
秋
の
言
た
る
や
、
愁
な
り

（
後
漢
・
班
固
『
白
虎
通
義
』）

秋
は
愁
い
の
季
節
で
あ
る
。
中
国
文
学
に
は
、
秋
の
悲
し
み
を
う
た
う
、
い

わ
ゆ
る
「
悲
秋
」
の
文
学
の
伝
統
が
あ
る
。
そ
の
表
現
と
し
て
の
淵
源
は
、
紀

元
前
三
世
紀
こ
ろ
に
作
ら
れ
た
『
楚
辞
』
九
弁
の
冒
頭
の
一
節
、「
悲
し
い
か

な
、
秋
の
気
た
る
や
、
蕭
瑟
と
し
て
草
木
揺
落
し
て
変
衰
す
」
や
、『
淮
南
子
』

謬
称
訓
の
「
春
の
女
は
思
い
、
秋
の
士
は
悲
し
む
」
な
ど
に
あ
る
。
九
弁
の
こ

と
ば
は
三
世
紀
、
晋
・
潘
岳
「
秋
興
賦
」
に
受
け
継
が
れ
、
そ
の
流
れ
を
く
む

詩
賦
が
数
多
く
作
ら
れ
た
。
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
わ
が
国
の
文

学
に
も
受
け
継
が
れ
、
お
よ
そ
秋
を
う
た
う
詩
や
歌
に
、
悲
し
み
の
色
合
い
を

帯
び
な
い
も
の
を
探
す
ほ
う
が
困
難
で
あ
ろ
う
。

春
は
、
青
春
。
滅
び
を
連
想
す
る
秋
に
対
し
て
、
そ
れ
は
若
さ
と
生
命
の
躍

動
に
溢
れ
る
季
節
で
あ
る
。
冬
の
寒
さ
が
厳
し
い
ぶ
ん
、
春
の
訪
れ
が
も
た
ら

す
喜
び
は
大
き
く
、
風
の
あ
た
た
か
さ
、
花
の
か
ぐ
わ
し
さ
が
う
た
わ
れ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
春
に
も
ま
た
「
春
愁
」
が
あ
る
。
秋
の
愁
い

が
悲
痛
で
あ
り
、
哀
切
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
春
愁
」
と
い
う
こ
と
ば
に

は
、
何
や
ら
も
の
う
げ
な
、
そ
こ
は
か
と
な
く
寂
し
い
よ
う
な
印
象
も
あ
る
。

（
１
）

前
野
直
彬
「
春
草
考
」
に
は
、
六
朝
よ
り
盛
唐
詩
に
至
る
「
春
草
」
詩
の
展

開
が
説
き
尽
く
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
唐
代
以
後
の
「
春
草
」（
芳
草
）

を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
る
詩
を
と
り
あ
げ
、
日
本
の
詩
を
も
含
め
た
詩
風
の
推
移

を
た
ど
っ
て
み
た
い
。

一
愁

杜
甫

よ

江
草
日
日
喚
愁
生

江
草

日
日

愁
ひ
を
喚
び
て
生
ず

れ
い
れ
い

巫
峽
�
�
非
世
�

巫
峽

�
�

世
情
に
非
ず

な
ん

盤
渦
鷺
浴
底
心
性

盤
渦

鷺
浴
す

底
の
心
性
ぞ

ひ
ら

獨
樹
�
發
自
分
明

独
樹

花
発
い
て

自
ず
か
ら
分
明

春

草

―
愁
の
表
象
―

福

島

理

子

春草
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十
年
戎
馬
暗
南
國

十
年

戎
馬

南
国
に
暗
し

異
域
賓
客
老
孤
城

異
域

賓
客

孤
城
に
老
ゆ

渭
水
秦
山
得
見
否

渭
水

秦
山

見
る
を
得
ん
や
否
や

人
今
罷
病
虎
縱
�

人
は
今
罷
病
し

虎
は
縦
横

大
暦
二
（
七
六
七
）
年
春
、
杜
甫
五
十
六
歳
こ
ろ
の
作
と
い
う
。
大
暦
元

年
、「
秋
興

八
首
」
に
秋
の
思
い
を
詠
い
き
っ
た
杜
甫
が
、
翌
年
、
悲
哀
を

こ
め
て
春
の
愁
い
を
詠
っ
た
も
の
で
あ
る
。
詩
の
後
半
二
聯
に
、
当
時
の
杜
甫

を
悩
ま
せ
て
い
た
愁
い
の
原
因
が
描
か
れ
て
い
る
。
十
年
も
の
間
南
方
で
戦
い

が
続
き
、
自
分
自
身
は
何
の
働
き
も
な
い
ま
ま
に
、
異
境
で
ひ
と
つ
ひ
と
つ
年

を
取
っ
て
い
く
ば
か
り
で
あ
る
。
民
は
疲
れ
き
っ
て
い
る
と
い
う
の
に
、
虎
の

よ
う
に
む
ご
い
役
人
が
は
び
こ
る
世
の
中
。
一
方
、
無
垢
の
自
然
は
、
自
分
を

慰
め
て
く
れ
る
か
と
思
え
ば
そ
う
で
は
な
く
、
自
分
を
孤
独
に
つ
き
落
と
し
、

一
層
そ
の
憂
愁
を
つ
の
ら
せ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
。
杜
甫
の
詩
に
は
悠
久

の
自
然
の
営
み
の
う
ち
に
慰
め
を
見
出
す
も
の
が
多
い
が
、
こ
の
詩
で
は
、
自

ら
の
孤
独
に
寄
り
添
っ
て
は
く
れ
な
い
、「
非
情
」
の
自
然
が
描
か
れ
る
。
そ

れ
が
前
二
聯
で
あ
る
。
江
上
の
草
は
一
日
一
日
と
生
え
、
そ
の
草
の
生
え
る
に

つ
れ
て
我
が
愁
い
を
呼
び
起
こ
す
。
さ
ら
さ
ら
と
流
れ
る
水
も
、
長
江
の
う
ず

で
水
浴
び
を
楽
し
ん
で
い
る
白
鷺
も
、
気
高
く
そ
そ
り
立
つ
一
本
木
の
上
に
咲

く
花
も
、
す
べ
て
悩
み
苦
し
む
私
な
ど
と
は
無
縁
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。

こ
の
杜
甫
の
詩
の
愁
い
の
も
と
に
ま
ず
あ
る
の
は
、
郷
愁
で
あ
る
。
川
辺
の

草
が
日
に
日
に
生
長
す
る
姿
が
、
郷
里
に
帰
れ
ぬ
ま
ま
徒
ら
に
過
ご
す
自
身
の

境
遇
と
、
そ
の
時
間
の
長
さ
と
を
痛
感
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
秋
の
憂
愁
は
、

