て
、
多
く
の
麗
し
き
女
性
の
憧
れ
の
的
と
な
っ
た
﹁
蕭
郎
﹂
と
、
移
り
気

で
薄
情
な
プ
レ
イ
ボ
ー
イ
と
し
て
の
﹁
蕭
郎
﹂、
一
見
す
る
と
好
対
照
な
性
格
を

内
包
す
る
両
者
で
は
あ
る
が
、
日
本
と
中
国
と
で
﹁
蕭
郎
﹂
の
相
異
な
る
側
面
に

着
目
し
た
結
果
が
用
例
の
異
同
に
繋
が
っ
て
い
る
と
も
解
釈
で
き
る
。
つ
ま
り
、

も
っ
ぱ
ら
﹁
蕭
郎
﹂
の
光
の
部
分
に
沿
っ
て
詩
語
の
展
開
を
図
っ
た
中
国
と
、
よ

り
多
く
﹁
蕭
郎
﹂
の
影
の
部
分
に
着
目
し
て
詩
語
の
定
着
を
図
っ
た
日
本
と
の
相

異
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
恋
愛
文
化
の
異
同
が
図
ら
ず
も
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る

か
の
よ
う
で
も
あ
る
。

注1

　

 

テ
キ
ス
ト
は
久
曽
神
昇
﹃
新
撰
万
葉
集
と
研
究
﹄
所
載
の
増
補
本
︵
流
布
本
︶
に

よ
り
、
寛
文
七
年
版
本
を
底
本
に
し
た
﹃
新
撰
万
葉
集
注
釈
﹄、﹃
対
釈
新
撰
万
葉
集
﹄

を
参
照
。

　

2

　

 

小
島
憲
之
﹃
古
今
集
以
前
：
詩
と
歌
の
交
流
﹄︵
塙
書
房
、
一
九
七
六
年
二
月
︶

二
八
一
頁
を
参
照
。

　

3

　

 ﹃
梁
書
﹄﹁
武
帝
紀
﹂
に
、﹁
竟
陵
王
子
良
、
開
二
西
邸
一
招
二
文
学
高
祖
一
與
二
沈
約
、

謝
朓
、
王
融
等
一
並
遊
焉
﹂
と
み
え
、
梁
の
武
帝
蕭
衍
の
文
才
が
確
認
で
き
る
。
そ

の
後
に
﹁
王
倹
一
見
二
梁
武
帝
一
、
深
相
器
異
、
謂
二
何
憲
一
曰
、
此
蕭
郎
三
十
内

当
レ
作
二
侍
中
一
、
出
レ
此
則
貴
不
レ
可
レ
言
。﹂
と
あ
る
。
蕭
氏
の
息
子
で
あ
る
梁
の

武
帝
蕭
衍
は
立
身
出
世
し
た
粋
な
男
性
の
象
徴
と
見
な
さ
れ
る
。

　

4

　

 ﹁
留
別
﹂
は
﹃
全
唐
詩
﹄
巻
八
百
六
十
三
に
所
収
、﹁
與
二
蕭
曠
一
冥
會
詩
﹂
は
﹃
全

唐
詩
﹄
巻
八
百
六
十
六
に
所
収
。

　

5

　

 ﹁
留
別
﹂
と
い
う
唐
詩
は
﹃
太
平
広
記
﹄︵
巻
六
八
、
女
仙
十
三
﹁
封
陟
﹂
出
傳

奇
︶
に
も
み
え
る
。
そ
の
男
主
人
公
は
封
陟
で
あ
る
。﹁
蕭
郎
﹂
は
封
陟
を
指
す
。

仙
姝
が
空
よ
り
降
下
し
て
、
書
生
で
あ
る
封
陟
に
恋
愛
関
係
を
求
め
た
が
、
封
陟

は
学
業
の
た
め
に
仙
姝
を
断
っ
た
物
語
を
記
し
て
い
る
。﹁
織
綃
詩
﹂
は
﹃
太
平
広

記
﹄︵
巻
三
一
一
、
神
二
十
一
﹁
蕭
曠
﹂
出
傳
奇
︶
に
も
収
載
さ
れ
て
い
る
。﹁
蕭
郎
﹂

は
蕭
曠
を
い
う
。
蕭
曠
と
竜
王
の
娘
織
綃
女
と
が
意
気
投
合
し
た
奇
遇
を
写
し
て

い
る
。
一
時
的
な
出
会
い
で
あ
る
以
上
、
最
後
は
別
れ
る
の
も
理
に
か
な
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。

　

6
　

 
中
国
古
典
文
学
に
見
え
る
﹁
蕭
郎
﹂
に
つ
い
て
、
小
島
憲
之
は
﹃
古
今
集
以
前
：

詩
と
歌
の
交
流
﹄︵
塙
書
房
、
一
九
七
六
年
二
月
︶
に
お
い
て
考
察
し
た
。
そ
の

二
八
九
～
二
九
七
頁
を
参
照
。

　

7

　

 

小
島
憲
之
﹃
古
今
集
以
前
：
詩
と
歌
の
交
流
﹄︵
注
6
所
掲
︶
二
九
七
頁
を
参
照
。



二
五

﹃
新
撰
万
葉
集
﹄﹁
蕭
郎
﹂
考
︵
倪
︶

　
8

　

 

同
上
。

　
9

　
 ﹃

新
撰
万
葉
集
注
釈　

巻
上
︵
一
︶﹄︵
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
六
年
二
月
︶
三
六
一
頁
、

朝
比
奈
英
夫
に
よ
る
注
を
参
照
。

　

0

　

 
松
浦
友
久
﹃
中
国
詩
歌
原
論
﹄︵
大
修
館
書
店
、
一
九
八
六
年
四
月
︶
所
収
の
﹁﹃
辺

塞
﹄
と
﹃
閨
怨
﹄
を
結
ぶ
も
の
﹂
を
参
照
。

　

!

　

 

王
昌
齢
に
よ
る
﹁
閨
怨
﹂
の
表
現
を
踏
襲
し
て
、
唐
の
詩
人
李
頻
は
﹁
春
閨
怨
﹂

と
い
う
作
品
を
記
し
た
。
中
に

 

　
　

自
怨
愁
容
長
照
鏡　
︵
自
ず
か
ら
愁
容
を
怨
み
て
長
く
鏡
に
照
ら
し
︶

 

　
　

悔
敎
征
戍
覓
封
侯　
︵
悔
ゆ
る
は
征
戍
し
て
封
侯
を
覓
め
し
む
る
を
︶

 

と
詠
じ
、﹁
征
戍
﹂
で
辺
地
に
赴
い
た
夫
を
描
い
た
。
王
昌
齢
に
よ
る
﹁
閨
怨
﹂
に

み
え
る
﹁
夫
婿
﹂
も
、
戦
地
に
赴
い
た
の
で
あ
ろ
う
。


