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揖斐高　江戸漢詩への誘い

　
今
日
の
私
の
話
の
趣
旨
は
、
近
世
日
本
漢
詩
す
な
わ
ち
江
戸
漢
詩
の
特
徴
と

そ
の
面
白
さ
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
を
三
つ
の
視
点
か
ら
説
明
し
て
み
た

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
三
つ
の
視
点
と
は
、
一
に
日
本
化
、
二
に
大
衆
化
、

三
に
多
様
化
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
先
ず
第
一
の
江
戸
漢
詩
に
お
け
る
日
本
化
と
い
う
視
点
で
す
が
、
そ
の
背
景

に
は
江
戸
時
代
二
六
◯
年
余
り
の
間
に
起
き
た
詩
観
・
詩
風
の
変
化
と
い
う
問

題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
江
戸
時
代
は
二
六
〇
年
余
り
と
い
う

長
い
期
間
で
す
の
で
、
そ
の
間
に
詩
観
・
詩
風
と
い
う
も
の
は
お
の
ず
か
ら
移

り
変
わ
っ
て
行
き
ま
し
た
が
、
そ
の
移
り
変
わ
り
の
中
で
の
も
っ
と
も
大
き
な

変
化
は
、
江
戸
時
代
の
半
ば
を
少
し
過
ぎ
た
頃
、
年
号
で
い
う
と
安
永
・
天
明

年
間
、
西
暦
で
い
う
と
一
七
七
〇
年
代
か
ら
一
七
八
〇
年
代
頃
に
起
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
の
頃
に
起
っ
た
詩
観
・
詩
風
の
劇
的
な
変
化
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
か
。
漢
詩
は
も
ち
ろ
ん
中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
韻
文
の
形
式
で
、
日

本
に
お
け
る
漢
詩
の
創
作
は
中
国
の
詩
の
摸
倣
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
が
、
そ
れ

を
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
日
本
に
お
け
る
儒
学
の
受
容
と
一
体
化
し
た
も
の
と
し

て
、
日
本
人
に
よ
る
漢
詩
の
鑑
賞
や
創
作
は
行
な
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、

こ
の
漢
詩
の
創
作
と
儒
学
の
受
容
の
一
体
化
と
い
う
こ
と
は
江
戸
漢
詩
の
出
発

点
に
お
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
し
た
。
つ
ま
り
、
江
戸
漢
詩
の
出
発
点
に
お
い

て
、
そ
の
詩
観
・
詩
風
の
根
底
を
形
作
っ
て
い
た
の
は
、
儒
学
的
な
詩
観
（
詩

に
つ
い
て
の
見
方
）
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
儒
学
そ
の
も
の
も
江
戸
時
代

二
六
〇
年
余
り
の
間
に
は
流
行
の
学
派
が
変
化
し
て
い
き
ま
し
た
が
、
そ
の
基

本
を
形
成
し
た
の
は
江
戸
時
代
の
前
期
に
流
行
し
た
朱
子
学
で
し
た
。
そ
の
朱

子
学
で
「
詩
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
、
江
戸
漢
詩
の

出
発
点
に
お
け
る
詩
観
・
詩
風
を
規
定
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で

す
。
江
戸
時
代
前
期
の
朱
子
学
者
人
見
竹
洞
は
、「
詩
」
は
ど
う
あ
る
べ
き
か

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、『
竹
洞
先
生
詩
文
集
』
巻
十
五
「
吟
風
集
叙
」
と
い

う
文
章
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　
凡
そ
詩
は
性
情
の
正
に
本
づ
く
。
故
に
良
辰
美
景
の
触
目
、
賞
心
楽
事

の
寓
興
、
そ
の
正
を
失
は
ず
し
て
可
な
り
。
豈
に
以
て
、
巧
み
を
求
め
奇

を
逞
し
く
し
、
文
章
を
雕ち
ょ
う

鏤ろ
う

し
詩
を
為つ
く

る
こ
と
の
精
工
な
る
者
な
ら
ん

や
。 

（
原
漢
文
）

　
ま
た
、
同
じ
く
江
戸
時
代
前
期
の
朱
子
学
者
室
鳩
巢
は
、
そ
の
随
筆
『
駿
台

雑
話
』
巻
五
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

江
戸
漢
詩
へ
の
誘い
ざ
ない

揖

斐
　

高
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詩
は
三
百
篇
（
＝
『
詩
経
』）
は
と
か
う
議
す
る
に
及
ば
ず
、
漢
魏
以

後
の
詩
も
文
理
悠
暢
、
意
志
淵
永
に
し
て
、
風
雅
の
趣
を
失
は
ざ
り
し
な

り
。
…
…
し
か
る
に
六
朝
に
至
て
、
綺
靡
を
き
そ
ひ
、
浮
華
を
つ
と
め
し

か
ば
、
風
雅
の
体
は
ほ
ろ
び
に
た
り
。
唐
興
り
て
李
杜
王
孟
〈
盛
唐
の
詩

人
李
白
・
杜
甫
・
王
維
・
孟
浩
然
〉
が
徒
い
で
て
、
六
朝
の
余
習
を
一
洗

し
、
大
に
古
風
を
振
興
せ
し
よ
り
、
今
に
至
て
詩
を
手
習
ふ
人
は
、
唐
詩

を
学
び
ざ
る
は
な
し
。
盛
唐
の
詩
は
、
古
を
さ
る
事
遠
し
と
い
へ
ど
、
風

景
を
写
し
人
情
を
述
る
に
、
な
ほ
風
雅
の
残
膏
剰
馥
あ
り
て
、
お
の
づ
か

ら
人
心
を
感
ず
る
の
妙
あ
れ
ば
、
学
者
の
性
情
を
吟
詠
す
る
に
は
、
唐
詩

も
捨
て
が
た
き
も
の
に
侍
り
。

　
つ
ま
り
、
江
戸
時
代
前
期
の
朱
子
学
者
で
あ
っ
た
漢
詩
人
た
ち
は
、
詩
と
い

う
も
の
は
「
性
情
の
正
」（
心
の
中
正
な
状
態
を
言
い
ま
す
が
、「
性
」
は
心
の

本
体
、「
情
」
は
外
界
の
刺
激
に
よ
っ
て
「
性
」
か
ら
生
じ
る
心
の
動
き
す
な

わ
ち
感
情
を
言
い
ま
す
）
に
お
い
て
詠
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
詩
の

理
想
は
『
詩
経
』
の
「
風
雅
」
に
あ
り
、
こ
の
『
詩
経
』
の
風
雅
の
詩
に
近
づ

く
べ
く
自
分
の
詩
を
詠
む
べ
き
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
よ
う

な
「
風
雅
」
の
詩
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
の
人
間
形
成
を
は
か
る

こ
と
が
、
儒
者
で
も
あ
っ
た
江
戸
時
代
前
期
の
漢
詩
人
た
ち
の
目
的
で
し
た
。

彼
ら
が
考
え
た
漢
詩
と
い
う
も
の
は
、
他
の
人
間
と
は
違
う
自
分
と
い
う
も
の

を
意
識
し
て
そ
れ
を
表
現
す
る
、
い
わ
ゆ
る
自
己
表
現
（
個
性
の
表
現
）
の
道

具
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
詩
観
と
し
て
は
そ
う
い
う
も
の
で

あ
っ
て
も
、
お
の
ず
か
ら
他
の
人
間
と
は
違
う
自
己
と
い
う
も
の
が
結
果
的
に

表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
わ
け
で
す
が
、
今
は
そ
の
こ
と
は
問
題