草
木
の
枯
れ
衰
え
る
秋
と
い
う
季
節
が
人
生
の
秋
、
つ
ま
り
終
焉
が
迫
り
来
る

の
を
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
春
は
な
ぜ
憂
わ
し
い
の
だ
ろ
う

か
。
春
の
愁
い
を
う
た
う
文
学
の
、
そ
の
表
現
の
淵
源
は
、「
悲
秋
」
と
同

様
、
紀
元
前
三
世
紀
、『
楚
辞
』
の
一
節
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

王
孫
遊
び
て
帰
ら
ず
、
春
草
生
じ
て
萋
萋
た
り

（『
楚
辞
』
招
隠
士
）

た
と
え
ば
、
明
・
邵
傅
『
杜
律
集
解
』
に
は
、
こ
の
詩
の
前
半
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
注
釈
を
く
わ
え
て
い
る
。

前
四
句
は
愁
を
言
ひ
、
後
の
四
句
は
愁
の
実
な
り
。
楚
詞
に
云
は
く
、

「
春
草
生
じ
て
萋
萋
た
り
、
王
孫
遊
び
て
帰
ら
ず
」
と
。
今
、
江
草
日
に

長
く
し
て
、
我
が
身
未
だ
帰
ら
ず
。
故
に
愁
を
喚
び
て
生
ず
。
峡
水
�
�

と
し
て
、
我
が
帰
る
を
思
ふ
が
為
に
少
な
く
も
其
の
流
れ
を
止
め
ず
。
是

れ
何
ぞ
無
情
な
る
や
。（
以
下
略
）

「
王
孫
」
と
い
う
語
は
、
本
来
は
、
王
の
子
孫
、
つ
ま
り
公
子
を
意
味
す
る

が
、『
楚
辞
』
で
は
、
王
族
で
あ
っ
た
屈
原
の
イ
メ
ー
ジ
で
、
題
の
「
招
隠
士

（
隠
士
を
招
く
）」
に
い
う
「
隠
士
」、
す
な
わ
ち
世
を
避
け
る
（
あ
る
い
は
逐

わ
れ
た
）
賢
者
を
意
味
す
る
。
郷
里
を
離
れ
た
貴
公
子
（
賢
者
）
が
帰
ら
ぬ
ま

ま
、
時
は
過
ぎ
、
春
の
草
が
青
々
と
生
い
茂
る
ま
で
に
な
っ
た
、
と
い
う
表
現

を
踏
ま
え
、
杜
詩
で
は
、
川
辺
の
草
が
日
に
日
に
生
い
茂
る
の
を
見
て
は
、

「
異
域
の
賓
客
（
異
郷
の
旅
人
）」
と
な
っ
た
ま
ま
帰
れ
ぬ
自
分
自
身
（
暗
に
賢

者
に
比
す
）
に
思
い
を
致
し
、
憂
愁
に
と
ざ
さ
れ
る
。
巫
峽
の
水
も
時
の
流
れ

を
止
め
て
く
れ
よ
う
と
は
し
な
い
。
私
の
心
を
分
か
ろ
う
と
も
し
て
は
く
れ
な

春草
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い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
方
で
、
こ
の
杜
甫
の
句
は
、『
楚
辞
』
を
介
さ
ず
と
も
、
つ
ま

り
郷
愁
と
し
な
く
と
も
、
解
釈
可
能
で
あ
る
。
川
辺
の
草
が
春
の
訪
れ
と
と
も

に
、
ぼ
う
ぼ
う
と
は
び
こ
る
姿
そ
の
も
の
が
、
見
る
も
の
の
心
に
憂
い
を
呼
び

覚
ま
す
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
清
・
楊
倫
の
『
杜
詩
鏡
銓
』
で

は
、

あ
ら
は

日
日
に
し
て
長
ず
る
は
、
既
に
其
の
我
が
憔
悴
を
形
す
を
恐
れ
、
�
�
と

し
て
淡
な
る
は
、
又
た
其
の
我
が
寂
寞
に
対
す
る
を
悩
む
。

と
い
い
、『
楚
辞
』
を
踏
ま
え
た
解
釈
を
行
わ
な
い
。

杜
甫
を
祖
述
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
宋
・
王
安
石
に
、「
芳
草
」
と
題
す
る

詩
が
あ
る
。
吉
川
幸
次
郎
が
「
す
べ
て
に
お
い
て
鋭
敏
で
潔
癖
で
あ
っ
た
彼
の

（
２
）

自
画
像
と
し
て
、
読
め
る
」（『
元
明
詩
概
説
』）
と
評
す
る
よ
う
に
、
淋
し
く

美
し
い
抒
情
性
に
富
ん
だ
詩
篇
で
あ
る
。

芳
草

王
安
石

う

芳
草
知
誰
種

芳
草

知
ん
ぬ
誰
か
種
え
し

そ

�
階
已
數
叢

階
に
縁
ひ
て

已
に
数
叢

無
心
與
時
競

時
と
競
ふ
心
無
き
に

何
苦
�
葱
葱

何
を
苦
し
ん
で
か

緑
葱
葱
た
る

誰
が
植
え
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
か
ぐ
わ
し
い
春
草
が
き
ざ
は
し
の
傍

ら
の
其
処
此
処
に
群
が
っ
て
い
る
。
時
と
争
う
心
が
あ
ろ
う
は
ず
も
な
い
の

に
、
何
が
つ
ら
く
て
か
く
も
青
青
と
急
ぎ
繁
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

生
命
の
躍
動
を
覚
え
る
は
ず
の
、
か
ぐ
わ
し
い
春
草
に
却
っ
て
せ
つ
な
さ
を

か
き
た
て
ら
れ
る
さ
ま
は
、
杜
甫
の
「
愁
」
を
意
識
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、

杜
甫
の
詩
の
こ
と
ば
を
そ
の
ま
ま
う
つ
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、

大
き
な
違
い
は
、
杜
甫
の
詩
に
お
い
て
、
愁
い
の
原
因
が
本
当
は
打
ち
続
く
戦

乱
、
横
暴
な
役
人
、
無
力
な
自
分
、
せ
ま
る
老
い
に
あ
り
、
春
草
が
郷
里
か
ら

も
み
や
こ
か
ら
も
切
り
離
さ
れ
た
自
己
の
落
魄
の
境
遇
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
契

機
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
王
安
石
の
詩
に
お
い
て
、
芳
草
の
愁
は
『
楚

辞
』
と
の
つ
な
が
り
を
断
ち
切
っ
て
成
立
し
て
お
り
、
郷
愁
と
も
別
離
と
も
無

縁
で
あ
る
。
詩
人
の
心
に
痛
み
を
覚
え
さ
せ
る
の
は
、
春
草
の
は
び
こ
る
勢
い

そ
の
も
の
な
の
だ
。
急
き
込
む
よ
う
に
生
い
茂
る
さ
ま
が
、
あ
く
せ
く
と
日
を

お
く
る
自
分
の
姿
に
重
な
る
か
ら
で
あ
る
。

杜
詩
に
も
、
巫
峡
の
流
れ
を
「
世
情
に
非
ず
」
と
い
い
（
無
情
で
は
な
く
、

非
情
で
あ
る
）、
水
浴
び
を
す
る
鷺
に
「
何
の
心
性
ぞ
」
と
問
う
表
現
に
、
擬

人
的
な
要
素
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
王
安
石
の
詩
に
お
い
て
は
、
よ
り

明
確
に
擬
人
表
現
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
芳
草
は
ほ
と
ん
ど
人
格
化
し
て
い

る
。
杜
甫
に
と
っ
て
、
江
草
も
峡
谷
も
、
彼
自
身
が
疎
外
感
を
か
み
し
め
て
い

る
か
ら
こ
そ
、
冷
淡
に
み
え
る
自
然
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
詩
人
の
思
い
と

自
然
と
が
同
調
し
て
い
る
。
一
方
、
王
安
石
に
と
っ
て
芳
草
は
愁
う
る
自
己
そ

の
も
の
で
あ
る
。
杜
詩
の
表
現
を
盛
唐
詩
ら
し
く
景
情
一
致
、
王
安
石
の
表
現

を
宋
人
ら
し
く
擬
人
的
と
評
す
る
の
は
容
易
で
あ
る
が
、
一
く
く
り
に
論
ず
る

の
は
避
け
た
い
。

さ
ら
に
杜
甫
と
も
、
王
安
石
と
も
異
な
る
ス
タ
ン
ス
で
、
春
草
の
愁
を
賦
し

春草
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て
い
る
の
が
、
明
の
文
人
、
沈
周
で
あ
る
。

�
上
春
草

道
上
の
春
草

沈
�

春
草
本
無
愁

春
草

本
と
愁
ひ
無
し

有
愁
因
我
生

愁
ひ
有
る
は

我
に
因
り
て
生
ず

千
里
隨
我
�

千
里

我
に
随
ひ
て
遠
く

始
自
出
門
行

門
を
出
で
て
行
く
よ
り
始
ま
る

一
歩
長
一
苗

一
歩
に
一
苗
を
長
じ

ま
つ

根
從
心
上
�

根
は
心
上
よ
り
�
は
る

そ
そ

く
さ

酒
澆
根
不
爛

酒

澆
げ
ど
も

根

爛
ら
ず

詩
�
苗
復
榮

詩
も
て
遣
る
も

苗

復
た
栄
る

何
如
閉
門
坐

何
如
ぞ

門
を
閉
ざ
し
て
坐
し

愁
草
兩
忘
�

愁
ひ
と
草
と

両
つ
な
が
ら
忘
情
す
る
に

草
そ
の
も
の
に
愁
い
の
情
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
な
の
に
春
草
に
愁

い
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
愁
え
て
い
る
わ
た
し
の
せ
い
な
の
だ
。
遠
く
千
里
の

か
な
た
ま
で
わ
た
し
に
つ
い
て
ま
わ
る
草
は
、
す
で
に
門
を
出
て
歩
き
出
し
た

と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
一
歩
歩
け
ば
、
苗
が
一
本
生
え
、
そ
の
根
は
わ

た
し
の
心
に
か
ら
み
つ
い
て
い
る
。
酒
を
そ
そ
い
で
も
そ
の
根
は
く
ち
ず
、
詩

で
は
ら
そ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
は
び
こ
っ
て
し
ま
う
。
も
う
い
っ
そ
、
門
を

閉
ざ
し
て
こ
も
り
、
愁
い
も
草
も
忘
れ
て
し
ま
お
う
か
。「
忘
情
」
は
心
を
動

か
さ
れ
な
い
、
と
い
う
意
で
あ
る
。

春
草
が
私
を
愁
え
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
、
春
草
そ
の
も
の

が
愁
え
て
い
る
の
で
も
な
い
。
愁
え
て
い
る
の
は
こ
の
私
自
身
、
主
体
で
あ
る

詩
人
の
心
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
春
草
詩
が
、
詩
人
の
主
観
と
客
体
で
あ
る
自

然
と
が
同
調
し
、
融
合
し
て
い
た
の
に
対
し
、
沈
周
の
詩
で
は
、
主
観
と
客
体

は
分
離
し
、
悲
し
み
を
客
体
に
投
影
し
て
い
る
自
己
が
明
確
に
意
識
さ
れ
る
。

悲
し
い
草
な
ど
な
い
。
悲
し
む
お
の
れ
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
お
の
れ
が
悲

し
む
が
ゆ
え
に
、
情
を
持
つ
は
ず
の
な
い
草
に
悲
し
み
を
見
て
し
ま
う
に
す
ぎ

な
い
。
主
観
唯
心
論
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
、
理
知
的
な
リ
リ
シ
ズ
ム
。
対
象
と

の
悲
し
み
の
共
有
を
失
う
こ
と
に
よ
り
、
い
っ
そ
う
の
孤
独
感
が
た
だ
よ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
詩
に
『
楚
辞
』
の
郷
愁
の
影
は
ま
っ
た
く
見
る
こ
と
が
で
き
な

い
。杜

甫
や
王
安
石
の
詩
に
お
い
て
は
、
詩
人
の
主
観
（
心
）
と
対
象
た
る
自
然

は
連
動
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
沈
周
の
そ
れ
は
主
観
と
客
体
と
し
て
の
自

然
の
分
離
で
あ
り
、
自
然
が
情
を
リ
ー
ド
す
る
と
い
う
伝
統
的
な
漢
詩
の
型
か

ら
、
自
己
の
眼
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
認
識
さ
れ
、
表
現
さ
れ
る
自
然
へ

と
転
換
し
た
。
描
か
れ
る
の
は
、
自
然
に
触
発
さ
れ
た
情
で
は
な
く
、
自
身
の

目
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
自
然
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
意
識
さ
れ
る
。
そ
れ

は
外
界
に
は
存
在
せ
ず
、
自
ら
の
胸
中
に
の
み
作
ら
れ
る
自
然
で
も
あ
り
得
る

の
で
あ
る
。

二

こ
こ
で
、
少
し
詩
か
ら
離
れ
て
、
頡
詞
の
世
界
で
春
草
（
芳
草
）
を
め
ぐ
る

春草

一八



愁
い
の
表
現
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
の
か
を
見
て
み
た
い
。
次
に
挙
げ