に
し
ま
せ
ん
。

　
つ
ま
り
、
江
戸
時
代
前
期
の
漢
詩
人
た
ち
は
、
基
本
的
に
は
、『
詩
経
』
の

詩
を
理
想
と
し
て
、
心
を
「
性
情
の
正
」
の
状
態
に
保
ち
、「
風
雅
」
と
い
う

文
学
的
な
価
値
を
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
の
人
間
形
成
を
は
か

ろ
う
と
心
掛
け
た
わ
け
で
す
。
彼
ら
が
規
範
と
し
た
「
風
雅
」
と
い
う
文
学
的

な
価
値
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
論
証
す
る
た
め
に
は
様
々
な
引
用
を
経
て
検

討
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
煩
雑
に
な
り
ま
す
の
で
そ
の
結
論
に
到
る
過
程
は
省

略
し
ま
す
が
、「
風
雅
」
と
い
う
言
葉
が
意
味
す
る
文
学
的
な
価
値
と
い
う
も

の
は
、
朱
子
学
的
な
性
情
論
や
儒
学
が
拠
っ
て
立
つ
復
古
主
義
か
ら
導
き
出
さ

れ
る
、
穏
健
中
正
さ
や
古
代
的
優
美
さ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

ま
す
。
ち
な
み
に
こ
う
し
た
「
風
雅
」
を
文
学
的
な
価
値
と
し
て
、
そ
の
表
現

を
目
ざ
す
こ
と
が
、
表
現
者
の
人
間
形
成
に
も
役
立
つ
と
い
う
古
典
主
義
的
な

詩
観
は
、
江
戸
時
代
前
期
の
漢
詩
と
い
う
文
学
領
域
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
同
時

代
の
和
歌
や
俳
諧
の
領
域
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。
芭
蕉
が
蕉
風

の
俳
諧
を
提
唱
し
、「
詩
歌
連
俳
は
と
も
に
風
雅
な
り
」
と
述
べ
た
こ
と
や

「
風
雅
の
誠
」（『
三
冊
子
』）
を
責
め
る
こ
と
を
主
張
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
以

上
略
説
し
た
風
雅
を
文
学
的
な
価
値
と
し
た
江
戸
時
代
前
期
の
詩
観
・
詩
風
と

の
関
連
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
儒
学
と
密
接
な
関
連
を
持
つ
古
典
主
義
的
な
詩
観
が

否
定
さ
れ
、
別
の
詩
観
が
登
場
し
て
江
戸
漢
詩
の
詩
風
が
転
換
し
始
め
た
の
が
、

先
ほ
ど
述
べ
た
江
戸
時
代
の
半
ば
よ
り
少
し
後
の
安
永
・
天
明
年
間
で
し
た
。

こ
の
頃
か
ら
性せ
い
霊れ
い
説せ
つ
と
呼
ば
れ
る
詩
論
が
喧
伝
さ
れ
、
こ
の
詩
論
に
基
づ
い
た

詩
風
が
、
日
本
の
漢
詩
壇
に
お
い
て
流
行
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
性
霊



─ 94 ─

揖斐高　江戸漢詩への誘い

説
と
い
う
の
は
も
と
も
と
中
国
の
明
代
末
期
に
袁
中
郎
（
宏
道
）
と
い
う
詩
人

が
提
唱
し
た
も
の
で
、
弟
の
袁
小
修
（
中
道
）
の
詩
を
評
し
た
「
小
修
の
詩
に

叙
す
」（『
袁
中
郎
全
集
』
巻
一
）
の
中
に
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
大お
お

都む
ね

独た

だ
性
霊
を
抒の

べ
て
、
格
套
に
拘こ
だ
わ

ら
ず
、
自
己
の
胸
臆
よ
り
流

出
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、
肯
へ
て
筆
を
下
ろ
さ
ず
。
時
有
り
て
情
と
境
と
会

す
れ
ば
、
頃け
い
刻こ
く
に
し
て
千
言
、
水
の
東
に
注
ぐ
が
如
く
、
人
を
し
て
魂
を

奪
は
令し

む
。

　
「
性
霊
」
と
は
詩
人
の
心
の
霊
妙
な
働
き
を
意
味
し
ま
す
が
、
詩
を
作
る
に

際
し
て
何
よ
り
も
重
要
な
の
は
、
古
典
的
な
風
雅
を
表
現
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

現
実
を
生
き
て
い
る
詩
人
の
心
の
霊
妙
な
働
き
を
表
現
す
る
こ
と
だ
と
主
張
し

て
い
る
わ
け
で
す
。

　

こ
う
し
た
性
霊
説
の
詩
論
は
、
江
戸
の
山
本
北
山
が
天
明
三
年
（
一
七
八

三
）
に
出
版
し
た
『
作さ
く
詩し

志し

彀こ
う
』
と
い
う
詩
論
書
に
お
い
て
紹
介
し
、
日
本
の

漢
詩
壇
に
も
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
性
霊
説
の
受

容
に
よ
っ
て
、
江
戸
の
漢
詩
人
の
詩
観
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
。
そ
の
変

化
が
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
、
山
本
北
山
の
『
孝こ
う

経き
ょ
う

楼ろ
う

詩し

話わ

』
に
寄
せ
た
亀
田

鵬
斎
の
序
文
の
一
部
を
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。

　
古
人
既
に
逝
き
、
今
人
復
た
継
ぐ
。
其
の
旋
転
運
動
は
須し
ゅ
臾ゆ

も
止や

ま
ず
。

則
ち
耳
目
の
聞
見
も
亦
た
世
を
逐
ひ
て
新
し
。
故
に
古
人
に
無
き
所
、
今

人
或
は
之こ
れ

有
ら
ん
。
古
人
の
見
ざ
る
所
、
今
人
或
は
之
を
見
ん
。
古
人
の

言
ば
ざ
る
所
、
今
人
或
は
之
を
言
は
ん
。
其
の
言
ふ
所
は
必
ず
し
も
前
人

の
遺の
こ

す
こ
と
有
り
て
、
今
人
の
之
を
拾
ふ
に
は
非
ざ
る
な
り
。
然
ら
ば
則

ち
今
日
の
詩
は
、
之
を
今
日
に
取
り
て
足
れ
り
。
何
ぞ
須
す
べ
か
ら
く
之
を

古
い
に
し
え

に
求
め
ん
や
。
…
…
（
略
）
…
…

　
鈞ひ
と
し
く
是
れ
人
な
り
。
則
ち
喜
怒
憂
悲
の
心
に
動
く
こ
と
無
か
ら
ん
や
。

則
ち
又
た
物
に
触
れ
、
時
に
感
じ
、
天
地
事
物
の
変
を
見
て
喜
ぶ
可
く
、

愕
く
可
き
こ
と
無
か
ら
ん
や
。
苟い
や
し

く
も
此
に
出
で
て
其
の
辞
を
求
む
れ

ば
、
則
ち
眼
は
今
日
の
物
に
触
れ
、
心
は
今
日
の
時
に
感
じ
て
、
天
地
事

物
の
至
美
・
至
怪
は
皆
な
以
て
述
ぶ
可
し
。
夫そ

れ
是か

く
の
如
け
れ
ば
、
則

ち
其
の
辞
の
我
に
出
づ
る
も
の
も
亦
た
井
を
鑿う
が
ち
て
泉
を
得
、
汲
め
ど
も

竭つ

き
ざ
る
が
如
し
。
霊
通
変
化
し
て
、
境
に
触
れ
て
流
出
す
。
是
れ
之
を

我
が
詩
と
謂
ふ
。

　
前
半
部
に
は
性
霊
説
に
も
と
づ
く
現
代
主
義
的
な
詩
観
、
後
半
部
に
は
個
性

主
義
的
な
詩
観
と
い
う
も
の
が
よ
く
表
わ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
十
八
世
紀