る
の
は
、
南
唐
の
後
主
・
李
�
の
作
で
あ
る
。

�
�
樂

李
�

別
來
春
�

別
来

春
は
半
ば

觸
目
愁
腸
斷

触
目

愁
腸
断
ゆ

砌
下
落
�
如
�
亂

砌
下

落
梅
は
雪
の
如
く
乱
れ

拂
了
一
身
�
滿

払
了
す
れ
ど
も

一
身
に
還
た
満
つ

よ

雁
來
音
信
無
憑

雁
来
た
れ
ど
も

音
信
憑
る
無
く

路
遙
歸
夢
�
成

路
遥
か
に
し
て

帰
夢
成
り
難
し

あ
た

離
恨
恰
如
芳
草

離
恨

恰
か
も
芳
草
の
如
く

ま

�
行
�
	
�
生

更
に
行
き
更
に
遠
ざ
か
り
て

還
た
生
ず

別
れ
を
告
げ
て
か
ら
、
時
は
過
ぎ
て
春
の
半
ば
と
も
な
り
、
目
に
触
れ
る
も

の
す
べ
て
に
、
は
ら
わ
た
が
ち
ぎ
れ
る
よ
う
な
悲
し
み
を
お
ぼ
え
る
。
石
だ
た

み
の
あ
た
り
に
梅
の
花
び
ら
が
雪
の
よ
う
に
ち
ら
ば
り
、
払
っ
て
も
払
っ
て
も

体
中
に
ま
と
わ
り
つ
く
。
雁
が
渡
っ
て
き
て
も
故
郷
か
ら
の
手
紙
を
届
け
て
も

ら
う
わ
け
に
は
い
か
ず
、
そ
の
道
の
り
は
あ
ま
り
に
遠
く
て
、
故
郷
へ
還
る
夢

を
見
る
こ
と
す
ら
か
な
わ
な
い
。
故
郷
と
離
れ
た
恨
み
は
、
ま
る
で
芳
ば
し
い

春
草
の
よ
う
に
、
道
行
け
ば
行
く
ほ
ど
に
ま
す
ま
す
生
い
茂
る
の
だ
。

こ
の
詞
に
う
た
わ
れ
て
い
る
の
は
、
故
国
か
ら
隔
て
ら
れ
た
恨
み
で
あ
り
、

芳
草
の
語
に
は
『
楚
辞
』
招
隠
士
に
も
と
づ
く
連
想
が
は
た
ら
い
て
い
る
。
し

か
し
、
表
現
が
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
芳
草
が
な
ぞ
ら

え
ら
れ
て
い
る
も
の
に
は
若
干
の
相
違
が
あ
る
。『
楚
辞
』
が
、
帰
ら
ぬ
君
子

を
待
つ
人
の
立
場
で
歌
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
李
�
詞
で
う
た
わ
れ
る
の
は

さ
す
ら
う
者
の
側
の
心
情
で
あ
る
。
ま
た
、『
楚
辞
』
で
は
、
春
草
は
不
在
の

時
間
の
経
過
を
思
わ
せ
る
も
の
と
し
て
あ
る
の
に
対
し
て
、
李
�
詞
で
は
芳
草

の
は
び
こ
る
さ
ま
が
、
ど
こ
ま
で
も
つ
き
ま
と
い
、
瞬
く
間
に
増
大
す
る
恨
み

に
よ
そ
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

宋
・
秦
観
の
作
も
李
�
の
詞
と
ほ
ぼ
等
し
い
発
想
で
、「
芳
草
」
の
語
を
用

い
て
い
る
。八

六
子

秦
觀

倚
危
亭

危
亭
に
倚
れ
ば

恨
如
芳
草

恨
は
芳
草
の
如
しか

萋
萋


盡
�
生

萋
萋
と
し
て



り
尽
く
せ
ど
も
還
た
生
ず

お
も

念
柳
外
霤
�
別
後

念
ふ

柳
外

青
�
の
別
れ
し
後

水
邊
紅
袂
分
時

水
辺

紅
袂
の
分
か
れ
し
時

ひ
そ

愴
然
暗
驚

愴
然
と
し
て

暗
か
に
驚
く

（
後
半
略
）

高
い
あ
ず
ま
や
に
身
を
も
た
せ
て
い
る
と
、
刈
り
取
っ
て
も
刈
り
取
っ
て
も

ま
た
青
々
と
生
い
茂
る
芳
草
の
よ
う
に
、
恨
み
に
胸
が
ふ
さ
が
っ
て
し
ま
う
。

柳
の
木
の
か
た
わ
ら
で
馬
を
引
い
て
去
っ
て
か
ら
の
こ
と
、
川
べ
り
で
恋
人
と

袂
を
分
か
っ
た
と
き
の
こ
と
。
そ
れ
ら
か
ら
隔
た
っ
た
時
間
の
長
さ
に
愕
然
と

春草

一九



し
、
胸
を
痛
ま
せ
る
。

お
よ
そ
詩
賦
に
お
い
て
、
た
か
ど
の
に
独
り
も
た
れ
る
と
い
う
表
現
は
、
必

ず
そ
の
心
の
う
ち
に
愁
い
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
詞
に
お
い
て
、
そ

の
も
の
思
い
の
き
ざ
す
所
以
は
「
柳
外
青
�
の
別
れ
し
後
、
水
辺
紅
袂
の
分
か

れ
し
時
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
や
は
り
別
離
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
芳
草
の

繁
茂
す
る
さ
ま
を
「
萋
萋
」
の
語
を
用
い
て
形
容
す
る
と
こ
ろ
に
、
李
�
詞
よ

り
も
は
っ
き
り
と
し
た
『
楚
辞
』
の
投
影
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
こ
で

も
「
芳
草
」
の
語
に
よ
っ
て
、
振
り
払
っ
て
も
振
り
払
っ
て
も
心
の
内
に
巣
く

う
憂
愁
を
、
生
い
茂
る
草
に
た
と
え
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
頡
詞
に
お
け
る
「
春
草
」
は
、『
楚
辞
』
招
隠
士
の
系
譜

に
属
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。「
春
草
」
と
い
い
、「
芳
草
」

と
い
い
、
美
し
い
こ
と
ば
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
ら
は
青
春
の
象
徴
と
し
て
慕

わ
し
い
も
の
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
群
が
り
生
え
、
は
び
こ
る
暗
い

「
愁
い
」
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

中
国
に
お
け
る
詩
と
頡
詞
の
中
か
ら
「
春
草
（
芳
草
）」
が
「
愁
い
」
と
結

び
つ
い
て
い
る
作
を
い
く
つ
か
拾
い
上
げ
、
そ
の
表
現
の
展
開
と
系
譜
を
見
て

き
た
が
、
日
本
の
詩
で
は
ど
の
よ
う
な
変
奏
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
特
徴

的
と
思
わ
れ
る
表
現
を
選
ん
で
、
概
観
し
て
み
た
い
。

ま
ず
は
、
古
い
と
こ
ろ
で
菅
原
道
真
の
賦
作
を
『
菅
家
文
草
』
巻
二
よ
り
一

首
挙
げ
て
み
よ
う
。

中
�
�
春

中
途
に
し
て
春
を
送
る

菅
原
�
眞

春
�
客
行
客
�
春

春
は
客
の
行
く
を
送
り

客
は
春
を
送
る

傷
懷
四
十
二
年
人

傷
懷
す

四
十
二
年
の
人

思
家
�
落
書
齋
舊

家
を
思
ひ
て
は
涙
は
落
つ

書
斎
の
旧
る
に

在
路
愁
生
野
草
新

路
に
在
り
て
は
愁
ひ
生
ず

野
草
の
新
た
な
る
に

花
爲
隨
時
餘
色
盡

花
は
時
に
随
は
ん
が
為
に

余
色
尽
き

鳥
如
知
意
�
啼
頻

鳥
は
意
を
知
る
が
如
く

晩
啼
頻
り
な
り

風
光
今
日
東
歸
去

風
光

今
日

東
に
帰
り
去
る

一
兩
心
�
且
附
陳

一
両
の
心
情

且
つ
附
陳
せ
ん

詩
中
に
言
う
よ
う
に
道
真
四
十
二
歳
、
つ
ま
り
讃
岐
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
仁
和

二
（
八
八
六
）
年
、
京
都
か
ら
讃
岐
へ
赴
任
す
る
旅
の
途
中
に
作
ら
れ
た
詩
で

あ
る
。「
春
を
送
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
晩
春
、
三
月
の
吟
で
あ
る
。
春
は
わ

た
し
が
旅
立
つ
の
を
見
送
り
、
旅
人
の
わ
た
し
は
行
く
春
を
見
送
る
。
四
十
二

歳
と
も
な
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
と
心
を
痛
め
ず
に
は
お
れ
な
い
。
都
に
残
し
て
き

た
我
が
家
の
こ
と
を
思
う
と
、
あ
の
書
斎
も
主
を
な
く
し
て
古
び
て
し
ま
っ
て

い
る
こ
と
だ
ろ
う
と
、
涙
が
こ
ぼ
れ
る
。
旅
行
く
道
に
春
草
が
萌
え
出
で
た
の

を
見
る
に
つ
け
、
愁
わ
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。
花
は
時
の
流
れ
に
従
っ
て
、
散

り
残
っ
て
い
た
も
の
も
す
べ
て
枯
れ
あ
せ
て
し
ま
い
、
鳥
は
わ
た
し
の
さ
び
し

い
心
を
知
る
か
の
よ
う
に
、
夕
暮
れ
の
空
に
し
き
り
に
鳴
い
て
い
る
。
美
し
か

っ
た
春
の
風
景
が
今
日
、
東
方
へ
帰
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
。
わ
た
し
の
こ
の
思

春草

二〇



い
を
少
し
な
が
ら
、
春
に
託
し
て
、
東
の
都
の
人
た
ち
に
訴
え
た
い
。

都
か
ら
、
讃
岐
の
い
な
か
へ
。
失
意
の
道
真
が
郷
里
の
都
を
恋
う
て
賦
し
た

作
で
あ
り
、「
春
草
」
あ
る
い
は
「
芳
草
」
は
こ
こ
で
は
「
野
草
」
と
い
う
こ

と
ば
に
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
が
、
郷
愁
、
別
離
の
愁
い
を
表
現
す
る
キ
ー
ワ

ー
ド
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

（
３
）

小
島
憲
之
、
山
本
登
朗
両
氏
の
注
に
、
首
聯
は
、
白
居
易
「
潯
陽
の
春

三

首
」
第
三
首
の
「
春
去
く
」
に
見
え
る
「
四
十
六
の
時

三
月
尽
、
春
を
送
る

い
か

は
争
で
か
慇
懃
な
ら
ざ
る
を
得
ん
」
を
踏
ま
え
た
も
の
と
お
ぼ
し
く
、
こ
の
詩

の
脚
韻
が
、「
春
去
」
詩
の
脚
韻
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
道
真

は
白
詩
の
行
く
春
を
送
る
詩
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
春
を
送
る
悲
し
み
よ
り
も
痛

切
な
郷
愁
、
単
に
郷
愁
と
い
う
よ
り
も
っ
と
悲
痛
な
思
い
、
都
落
ち
の
失
意
、

い
つ
帰
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
不
安
を
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
文
字
通
り
、
都

を
離
れ
た
ま
ま
帰
れ
ぬ
「
王
孫
」
そ
の
人
の
悲
し
み
で
あ
り
、
そ
う
い
う
意
味

で
は
『
楚
辞
』
招
隠
士
の
直
系
の
流
れ
を
汲
む
名
唱
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。

道
真
の
詩
に
お
い
て
、「
野
草
」
が
愁
い
を
喚
起
す
る
の
は
何
ゆ
え
で
あ
ろ

う
か
。『
楚
辞
』
を
踏
ま
え
た
表
現
で
は
あ
る
が
、『
楚
辞
』
の
よ
う
に
郷
里
の

草
が
主
を
迎
え
ぬ
ま
ま
に
生
い
茂
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
詩
の
頷
聯
、
第
三

句
は
都
に
残
し
た
「
書
斎
」
を
思
っ
て
泣
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
第
四
句
の

「
野
草
」
は
主
の
い
な
い
郷
里
の
家
に
生
え
て
い
る
草
で
は
な
く
、
旅
先
で
目

に
し
た
情
景
な
の
で
あ
る
。
旅
先
で
目
に
す
る
情
景
と
は
い
っ
て
も
、
中
国
の

詩
の
例
に
見
受
け
ら
れ
た
よ
う
な
、
刈
れ
ど
も
刈
れ
ど
も
生
え
、
行
け
ど
も
行

け
ど
も
つ
い
て
来
る
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
も
な

い
。
実
は
、
道
真
の
こ
の
表
現
は
、
杜
甫
「
愁
」
の
第
一
句
に
も
っ
と
も
似
通

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
小
さ
い
な
が
ら
も
「
愁
生
（
愁
ひ
生
ず
）」
と
い
う
こ

と
ば
の
一
致
も
注
目
に
値
す
る
。
古
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
日
本
古
典
文
学
大