後
半
期
に
お
け
る
性
霊
説
の
詩
論
の
受
容
・
流
行
に
よ
っ
て
、
江
戸
漢
詩
は
古

典
主
義
的
な
風
雅
を
追
い
求
め
る
詩
風
か
ら
、
現
代
主
義
的
な
詩
人
の
個
性
を

尊
重
す
る
詩
風
へ
と
大
き
く
転
換
し
た
と
言
え
る
わ
け
で
す
。
古
典
主
義
的
な

風
雅
を
追
い
求
め
る
詩
風
に
お
い
て
は
、
江
戸
の
漢
詩
人
た
ち
が
生
き
て
い
た

現
実
や
等
身
大
の
感
情
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
詩
観
の
た
め
に
な
か
な
か
表
現

さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
性
霊
説
の
詩
論
に
よ
っ
て
江
戸
の
漢
詩
人
た
ち
は
自

分
た
ち
の
生
き
て
い
る
現
実
や
、
そ
の
現
実
と
の
関
係
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る

自
分
た
ち
の
感
情
を
、
そ
の
ま
ま
漢
詩
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
詩
風
の
転
換
が
漢
詩
の
日
本
化
と
い
う
も
の
の
背
景

に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
第
一
点
で
す
。
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次
に
江
戸
漢
詩
の
特
徴
を
示
す
二
つ
め
の
視
点
、
大
衆
化
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
申
し
上
げ
ま
す
。
江
戸
時
代
の
前
期
に
お
い
て
は
漢
詩
を
作
っ
た
の
は
儒

者
を
中
心
に
し
た
ご
く
限
ら
れ
た
一
部
の
知
識
人
層
で
し
た
。
し
か
し
、
江
戸

幕
府
が
文
治
主
義
の
立
場
か
ら
学
問
や
教
育
の
奨
励
政
策
を
取
っ
た
と
い
う
こ

と
も
あ
り
、
時
代
が
進
む
に
つ
れ
て
、
藩
校
や
郷
校
と
い
う
公
的
な
教
育
機
関

が
各
地
に
設
置
さ
れ
た
り
、
京
都
・
江
戸
・
大
坂
と
い
う
三
都
を
中
心
に
少
な

か
ら
ざ
る
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
私
的
な
学
塾
が
開
か
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
よ
り

基
礎
的
な
読
み
・
書
き
・
そ
ろ
ば
ん
と
い
う
庶
民
的
な
初
等
教
育
を
担
う
寺
子

屋
も
多
く
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
う
し
た
教
育
環
境
の
整
備
に
よ
っ
て
、
江
戸
時

代
に
日
本
人
の
識
字
率
は
飛
躍
的
に
向
上
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
日
常
生
活
に
必

要
な
初
歩
的
な
読
み
・
書
き
・
そ
ろ
ば
ん
に
止
ま
ら
ず
、
よ
り
高
度
な
学
問
や

文
学
に
興
味
を
抱
く
人
々
が
増
加
し
て
い
き
ま
し
た
。

　
そ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
、
漢
詩
も
ま
た
儒
者
を
中
心
に
し
た
一
部
の
知
識

人
層
の
文
学
に
止
ま
ら
ず
、
よ
り
広
汎
な
人
々
が
享
受
し
創
作
す
る
文
学
に

な
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。
江
戸
時
代
前
期
の
段
階
で
は
、
例
え
ば
幕
府
の
御

儒
者
で
あ
っ
た
林
家
の
学
塾
昌
平
黌
、
あ
る
い
は
京
都
の
伊
藤
仁
斎
の
学
塾
古

義
堂
、
あ
る
い
は
江
戸
の
荻
生
徂
徠
の
学
塾
蘐け
ん

園え
ん

な
ど
で
、
そ
れ
ぞ
れ
儒
学
の

勉
強
の
一
環
と
し
て
詩
会
が
開
か
れ
、
門
人
た
ち
の
作
詩
能
力
の
向
上
が
図
ら

れ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
う
し
た
学
塾
に
お
け
る
詩
会
と
い
う
も
の
は
、
儒
学
の

勉
強
か
ら
独
立
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
し
か
し
、
教
育
水
準
の
向
上
に
よ
っ
て
、
儒
学
を
学
ぶ
こ
と
を
専
門
に
す
る

わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
文
学
と
し
て
の
漢
詩
を
享
受
し
、
自
ら
も
そ
の
創

作
を
試
み
よ
う
と
す
る
人
々
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
う
し
た
人
々
が

集
ま
っ
て
詩
を
学
び
、
創
作
す
る
場
と
し
て
、
儒
学
の
塾
と
は
別
に
詩
社
と
呼

ば
れ
る
組
織
が
、
江
戸
時
代
中
期
以
後
相
次
い
で
結
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
そ
の
代
表
的
な
例
を
一
つ
だ
け
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
明
和
二
年
（
一
七

六
五
）
に
大
坂
で
結
成
さ
れ
た
混こ
ん
沌と
ん
社し
や
と
い
う
詩
社
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
詩
社

で
は
毎
月
定
例
日
（
十
六
日
）
に
詩
会
が
開
か
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
は
大
坂

の
町
で
塾
を
開
い
て
い
た
町
儒
者
や
町
で
開
業
し
て
い
た
医
者
た
ち
と
い
う
民

間
の
知
識
人
層
の
ほ
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
職
種
の
町
人
（
酒
造
業
者
・
鍋
釜
の
鋳

物
業
者
・
薬
種
商
人
な
ど
）、
さ
ら
に
は
日
本
各
地
の
藩
か
ら
大
坂
の
蔵
屋
敷

に
赴
任
し
て
い
た
藩
士
た
ち
も
参
加
し
、
身
分
や
階
層
を
超
え
た
自
由
な
サ
ロ

ン
的
な
交
遊
の
中
で
漢
詩
が
詠
ま
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
（
頼
春
水
『
在
津

紀
事
』）。

　
こ
う
し
た
儒
学
か
ら
独
立
し
た
漢
詩
の
大
衆
化
状
況
を
象
徴
す
る
詩
社
と
い

う
も
の
は
、
京
都
・
江
戸
・
大
坂
と
い
う
大
都
市
は
も
ち
ろ
ん
、
次
第
に
日
本

各
地
の
地
方
の
小
都
市
へ
と
波
及
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
と

し
て
、
士
・
農
・
工
・
商
と
い
う
身
分
や
階
層
を
越
え
、
さ
ら
に
は
都
市
と
田

舎
、
中
央
と
地
方
と
い
う
地
域
的
な
枠
組
み
を
越
え
た
全
国
的
な
規
模
で
、
江

戸
時
代
後
期
に
お
け
る
漢
詩
の
流
行
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で

す
。

　
そ
し
て
、
こ
う
し
た
江
戸
漢
詩
の
大
衆
化
現
象
を
象
徴
す
る
よ
う
な
、
あ
る

一
つ
の
出
版
物
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
菊
池
五
山
と
い
う
詩

人
に
よ
っ
て
編
集
出
版
さ
れ
た
『
五
山
堂
詩
話
』
と
い
う
書
物
で
す
。
こ
れ
は
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一
回
だ
け
の
単
独
の
出
版
物
と
し
て
で
は
な
く
、
長
期
に
亘
っ
て
継
続
的
に
出

版
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
巻
一
は
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
に
出
版
さ
れ
、
そ
の

後
は
毎
年
一
巻
ず
つ
出
版
さ
れ
て
、
文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
に
巻
十
が
出

版
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
編
者
の
五
山
が
あ
る
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
関
わ
っ
て

い
た
た
め
中
断
に
追
い
込
ま
れ
ま
す
が
、
一
年
の
休
止
期
間
を
お
い
て
文
政
元

年
（
一
八
一
八
）
に
『
五
山
堂
詩
話
補
遺
』
巻
一
を
出
版
し
て
復
活
し
、
結
局

天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
に
『
五
山
堂
詩
話
補
遺
』
巻
五
が
出
版
さ
れ
る
ま
で

続
き
ま
し
た
。
結
局
、
二
十
六
年
間
に
十
五
巻
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　
こ
の
『
五
山
堂
詩
話
』
の
内
容
は
、
上
は
公
家
や
大
名
か
ら
、
幕
臣
や
諸
藩

の
藩
士
、
儒
者
、
職
業
的
な
詩
人
、
医
者
、
画
家
、
書
家
、
僧
侶
な
ど
と
い
う

い
わ
ゆ
る
当
時
の
知
識
人
層
は
も
と
よ
り
、
町
人
、
農
民
、
商
家
の
奉
公
人
な

ど
の
一
般
の
人
々
、
さ
ら
に
は
女
性
に
至
る
ま
で
、
有
名
か
無
名
か
を
問
わ
ず
、

さ
ま
ざ
ま
な
階
層
・
職
種
・
年
齢
の
人
物
た
ち
が
漢
詩
作
者
と
し
て
、
そ
の
作

品
を
掲
載
・
批
評
さ
れ
、
略
伝
や
逸
話
が
紹
介
さ
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
同
時

代
の
漢
詩
作
品
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
漢
詩
の
批
評
誌
と

し
て
も
機
能
し
ま
し
た
。
全
十
五
巻
に
登
場
す
る
同
時
代
の
漢
詩
人
の
数
は
六

百
余
名
、
収
録
・
紹
介
さ
れ
た
漢
詩
作
品
の
数
は
二
千
百
余
首
に
の
ぼ
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
中
に
は
同
時
代
の
有
名
詩
人
の
作
も
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
ま

す
が
、
そ
れ
以
上
に
同
時
代
の
、
こ
の
『
五
山
堂
詩
話
』
に
よ
っ
て
し
か
知
ら

れ
な
い
無
名
詩
人
た
ち
の
漢
詩
作
品
が
数
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
無
名
詩
人

た
ち
は
自
分
の
漢
詩
作
品
の
発
表
の
場
と
し
て
『
五
山
堂
詩
話
』
を
利
用
し
、

編
者
の
菊
池
五
山
は
無
名
詩
人
の
詩
を
採
用
し
て
掲
載
す
る
場
合
に
は
、
掲
載

料
を
徴
収
し
、
無
名
詩
人
の
作
品
に
は
手
を
入
れ
形
を
整
え
て
、
人
物
紹
介
と

批
評
を
加
え
た
上
で
『
五
山
堂
詩
話
』
に
掲
載
し
ま
し
た
。
編
者
の
五
山
は
無

名
詩
人
か
ら
徴
収
す
る
掲
載
料
と
『
五
山
堂
詩
話
』
の
売
り
上
げ
代
金
を
、
そ

の
出
版
費
用
と
み
ず
か
ら
の
生
活
費
に
充
て
て
、『
五
山
堂
詩
話
』
の
出
版
を

定
期
的
に
継
続
し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。
菊
池
五
山
は
江
戸
漢
詩
の
大
衆
化
状

況
を
背
景
に
、
漢
詩
の
商
業
的
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
批
評
誌
と
し
て
『
五
山
堂

詩
話
』
と
い
う
新
た
な
メ
デ
ィ
ア
を
成
立
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ま
す
。

ち
な
み
に
、
近
代
文
学
の
重
要
な
メ
デ
ィ
ア
の
一
つ
に
な
っ
た
『
文
芸
春
秋
』

と
い
う
雑
誌
を
創
刊
し
た
小
説
家
菊
池
寛
は
、
直
系
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ

の
漢
詩
人
菊
池
五
山
の
末
裔
に
当
り
ま
す
。

　
『
五
山
堂
詩
話
』
か
ら
、
江
戸
漢
詩
の
大
衆
化
状
況
の
具
体
的
な
姿
を
示
す

記
事
を
、
一
つ
だ
け
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。『
五
山
堂
詩
話
』
巻
八
（
文
化
十

一
年
・
一
八
一
四
刊
）
の
次
の
よ
う
な
記
事
（
原
漢
文
）
で
す
。

　
下し
も
つ
け毛
の
人
、
野や
せ
い姓
な
る
者
有
り
。
幼
き
よ
り
明
を
失
す
。
そ
の
父
、
紙

を
剪き

り
て
字
を
作
り
、
こ
れ
に
授
け
て
学
ば
し
む
。
積せ
き
る
い累
こ
れ
久
し
く
し

て
字
を
知
る
こ
と
殆ほ
と
ん
ど
遍あ
ま
ね
し
。
ま
た
口く
ち
ず
か
ら
授
く
る
に
『
詩
聖
堂
集
』

を
以
て
す
。
誦
し
て
五
十
余
篇
に
至
り
、
竟つ
い
に
能
く
詩
を
作
る
こ
と
を
解

す
。
近
ご
ろ
都
下
に
出
で
、
折せ
つ
し枝
を
以
て
業
と
為
す
。
一
日
、
詩
仏
、
友

人
の
家
に
過よ

ぎ
り
、
生
の
至
る
に
値
ふ
。
主
人
引
見
し
備つ
ぶ
さ

に
そ
の
由
を

言
ふ
。
詩
仏
大
い
に
賞
歎
を
加
ふ
。
生
も
ま
た
歓
天
喜
地
、
膜も
は
い拝
し
て
迭て
つ

せ
ず
。
主
人
、
そ
れ
を
し
て
詩
仏
の
肩
を
摩
せ
し
め
、
か
つ
曰
く
、「
先

生
、
硬
手
を
好
む
」
と
。
生
、
そ
の
意
に
中あ
た
ら
ん
こ
と
を
要
し
、
力
を
極

め
て
こ
れ
を
按
ず
。
詩
仏
や
や
堪
へ
ず
と
雖
も
、
ま
た
そ
の
意
を
敗
り
難
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く
、
痛
き
を
忍
び
て
こ
れ
を
受
く
。
明
日
裼は
だ
ぬ