（
４
）

系
本
、
川
口
久
雄
校
注
に
は
、
道
真
詩
の
頸
聯
が
「
杜
甫
の
春
望
詩
蹈
城
春
に

し
て
草
木
深
し
、
時
に
感
じ
て
は
花
に
も
涙
を
濺
ぎ
、
別
れ
を
恨
ん
で
は
鳥
に

も
心
を
驚
か
す
蹙
と
、
詞
も
心
も
よ
く
似
て
い
る
、
お
そ
ら
く
杜
詩
を
よ
ん
で

い
た
に
違
い
な
い
」
と
あ
る
が
、
も
し
、「
愁
」
詩
と
「
中
途
送
春
」
詩
の
表

現
の
近
似
性
を
認
め
る
な
ら
ば
、
道
真
が
こ
の
詩
に
杜
詩
を
踏
ま
え
た
可
能
性

は
高
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

時
代
は
大
き
く
飛
ぶ
が
、
近
世
に
お
け
る
「
春
草
」
詩
の
展
開
を
概
観
し
て

み
た
い
。
近
世
中
期
、
古
文
辞
派
の
代
表
的
詩
人
、
服
部
南
郭
の
『
南
郭
先
生

文
集
』
四
編
巻
一
よ
り
七
言
律
詩
一
首
を
採
り
あ
げ
る
。

春
艸

服
部
南
郭

あ
か
ば
ね

く
さ

赤
�
溪
邉
艸

赤
羽
渓
辺
の
艸

頗
關
�
世
�

頗
る
違
世
の
情
に
関
は
る

年
年
�
病
長

年
年

病
と
長
じ

日
日
喚
愁
生

日
日

愁
ひ
を
喚
び
て
生
ず

霤
入
春
風
細

青
は
春
風
に
入
り
て
細
や
か
に

碧
留
朝
露
輕

碧
は
朝
露
を
留
め
て
軽
し

相
憐
窮
閾
色

相
ひ
憐
れ
む

窮
閾
の
色

春草
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な

莫
�
馬
蹄
行

馬
蹄
を
し
て
行
か
し
む
る
こ
と
莫
か
れ

赤
羽
川
の
岸
辺
に
生
え
る
草
は
、
世
間
と
相
容
れ
な
い
わ
た
し
の
心
と
結
び

つ
い
て
い
る
。
年
々
わ
た
し
の
偏
固
な
性
癖
と
同
じ
よ
う
に
大
き
く
な
り
、
日

ご
と
に
萌
え
出
で
て
は
わ
た
し
の
愁
い
を
さ
そ
う
。
春
風
に
吹
か
れ
て
細
や
か

に
揺
れ
る
青
い
色
。
朝
露
を
軽
や
か
に
う
け
と
め
て
輝
く
緑
の
色
。
路
地
裏
に

生
え
る
雑
草
の
姿
す
ら
わ
た
し
に
は
い
と
お
し
い
。
ど
う
ぞ
馬
の
ひ
づ
め
に
踏

み
し
だ
か
れ
ぬ
よ
う
に
し
て
お
く
れ
。
詩
に
見
え
る
「
病
」
は
、
い
わ
ゆ
る
病

気
で
は
な
く
、
世
の
人
々
に
合
わ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
性
癖
と
い
う
意
味
合

い
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
「
病
」
も
前
の
句

の
「
違
世
の
情
」
を
受
け
た
も
の
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

古
文
辞
派
の
詩
人
ら
し
く
、
杜
甫
の
「
愁
」
の
こ
と
ば
を
そ
の
ま
ま
襲
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
一
読
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
南
郭
の
こ
の
詩
は
郷
愁
や
別

離
を
う
た
う
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
南
郭
は
杜
詩
を
踏
襲
し
な
が
ら
、
そ

の
背
後
に
あ
る
『
楚
辞
』
の
世
界
は
意
識
し
て
い
な
い
。
王
安
石
や
沈
周
が
お

そ
ら
く
は
杜
甫
を
意
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
杜
詩
の
春
草
を
必
ず
し
も
郷

愁
を
さ
そ
う
も
の
と
し
て
取
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
、
南
郭
も
春
草
の
萌
え
出

で
、
は
び
こ
る
形
状
そ
の
も
の
を
、
愁
い
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
用
い
て
い
る

の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
詩
に
は
、
南
郭
詩
固
有
の
特
徴
が
あ
る
。
今
ま
で
見
た
い
ず
れ

の
詩
人
の
「
春
草
」
詩
に
も
な
い
ほ
ど
の
共
感
、
共
感
と
い
う
以
上
に
愛
情
と

も
言
い
う
る
よ
う
な
思
い
を
「
春
草
」
に
寄
せ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
わ
が

「
病
」
と
と
も
に
伸
び
、
愁
い
を
呼
び
起
こ
し
て
生
え
る
草
は
、
あ
た
か
も
長

年
慣
れ
親
し
ん
だ
友
の
よ
う
で
あ
り
、
む
さ
く
る
し
い
路
地
裏
に
生
え
る
雑
草

の
姿
に
も
、
不
器
用
な
自
分
と
の
類
似
点
を
見
出
し
て
い
る
。
馬
の
蹄
に
踏
み

し
だ
か
れ
ぬ
よ
う
に
と
い
う
詠
い
お
さ
め
が
印
象
的
で
、
愁
い
を
う
た
っ
た
詩

で
あ
り
な
が
ら
、
独
特
の
温
か
み
が
あ
る
。

江
湖
詩
社
の
詩
人
、
大
窪
詩
仏
に
も
「
春
草
」
と
題
す
る
七
言
律
詩
が
あ

る
。『
詩
聖
堂
詩
集
』
二
編
巻
一
、
文
化
七
（
一
八
一
〇
）
年
の
作
で
あ
る
。

春
草

大
窪
詩
佛

じ
ょ
う
じ
ょ
う
ぜ
ん
ぜ
ん

茸
茸
苒
苒
�
相
�

茸
茸
苒
苒
と
し
て

遠
く
相
ひ
連
な
る

極
目
誰
能
不
黯
然

極
目

誰
か
能
く
黯
然
た
ら
ざ
ら
ん

逕
路
無
媒
人
已
老

逕
路

媒
無
く
し
て

人
已
に
老
い

池
塘
有
夢
句
長
傳

池
塘

夢
有
り
て

句
長
く
伝
ふ

如
濃
却
淡
新
經
雨

濃
き
が
如
く
し
て
却
つ
て
淡
き
は

新
た
に
雨
を
経

似
淺
乍
深
時
帶
煙

浅
き
に
似
て
乍
ち
深
き
は

時
に
煙
を
帯
ぶ

た
だ

豈
啻
歸
思
斷
魂
事

豈
に
啻
に
帰
思
断
魂
の
事
の
み
な
ら
ん
や

牛
羊
點
點
兆
豐
年

牛
羊

点
点
と
し
て

豊
年
を
兆
す

遠
い
彼
方
ま
で
ぼ
う
ぼ
う
と
広
が
っ
て
い
る
よ
う
す
を
見
渡
せ
ば
、
愁
い
に

心
が
鎖
さ
れ
ず
に
は
お
れ
な
い
。
唐
の
許
渾
が
「
無
媒
の
逕
路

草
蕭
蕭
た

り
」（「
隠
者
を
送
る
」）
と
う
た
っ
た
よ
う
に
、
導
い
て
く
れ
る
人
の
な
い
道

に
訪
れ
る
も
の
も
無
く
、
う
っ
そ
う
と
草
の
生
い
茂
る
中
で
ひ
っ
そ
り
と
年
老

い
て
い
く
隠
者
も
あ
ろ
う
。
南
朝
宋
の
謝
霊
運
が
夢
の
中
で
謝
恵
連
に
逢
っ
て

「
池
塘

春
草
生
ず
」（「
地
上
の
楼
に
登
る
」）
と
い
う
名
句
を
得
、
そ
れ
が
千

春草
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載
人
に
伝
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
濃
い
よ
う
に
み
え
て
実
は
淡
い
の