ぎ
て
以
て
家
人
に
示
す
。

肩
背
尽
こ
と
ご
と
く
腫
る
。
生
、
後
に
し
ば
し
ば
詩
仏
の
家
に
出
入
り
す
。
因
つ

て
そ
の
号
を
命
じ
て
空
花
道
人
と
曰
ひ
、
勧
め
て
意
を
吟
詠
に
注
が
し
む
。

ま
た
余
が
為
に
そ
の
「
晩
渡
」
の
一
絶
を
伝
へ
て
曰
ふ
。

陣
陣
西
風
吹
帽
斜　
　
陣じ

ん
陣じ

ん
の
西せ

い
風ふ

う　
帽ぼ

う
を
吹ふ

い
て
斜な

な
め
な
り

渡
頭
停
杖
立
平
沙　
　
渡と

頭と
う　

杖つ
え

を
停と

ど
め
て
平へ

い
沙さ

に
立た

つ

鷺
鶿
驚
起
因
何
事　
　
鷺ろ

鶿し

の
驚お
ど
ろ
き
起た

つ
は
何な
に
事ご
と
に
か
因よ

る

知
是
撑
舟
出
荻
花　
　
知し

ん
ぬ　
是こ

れ
舟ふ
ね
を
撑さ
お
さし
て
荻て
き
花か

を
出い

づ
る
を

　
や
や
目
有
る
者
に
勝
れ
り
。
大
抵
の
盲
詩
、
そ
の
人
皆
な
少
時
に
は
書

を
読
み
、
中
歳
に
不
幸
に
し
て
視
を
失
ふ
者
な
り
。
苦
心
、
生
が
如
き
は

世
に
実
に
有
る
こ
と
罕ま
れ

な
り
。

　
「
下
毛
」
は
下
野
国
で
、
現
在
の
栃
木
県
で
す
。『
詩
聖
堂
集
』
は
、
五
山
の

盟
友
で
当
時
江
戸
の
人
気
詩
人
で
あ
っ
た
大お
お
く
ぼ
し
ぶ
つ

窪
詩
仏
の
漢
詩
集
『
詩し

聖せ
い
ど
う堂 

詩し
し
ゅ
う集』
を
指
し
て
い
ま
す
。
こ
の
『
五
山
堂
詩
話
』
巻
八
が
刊
行
さ
れ
る
四
年

前
の
文
化
七
年
に
、『
詩
聖
堂
詩
集
』
の
初
編
は
出
版
さ
れ
て
い
ま
し
た
。「
折

枝
」
は
、
按
摩
で
す
。「
膜
拝
し
て
迭
せ
ず
」
と
は
、
両
手
を
挙
げ
、
地
に
伏

し
て
拝
む
の
を
止
め
よ
う
と
し
な
い
と
い
う
意
味
で
す
。「
裼
」、
は
だ
ぬ
ぐ
。

「
空
花
」
は
、
目
を
病
む
者
が
空
中
に
見
る
ち
ら
ち
ら
と
し
た
花
の
よ
う
な
も

の
を
言
い
ま
す
「
晩
渡
」
は
、
夕
暮
れ
時
の
渡
し
場
。「
陣
陣
」
は
、
と
ぎ
れ

と
ぎ
れ
に
続
く
さ
ま
。「
西
風
」
は
秋
風
。「
鷺
鶿
」
は
、
鳥
の
サ
ギ
で
す
。

「
撑
」
は
、
舟
を
棹
さ
す
。「
荻
花
」
は
荻
の
花
で
、
季
節
が
秋
で
あ
る
こ
と
を

表
わ
し
ま
す
。

　
下
野
国
の
田
舎
に
生
ま
れ
、
父
の
手
引
き
で
詩
仏
の
『
詩
聖
堂
詩
集
』
初
編

を
手
本
に
詩
作
を
学
ん
だ
こ
の
盲
人
は
、
江
戸
に
出
て
按
摩
を
仕
事
に
し
て
生

計
を
立
て
て
い
た
時
、
偶
然
詩
仏
の
肩
を
揉
む
こ
と
が
あ
っ
た
。
彼
は
そ
れ
が

機
縁
で
詩
仏
の
も
と
に
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
り
、
詩
仏
か
ら
い
か
に
も
盲
目

の
詩
人
に
ふ
さ
わ
し
い
「
空
花
道
人
」
と
い
う
号
を
付
け
て
も
ら
い
、
直
接
詩

作
指
導
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
す
。

　
こ
れ
以
前
の
時
代
に
も
盲
目
の
漢
詩
人
は
存
在
し
ま
し
た
が
、
彼
ら
は
い
ず

れ
も
江
戸
の
し
か
る
べ
き
家
に
生
長
し
、
専
門
的
な
勉
強
を
本
格
的
に
し
て
漢

詩
人
に
な
っ
た
人
た
ち
で
し
た
。
こ
の
空
花
道
人
の
よ
う
に
、
地
方
生
ま
れ
の

盲
目
の
一
庶
民
が
、
江
戸
に
出
て
按
摩
を
生
業
と
し
な
が
ら
、
詩
作
を
趣
味
と

し
て
楽
し
ん
だ
な
ど
と
い
う
例
は
、
お
そ
ら
く
空
前
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

平
淡
で
写
実
的
な
日
常
世
界
、
し
か
も
盲
目
の
詩
人
ら
し
く
、
音
に
反
応
し
た

詩
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
『
五
山
堂
詩
話
』
中
の
一
話
は
、
詩
人
の
階
層
と

い
い
、
作
品
の
世
界
と
い
い
、
江
戸
時
代
後
期
に
お
け
る
漢
詩
大
衆
化
の
具
体

相
を
典
型
的
に
示
す
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

＊

　
江
戸
漢
詩
の
特
徴
を
示
す
三
つ
め
の
視
点
は
多
様
化
と
い
う
こ
と
で
す
。
江

戸
漢
詩
は
何
を
主テ
ー
マ題
と
し
て
作
詩
さ
れ
て
き
た
の
か
。
そ
の
主テ
ー
マ題
を
整
理
し
て

み
る
と
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
分
類
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ

の
分
類
に
つ
い
て
先
ず
お
断
り
し
て
お
き
た
い
の
は
、
詩
を
分
類
す
る
場
合
、

抒
情
詩
と
叙
事
詩
に
大
き
く
二
つ
に
分
類
す
る
考
え
方
が
あ
り
ま
す
が
、
さ
き

に
紹
介
し
た
よ
う
に
詩
は
「
性
情
の
正
」
に
基
づ
い
て
詠
ま
れ
る
べ
き
だ
と
い

う
考
え
方
が
伝
統
的
に
あ
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
抒
情
詩
の
み
な
ら
ず
叙
事
詩
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に
お
い
て
も
、「
情
」
の
表
現
が
基
底
に
あ
る
の
は
同
じ
で
す
。
つ
ま
り
、
す

べ
て
の
詩
は
抒
情
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
前
提
と
し
て
、

江
戸
漢
詩
の
主
題
を
分
類
整
理
し
て
み
よ
う
と
い
う
試
み
で
、
あ
く
ま
で
も
現

時
点
で
の
私
の
試
案
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
実
際
の
作
品
に
お
い
て
は
複
数
の

テ
ー
マ
が
複
合
さ
れ
て
詠
ま
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
の
で
す
が
（
例
え
ば
社

会
批
判
と
詠
史
の
複
合
と
か
、
叙
景
と
旅
情
の
複
合
と
か
、
あ
る
い
は
自
意
識

と
間
適
と
懐
旧
と
い
う
テ
ー
マ
が
一
首
の
詩
の
中
で
混
在
し
て
い
る
と
か
）、

江
戸
漢
詩
の
内
容
の
幅
広
さ
と
多
様
性
を
分
か
り
易
く
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め

に
、
単
純
化
し
た
フ
ラ
ッ
ト
な
分
類
に
し
て
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
分
類
に
つ
い
て
少
し
説
明
を
加
え
て
お
き
ま
す
。
ま
ず
、
①
の
「
述

志
」
と
い
う
の
は
、『
書
経
』
舜
典
に
「
詩
は
志
を
言
ひ
、
歌
は
言
を
永
く
す
」

と
あ
り
、
ま
た
『
詩
経
』
大
序
に
「
詩
は
志
の
之ゆ

く
所
な
り
。
心
に
在
る
を
志

と
為
し
、
言
に
発
す
る
を
詩
と
為
す
」
と
い
う
詩
に
つ
い
て
の
伝
統
的
な
規
定

に
基
づ
く
も
の
で
、
こ
の
「
述
志
＝
志
を
述
べ
る
」
と
い
う
の
は
漢
詩
の
も
っ

と
も
一
義
的
な
主テ
ー
マ題
と
言
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
自
分
は
知
識
人
の
一
人
と

し
て
何
を
為
す
べ
き
か
、
ど
う
生
き
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
意
識
、
そ
し
て
そ

の
問
題
意
識
か
ら
発
す
る
現
実
社
会
に
対
す
る
批
判
な
ど
を
テ
ー
マ
と
し
て
詠

ん
だ
詩
で
す
。

　
②
の
「
風
雅
」
と
い
う
分
類
は
、
詩
の
理
想
は
『
詩
経
』
に
あ
る
と
し
、
そ

の
『
詩
経
』
の
詩
は
「
風
雅
」
と
い
う
文
学
的
な
価
値
を
表
現
し
た
も
の
で
あ

る
と
す
る
、
先
ほ
ど
ご
説
明
し
た
こ
れ
ま
た
伝
統
的
な
漢
詩
観
に
基
づ
く
主
題

で
、
具
体
的
に
は
「
ａ
歳
時
・
間
適
」
す
な
わ
ち
季
節
の
移
り
変
わ
り
に
伴
う

感
慨
や
そ
れ
を
楽
し
む
閑
雅
な
生
活
の
在
り
方
を
詠
ん
だ
詩
や
、「
ｂ
文
雅
の

〈
抒
情
〉

①
述
志
　
ａ
自
意
識

　
　
　
　
ｂ
社
会
批
判

②
風
雅
　
ａ
歳
時
・
間
適

　
　
　
　
ｂ
文
雅
の
応
酬

③
詠
史
　
歴
史
上
の
人
物
・
事
件
に
つ
い
て
の
事
蹟
と
評
価
お
よ
び
感
情
移
入

　
　
　
　
ａ
中
国

　
　
　
　
ｂ
日
本

④
詠
物
　
事
物
の
本
性
（
本
意
）
の
把
握
か
ら
写
生
へ

⑤
叙
景
　
観
念
的
な
定
型
的
風
景
か
ら
実
景
（
真
景
）
の
描
写
へ

⑥
風
俗
　
ａ
遊
里
風
俗―

竹
枝

　
　
　
　
ｂ
都
市
と
田
園
の
風
俗

　
　
　
　
ｃ
労
働
の
風
俗

⑦
抒
情
（
狭
義
）

　
　
　
　
ａ
懐
旧

　
　
　
　
ｂ
旅
情
・
望
郷

　
　
　
　
ｃ
家
族
愛

　
　
　
　
ｄ
友
情

　
　
　
　
ｅ
恋
愛

　
　
　
　
ｆ
悼
亡

⑧
異
国
（
西
洋
）　
歴
史
・
地
理
・
政
治
・
人
物
・
生
活
風
俗
へ
の
関
心
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応
酬
」
す
な
わ
ち
閑
雅
な
生
活
の
中
で
の
友
人
・
知
人
と
の
や
り
取
り
の
詩
な

ど
が
こ
の
分
類
に
は
含
ま
れ
ま
す
が
、
こ
う
し
た
詩
の
や
り
取
り
に
よ
っ
て
自

分
自
身
が
風
雅
の
共
同
体
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
、
作
者
が
自
己
確
認
し
よ
う

と
す
る
よ
う
な
詩
の
分
類
で
す
。
以
上
①
と
②
に
分
類
さ
れ
る
詩
は
、
も
っ
と

も
伝
統
的
な
漢
詩
作
品
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
③
の
「
詠
史
」
は
、
歴
史
上
の
人
物
や
事
件
を
取
り
挙
げ
て
詠
ん
だ
詩
で
、

そ
の
事
蹟
を
整
理
し
て
評
価
し
、
時
に
感
情
移
入
す
る
と
い
う
種
類
の
詩
で
す
。

江
戸
時
代
の
早
い
時
期
は
中
国
の
歴
史
を
取
り
挙
げ
て
詠
む
こ
と
が
多
か
っ
た

の
で
す
が
、
江
戸
時
代
も
中
・
後
期
に
な
る
と
日
本
の
歴
史
を
取
り
挙
げ
る
こ

と
が
多
く
な
る
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
、
こ
う
し
た
変
化
も
漢
詩
の
日
本
化
を

表
わ
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

　
④
の
「
詠
物
」
は
、
物
（
例
え
ば
月
、
星
、
山
、
川
、
花
、
鳥
、
な
ど
）
や

事
（
例
え
ば
「
喜　
レ
雨
」、「
見　
二
慶
雲　
一
」、「
立
春
」、「
聞　
レ
蝉
」
な
ど
）
を
詩
の

題
目
と
し
て
詠
ん
だ
詩
の
分
類
で
、
も
と
も
と
中
国
で
詩
の
一
体
と
し
て
確
立

さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
日
本
で
も
江
戸
時
代
中
期
以
降
流
行
す
る
よ
う
に
な
り
、

初
め
は
主
題
で
あ
る
物
事
の
本
性
（
本
意
）
を
典
拠
の
あ
る
表
現
を
用
い
な
が

ら
詠
も
う
と
し
ま
し
た
が
、
し
だ
い
に
物
事
を
写
実
的
・
写
生
的
に
詠
む
詩
へ

と
展
開
し
て
い
き
、
同
時
代
の
俳
諧
に
も
影
響
を
与
え
る
も
の
に
な
り
ま
し
た
。

　
⑤
の
「
叙
景
」
は
文
字
通
り
風
景
を
詠
ん
だ
詩
の
分
類
で
す
が
、
こ
れ
も
ま

た
江
戸
時
代
に
な
っ
て
そ
の
詠
み
方
に
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

初
め
は
和
歌
に
お
け
る
歌
枕
の
よ
う
に
定
型
的
か
つ
観
念
的
な
風
景
詩
が
主
流

で
し
た
が
、
や
が
て
個
々
の
詩
人
の
感
性
が
捉
え
た
実
際
の
風
景
（
実
景
・
真

景
）
を
描
写
し
た
詩
へ
と
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
⑥
の
「
風
俗
」
に
分
類
さ
れ
る
よ
う
な
詩
は
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
漢
詩
の

日
本
化
（
現
実
化
）
と
い
う
問
題
と
関
わ
っ
て
広
く
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

詩
で
す
。
江
戸
時
代
に
お
い
て
遊
里
遊
廓
は
文
化
の
発
信
源
の
一
つ
で
し
た
が
、

中
国
で
発
生
し
た
竹
枝
と
い
う
詩
体
を
用
い
て
、
江
戸
時
代
中
期
以
降
、
江
戸

を
初
め
各
地
の
遊
里
遊
廓
の
風
俗
や
人
間
模
様
が
漢
詩
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
更
に
は
遊
里
遊
廓
に
限
ら
ず
さ
ま
ざ
ま
な
都
市
の
風
俗

も
詩
の
テ
ー
マ
に
な
っ
た
ほ
か
、
中
国
南
宋
の
田
園
詩
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、

日
本
各
地
の
田
園
風
景
・
田
園
風
俗
も
ま
た
写
実
的
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
都
市
や
田
園
で
の
労
働
の
様
子
も
ま
た
詩
の
材

料
と
し
て
取
り
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
漢
詩

の
日
本
化
や
大
衆
化
の
も
た
ら
し
た
も
の
だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
⑦
の
分
類
の
「
抒
情
」
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
な
詩
で
あ
ろ
う
と
す
べ
て