は
、
雨
の
あ
と
の
草
の
色
。
浅
い
よ
う
に
見
え
て
実
は
草
深
い
の
は
、
ち
ょ
う

ど
も
や
が
か
か
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
春
草
が
う
た
わ
れ
る
の
は
郷
愁
や
胸
が
張

り
裂
け
そ
う
な
思
い
を
述
べ
る
た
め
ば
か
り
で
は
な
い
。
南
宋
の
陸
游
が
「
羊

牛
点
点
と
し
て
日
将
に
夕
な
ら
ん
と
す
」（「
出
遊
」
第
三
首
）
と
う
た
っ
た
よ

う
に
、
牛
や
羊
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
草
を
食
ん
で
い
る
姿
に
豊
作
を
予
感
で
き

る
の
も
、
春
草
の
お
か
げ
な
の
だ
。

詩
仏
の
こ
の
詩
は
詠
物
詩
と
し
て
作
ら
れ
て
お
り
、
喩
え
て
言
え
ば
、
ア
ラ

カ
ル
ト
を
並
べ
た
よ
う
な
仕
上
が
り
に
な
っ
て
い
る
。
春
草
に
ま
つ
わ
る
典
故

を
ち
り
ば
め
る
こ
と
に
眼
目
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
春
草
の
愁
い
も
第
七
句

に
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
ひ
と
つ
の
趣
向
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、「
帰
思
断

魂
を
述
べ
る
ば
か
り
が
春
草
の
詩
で
は
な
い
よ
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
か
え
っ

て
「
春
草
」
と
い
え
ば
、
郷
愁
を
う
た
う
も
の
と
い
う
了
解
が
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

詩
仏
の
作
よ
り
九
年
ほ
ど
前
に
、
菅
茶
山
が
賦
し
た
詩
を
あ
わ
せ
見
て
み
よ

う
。『
黄
葉
夕
陽
村
舎
詩
』
巻
六
所
収
、
享
和
元
（
一
八
〇
一
）
年
の
作
で
あ

る
。

間
行
。
與
吉
本
生
同
賦
得
耕
字

間
行
。
吉
本
生
と
同
に
耕
字
を
賦
し
得
た
り

菅
茶
山

林
鳥
�
�
語

林
鳥

�
�
と
し
て
語
り

溪
�
決
決
鳴

溪
�

決
決
と
し
て
鳴
る

風
將
吹
病
去

風

将
に
病
を
吹
き
て
去
り

草
自
喚
愁
生

草

自
づ
か
ら
愁
ひ
を
喚
び
て
生
ず

霽
郭
�
初
�

霽
郭

寒
初
め
て
退
き

春
郊
人
已
耕

春
郊

人
已
に
耕
す

も

君
如
減
書
課

君

如
し
書
課
を
減
ら
さ
ば

我
亦
伴
閑
行

我
も
亦
た
閑
行
に
伴
な
は
ん

林
の
鳥
が
ち
ゅ
ん
ち
ゅ
ん
と
さ
え
ず
り
交
わ
し
、
谷
川
の
水
が
こ
ん
こ
ん
と

流
れ
る
。
風
は
う
っ
と
し
い
わ
ず
ら
い
を
吹
き
飛
ば
し
、
草
は
萌
え
出
で
て
愁

い
の
心
を
さ
そ
う
。
晴
れ
渡
っ
た
街
に
や
っ
と
寒
さ
も
お
さ
ま
り
、
春
の
の
ら

で
は
も
う
耕
し
は
じ
め
て
い
る
。
君
が
も
し
本
を
読
む
し
ご
と
を
減
ら
し
て
く

れ
た
な
ら
、
わ
た
し
も
一
緒
に
そ
ぞ
ろ
歩
き
に
つ
き
あ
お
う
。

第
四
句
は
杜
甫
の
「
愁
」
詩
を
ふ
ま
え
、
こ
と
ば
も
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
用
い
て

い
る
が
、
の
ど
か
な
春
の
一
日
を
楽
し
む
こ
の
詩
に
お
い
て
、
悲
哀
は
ほ
と
ん

ど
吹
き
消
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
茶
山
や
詩
仏
の
作
に
は
、「
愁
」
が
「
春

草
」
の
付
合
の
よ
う
に
、
口
頭
に
上
っ
て
い
る
よ
う
す
を
窺
う
こ
と
が
で
き

る
。

四

明
治
三
十
一
年
、
夏
目
漱
石
が
賦
し
た
無
題
の
五
言
古
詩
に
次
の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
。
熊
本
五
高
の
同
僚
で
あ
っ
た
長
尾
雨
山
が
添
削
し
た
詩
稿
が
残
っ

て
い
る
が
、『
草
枕
』
六
に
主
人
公
の
画
工
の
作
と
し
て
用
い
ら
れ
、
そ
れ
に

春草
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よ
っ
て
詠
ま
れ
る
こ
と
の
多
い
詩
で
あ
る
。

（
無
題
）

夏
目
漱
石

霤
春
二
三
月

青
春

二
三
月

愁
隨
芳
草
長

愁
ひ
は
芳
草
に
随
つ
て
長
し

閑
花
落
空
庭

閑
花

空
庭
に
落
ち

素
琴
�
�
堂

素
琴

虚
堂
に
横
た
ふ

�
蛸
挂
不
動

�
蛸

挂
か
り
て
動
か
ず

篆
烟
繞
竹
梁

篆
烟

竹
梁
を
繞
る

（
以
下
略
）

春
の
さ
か
り
の
二
月
三
月
、
か
ぐ
わ
し
い
春
草
が
の
び
る
の
に
つ
れ
て
愁
い

ひ
と
け

も
深
ま
る
。
の
ど
か
に
咲
く
花
が
人
気
の
無
い
庭
に
落
ち
、
彩
り
な
い
琴
が
一

張
し
ず
か
な
座
敷
に
置
い
て
あ
る
。
く
も
は
じ
っ
と
糸
に
は
り
つ
い
た
ま
ま
動

か
ず
、
煙
が
竹
の
は
り
の
あ
た
り
ま
で
ゆ
ら
り
ゆ
ら
り
と
た
ち
の
ぼ
る
。

な
ぜ
漱
石
が
新
た
に
詩
を
作
ら
ず
、
八
年
前
に
作
っ
た
詩
を
そ
の
ま
ま
『
草

枕
』
に
転
用
し
た
の
か
を
議
論
す
る
い
と
ま
は
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と

も
、
こ
の
詩
が
『
草
枕
』
の
当
該
場
面
に
ち
ょ
う
ど
ふ
さ
わ
し
い
く
ら
い
の
作

だ
と
考
え
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
。『
草
枕
』
で
は
、
画
工
は
こ
の
詩

を
ひ
ね
り
だ
し
た
後
、

読
み
返
し
て
見
る
と
、
み
な
画
に
な
り
さ
う
な
句
許
り
で
あ
る
。
是
な
ら

始
め
か
ら
画
に
す
れ
ば
よ
か
つ
た
と
思
ふ
。
…
…
も
う
一
返
最
初
か
ら
読

み
直
し
て
見
る
と
、
一
寸
面
白
く
読
ま
れ
る
が
、
ど
う
も
、
自
分
が
今
し

が
た
入
つ
た
神
境
を
写
し
た
も
の
と
す
る
と
、
索
然
と
し
て
物
足
り
な

い
。

と
語
っ
て
い
る
。「
画
に
な
り
そ
う
な
句
」、
あ
る
い
は
「
物
足
り
な
い
」
と
評

す
る
ご
と
く
、
身
を
さ
い
な
む
よ
う
な
悲
愁
を
う
た
っ
た
も
の
で
は
決
し
て
な

い
。「
春
草
」
を
う
た
う
詩
の
伝
統
に
則
っ
て
春
の
そ
こ
は
か
と
な
く
愁
わ
し

い
気
分
を
う
た
う
詩
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
は

お
そ
ら
く
、『
楚
辞
』
も
杜
甫
の
「
愁
」
も
、
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
な
い
だ

ろ
う
。
ど
ん
な
に
す
ぐ
れ
た
表
現
も
、
詠
い
重
ね
ら
れ
て
い
く
う
ち
に
陳
腐
に

な
り
は
て
る
宿
命
を
負
っ
て
い
る
。

詩
人
た
ち
は
、
表
現
の
継
承
と
創
意
と
の
間
で
苦
心
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、

う
た
い
古
さ
れ
た
テ
ー
マ
に
新
し
さ
を
盛
り
込
む
た
め
に
は
、
時
と
し
て
は
相

当
に
大
胆
な
発
想
が
も
と
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
近
世
も
終
わ
り
近
い
天
保
五

（
一
八
三
四
）
年
、
梁
川
星
巌
が
賦
し
た
次
の
作
（『
星
巌
集
』
丙
集
巻
九
）
な

ど
は
、
新
し
い
春
草
詩
の
可
能
性
を
模
索
し
た
意
欲
作
と
評
し
て
よ
か
ろ
う
。

春
草

梁
川
星
巖

朔
風
掃
蕩
一
齊
休

朔
風
の
掃
蕩

一
斉
に
休
す

あ

ぬ
き

又
値
春
暉
心
乱
抽

又
た

春
暉
に
値
ひ
て

心
乱
れ
抽
ん
づ

漫
地
煙
籠
香
漠
漠

漫
地

煙
籠
め
て

香
漠
漠

及
時
雨
足
�
油
油

及
時

雨
足
り
て

緑
油
油

く
し
ょ
く

公
田
�
恐
�
�
�

公
田

毎
に
恐
る

�
�
に
遭
は
ん
こ
と
を

せ
ん
じ
う

要
路
何
曾
免
踐
蹂

要
路

何
ぞ
曾
て
踐
蹂
を
免
れ
ん
や

春草

二四



い
う
せ
き

惟
向
邱
原
幽
�
上

惟
だ

邱
原
幽
�
の
上
に

き
ゃ
く
こ
ん

こ
ろ
う

脚
跟
直
下
壓
�
髏

脚
跟
直
下

�
髏
を
圧
す

す
べ
て
を
な
ぎ
払
っ
た
北
風
が
止
み
、
春
の
光
に
め
ぐ
っ
て
き
て
、
草
が
入

り
乱
れ
る
が
ご
と
く
芽
を
伸
ば
し
た
。
地
面
い
っ
ぱ
い
に
芳
し
い
春
も
や
が
立

ち
込
め
、
折
り
よ
い
雨
に
、
緑
が
つ
や
つ
や
と
生
い
茂
っ
て
い
る
。
草
た
ち

は
、
田
ん
ぼ
で
は
鋤
に
遭
う
の
を
恐
れ
、
街
道
で
は
踏
み
に
じ
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
も
っ
ぱ
ら
墓
場
の
暗
い
穴
の
上
に
ば
か
り
茂
っ
て
い
る
が
、
そ
の
草
の

足
の
下
に
は
骸
骨
が
踏
み
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

後
半
四
句
で
は
草
が
擬
人
化
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
詩
の
眼
目
は
、

「
春
草
」
に
郷
愁
や
悲
愁
を
感
ず
る
伝
統
を
棄
て
、
さ
り
と
て
ま
た
春
の
詩
ら

し
い
な
ご
や
か
な
喜
び
を
う
た
う
の
で
も
な
く
、
無
数
の
骨
の
上
に
は
び
こ
る

草
と
い
う
、
読
む
も
の
を
ぎ
ょ
っ
と
さ
せ
る
よ
う
な
表
現
を
も
ち
こ
ん
だ
と
こ

ろ
に
あ
る
。
す
で
に
、
刈
っ
て
も
刈
っ
て
も
は
び
こ
る
生
命
力
が
、
抗
う
こ
と

の
で
き
な
い
愁
い
の
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
春
草
の
呪
わ
し

い
ま
で
の
生
命
力
が
新
た
な
表
現
の
可
能
性
を
示
し
た
一
例
と
し
て
読
む
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

注（
１
）
「
中
国
文
学
研
究
」
第
二
号
。『
春
草
考
―
―
中
国
古
典
詩
文
論
叢
』（
一
九
九
四

年
、
秋
山
書
店
）
に
再
録
。

（
２
）
中
国
詩
人
選
集
第
二
集

第
二
巻
、
一
九
六
三
年
、
岩
波
書
店
刊
。

（
３
）
『
菅
原
道
真
』
一
九
九
八
年
、
研
文
出
版
刊
。

（
４
）
日
本
古
典
文
学
大
系

七
二
『
菅
家
文
草

菅
家
後
集
』
一
九
六
六
年

岩
波
書

店
刊
。

春草

二五