の
詩
の
基
底
に
は
抒
情
が
あ
る
と
い
う
場
合
の
広
義
の
抒
情
で
は
な
く
、
心
の

中
の
思
い
を
主
題
と
し
て
詠
む
、
つ
ま
り
狭
義
の
抒
情
の
表
現
を
指
し
て
い
る

い
わ
ゆ
る
抒
情
詩
の
分
類
で
す
が
、
図
式
化
し
て
例
示
し
た
ａ
〜
ｆ
は
そ
の
具

体
的
な
下
位
分
類
で
、
も
っ
と
他
に
も
こ
の
分
類
に
入
る
も
の
が
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　
最
後
の
分
類
は
⑧
の
「
異
国
」
で
す
。、
も
と
よ
り
漢
詩
の
詩
体
や
形
式
は

中
国
で
成
立
し
た
も
の
で
、
日
本
で
の
漢
詩
は
そ
れ
に
則
っ
て
作
ら
れ
る
も
の

で
す
か
ら
、
中
国
の
歴
史
や
地
理
や
文
化
が
主
題
に
な
る
こ
と
は
む
か
し
か
ら

当
然
多
か
っ
た
わ
け
で
す
が
、
日
本
の
漢
詩
人
に
と
っ
て
中
国
は
外
国
で
は
あ

る
も
の
の
、
大
雑
把
に
言
え
ば
同
じ
儒
教
文
化
圏
の
中
の
い
わ
ゆ
る
「
同
文
同

種
」
の
国
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
「
異
国
」（
文
化
の
違
う
奇
異
な
国
）
と
い
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う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
こ
で
い
う
「
異
国
」
と
は
西
洋
の
こ
と

を
指
し
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
お
け
る
西
洋
と
の
窓
口
は
基
本
的
に
は
長
崎

で
し
た
が
、
江
戸
時
代
の
多
く
の
詩
人
・
文
人
た
ち
は
長
崎
を
訪
れ
、
西
洋
の

片
鱗
に
触
れ
て
そ
れ
を
漢
詩
に
詠
み
ま
し
た
。
そ
し
て
、
幕
末
に
な
る
と
幕
府

か
ら
何
度
も
西
洋
へ
使
節
が
派
遣
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
随
行
員
の
中
に

は
自
ら
見
聞
し
た
西
洋
を
漢
詩
に
詠
む
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
幕

末
期
に
お
け
る
西
洋
の
情
報
や
西
洋
に
対
す
る
認
識
は
、
基
本
的
に
は
漢
詩
や

漢
文
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
言
っ
て
良
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
以
上
、
江
戸
漢
詩
の
多
様
性
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
漢
詩
作
品
の

主
題
を
分
類
し
て
呈
示
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
引
き
続
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
分
類
に
該
当
す
る
具
体
的
な
作
品
を
挙
げ
て
紹
介
す
べ
き
な
の
で
す
が
、

分
類
の
一
つ
一
つ
に
該
当
す
る
作
品
を
紹
介
す
る
時
間
的
な
余
裕
が
あ
り
ま
せ

ん
。
特
に
①
の
「
述
志
」
や
③
の
「
詠
史
」
の
作
品
は
長
編
に
な
る
も
の
が
多

く
、
ま
た
典
拠
を
踏
ま
え
た
作
品
が
多
い
の
で
、
短
時
間
で
は
紹
介
し
き
れ
ま

せ
ん
。
そ
れ
で
今
日
は
、
内
容
的
に
も
表
現
に
お
い
て
も
、
い
か
に
も
江
戸
漢

詩
的
な
作
品
で
、
し
か
も
短
い
七
言
絶
句
四
首
だ
け
を
紹
介
す
る
に
止
め
さ
せ

て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。

　
ま
ず
一
首
目
は
、
柏
木
如
亭
と
い
う
詩
人
の
『
如
亭
山
人
藁
初
集
』（
文
化

七
年
・
一
八
一
〇
刊
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
七
言
絶
句
で
す
。

　
別
後　
　
　
　
　
　
　
別べ
つ
後ご

曾
将
情
種
蒔
心
田　
　
曾か
つ

て
情じ
ょ
う

種し
ゅ

を
将も

つ
て
心し
ん

田で
ん

に
蒔ま

く

別
後
空
床
不
得
眠　
　
別べ
つ
後ご

の
空く
う

床し
ょ
う　
眠ね
む
る
こ
と
を
得え

ず

展
尽
相
思
書
一
紙　
　
展の

べ
尽つ

く
す　
相そ
う

思し

の
書し
ょ

一い
っ

紙し

雨
窓
灯
火
夜
如
年　
　
雨う

窓そ
う
の
灯と
う
火か　
夜よ
る　
年と
し
の
如ご
と
し

　
「
情
種
」
は
、
愛
情
の
種
。「
心
田
」
は
、
心
に
感
情
が
芽
生
え
る
こ
と
か
ら
、

心
を
比
喩
的
に
心
田
と
言
っ
た
わ
け
で
す
。「
空
床
」
は
、　
空
っ
ぽ
の
寝
床
。

「
相
思
書
」
は
、
相
手
の
こ
と
を
思
慕
す
る
手
紙
す
な
わ
ち
恋
文
で
す
。「
夜
如

年
」
は
、
一
夜
が
ま
る
で
一
年
の
よ
う
だ
の
意
で
、
元
の
楊
維
楨
の
「
倪げ
い
元げ
ん
鎮ち
ん

を
訪と

ふ
も
遇あ

は
ず
」
と
い
う
詩
に
は
、「
一い
っ

窓そ
う

の
灯と
う

火か

夜よ
る

年と
し

の
如ご
と

し
」
と
あ
り

ま
す
。

　
一
人
の
女
に
対
す
る
愛
情
の
種
を
、
か
つ
て
我
が
心
の
田
に
蒔
い
た
。
今
夜

や
っ
て
来
た
そ
の
女
が
帰
っ
た
後
、
独
り
に
な
っ
た
寝
床
で
私
は
眠
れ
な
い
時

を
過
ご
す
。
以
前
貰
っ
た
恋
文
を
広
げ
て
、
雨
の
降
る
窓
辺
の
灯
と
も
し
び
の
も
と
で

読
み
返
し
て
い
る
と
、
今
夜
一
夜
が
ま
る
で
一
年
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
長

く
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
の
で
す
。
幕
府
の
小
普
請
方
大
工
棟
梁
を
辞
職
し
て
自

由
な
身
に
な
っ
た
三
十
二
歳
の
如
亭
の
作
で
、
恋
人
の
女
性
と
会
っ
て
別
れ
た

後
の
思
い
を
詠
ん
だ
恋
愛
詩
で
す
。

　

二
首
目
は
京
都
の
儒
者
梅
辻
春
樵
の
『
春
樵
隠
士
家
稿
』
巻
七
（
天
保
三

年
・
一
八
三
二
以
後
刊
）
か
ら
。

　
棄
児
行　
　
　
　
　
　
棄き

児じ

行こ
う　
　
（
五
首
の
う
ち
、
そ
の
二
）

抱
来
棄
去
又
彷
徨　
　
抱い
だ
き
来き
た
り　
棄す

て
去さ

り
て　
又ま

た
彷ほ
う
徨こ
う
す

犬
怪
人
驚
大
道
傍　
　
犬い
ぬ
は
怪あ
や
し
み　
人ひ
と
は
驚お
ど
ろ
く　
大だ
い
道ど
う
の

傍
か
た
わ
ら

欲
転
身
逃
心
在
彼　
　
身み

を
転て
ん
じ　
逃に

げ
ん
と
欲ほ
っ
し
て　
心こ
こ
ろは
彼か
れ
に
在あ

り

呱
呱
声
細
月
如
霜　
　
呱こ

呱こ

の
声こ
え

は
細ほ
そ

く
し
て　
月つ
き

は
霜し
も

の
如ご
と

し

転
句
の
「
彼
」
は
、
棄
て
よ
う
と
し
て
い
る
赤
ん
坊
を
指
し
て
い
ま
す
。「
呱

呱
」
は
、
赤
ん
坊
の
泣
く
声
で
す
。
江
戸
時
代
後
期
の
京
都
の
町
の
社
会
風
俗
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の
暗
黒
面
を
題
材
に
し
た
作
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
三
首
目
は
大
衆
化
し
て
地
方
で
も
漢
詩
が
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
の
、

地
方
在
住
の
農
民
の
詠
ん
だ
叙
景
詩
を
一
首
紹
介
し
ま
す
。『
五
山
堂
詩
話
』

補
遺
巻
五
（
天
保
三
年
・
一
八
三
二
刊
）
に
収
め
ら
れ
る
、
上
総
国
す
な
わ
ち

千
葉
県
南
西
部
の
君
津
で
庄
屋
を
つ
と
め
て
い
た
三み

幣へ
い
希
亮
（
号
は
周
淮
）
の

詩
で
す
。

　
暮
行
田
間　
　
　
　
　
暮く
れ
に
田で
ん
間か
ん
を
行い

く

出
門
已
失
夕
陽
明　
　
門も
ん
を
出い
で
て
已す
で
に
失し
っ
す　
夕せ
き
陽よ
う
の
明め
い

一
抹
村
烟
瞑
色
生　
　
一い
ち
ま
つ抹
の
村そ
ん
烟え
ん　
瞑め
い

色し
ょ
く

生し
ょ
う
ず

恰
是
水
田
先
得
月　
　

恰あ
た
か
も
是こ

れ
水す
い
田で
ん
は
先ま

づ
月つ
き
を
得え

金
波
皺
処
鬧
蛙
声　
　
金き
ん

波ぱ　
皺し
わ

む
処と
こ
ろ　

鬧ど
う

蛙あ

の
声こ
え

　
「
村
烟
」
は
、
村
里
に
た
な
び
く
夕
靄
。「
鬧
蛙
」
は
、
騒
が
し
く
鳴
く
蛙
。

我
が
家
の
門
を
出
る
と
、
夕
陽
は
も
う
明
る
さ
を
失
っ
て
お
り
、
村
里
に
た
な

び
く
夕
靄
に
は
翳
り
が
生
じ
て
い
た
。
ち
ょ
う
ど
水
田
に
は
月
の
光
が
射
し
始

め
、
金
色
の
さ
ざ
波
が
立
つ
処
に
蛙
の
賑
や
か
な
鳴
き
声
が
響
い
て
い
る
と
い

う
、
当
時
の
日
本
の
田
園
の
実
景
が
美
し
く
描
か
れ
る
詩
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
四
首
目
と
し
て
、
幕
末
の
日
本
人
が
ア
メ
リ
カ
で
感
じ
た
こ
と
を
詠

ん
だ
詩
を
紹
介
し
ま
す
。
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
に
幕
府
が
日
米
通
商
条
約

を
批
准
す
る
た
め
派
遣
し
た
遣
米
使
節
の
随
行
員
森
田
桂
園
の
ア
メ
リ
カ
で
の

見
聞
詩
集
『
航
米
雑
詩
』（
文
久
元
年
・
一
八
六
一
刊
）
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の

首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
を
訪
れ
た
時
の
作
で
す
。

士
女
争
看
使
節
過　
　
士し

女じ
ょ　

争あ
ら
そ
ひ
て
看み

る　
使し

節せ
つ
の
過す

ぐ
る
を

千
車
轂
撃
万
肩
摩　
　
千せ
ん

車し
ゃ　

轂こ
く

は
撃う

ち　
万ば
ん

肩け
ん

摩ま

す

不
須
百
雉
都
城
険　
　
須も
ち
ひ
ず　

百ひ
ゃ
く
雉ち　
都と

城じ
ょ
う
の
険け
ん
な
る
を

知
是
人
心
期
共
和　
　
知し

ん
ぬ　
是こ

れ
人じ
ん
心し
ん
の
共き
ょ
う
和わ

を
期き

す
る
を

　
「
轂こ
し
き
」
は
、
車
輪
の
中
心
に
あ
る
丸
い
穴
で
、
こ
こ
を
車
軸
が
貫
き
、
車
体

と
車
輪
と
を
繋
い
で
い
る
部
分
で
す
。「
轂
撃
肩
摩
」
は
、『
史
記
』
蘇
秦
伝
を

典
拠
と
す
る
言
葉
で
、
車
や
人
が
雑
踏
し
て
い
る
こ
と
を
言
い
ま
す
。「
百
雉
」

は
、
高
い
堅
固
な
城
壁
。
人
々
が
共
和
政
治
を
期
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
と
い
う

国
で
は
、
首
都
に
高
い
堅
固
な
城
壁
な
ど
不
必
要
だ
思
っ
て
い
る
と
い
う
の
で

す
。
日
本
か
ら
の
使
節
一
行
を
歓
迎
す
る
市
民
の
様
子
を
見
て
、
森
田
桂
園
は

日
本
に
お
け
る
幕
府
に
よ
る
政
治
の
在
り
方
と
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
民
主
主

義
に
基
づ
く
共
和
政
治
と
い
う
も
の
の
在
り
方
と
の
違
い
を
認
識
し
た
と
言
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。

＊

　
以
上
の
よ
う
な
、
江
戸
漢
詩
の
多
様
な
主
題
と
表
現
は
、
同
時
代
の
韻
文
形

式
と
し
て
享
受
さ
れ
て
い
た
和
歌
や
俳
諧
と
重
な
る
部
分
を
持
ち
つ
つ
も
、
和

歌
や
俳
諧
と
い
う
形
式
で
は
取
り
扱
え
な
か
っ
た
幅
広
い
主
題
を
取
り
挙
げ
、

ま
た
和
歌
や
俳
諧
の
表
現
と
は
異
な
る
表
現
法
に
よ
っ
て
、
江
戸
時
代
の
現
実

や
人
々
の
感
情
の
あ
り
よ
う
を
掬
い
上
げ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

文
学
の
形
式
あ
る
い
は
韻
文
の
形
式
に
は
、
そ
の
形
式
そ
の
も
の
の
有
し
て
い

る
規
制
力
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
形
式
に
よ
っ
て
内
容
が
規
制
さ
れ
、
選
ば

れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
和
歌
に
は
和
歌
の
、
俳
諧
に
は
俳
諧
の
得
意

と
す
る
主
題
や
内
容
が
あ
る
反
面
、
和
歌
や
俳
諧
で
は
表
現
で
き
な
い
主
題
や

内
容
と
い
う
も
の
も
あ
り
、
そ
う
し
た
も
の
を
同
時
代
の
韻
文
形
式
で
あ
る
漢
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揖斐高　江戸漢詩への誘い

詩
が
担
っ
て
き
た
と
い
う
の
は
儼
然
た
る
文
学
史
的
な
事
実
な
の
で
す
。
し
た

が
っ
て
、
和
歌
や
俳
諧
だ
け
で
江
戸
時
代
の
韻
文
の
世
界
を
網
羅
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
し
、
江
戸
時
代
の
社
会
の
在
り
方
や
人
々
の
心
や
考
え
方
を
過
不

足
な
く
捉
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
日
本
文
学
の
重
要
な
一
領
域
と
し
て
江

戸
漢
詩
を
正
当
に
評
価
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

（
い
び
・
た
か
し　
本
学
名
誉
教
授
）




