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本
稿
は
戦
国
時
代
の
武
将 
直
江
兼
続
（
一
五
六
〇
～
一
六
三
七
）
の
現
在
伝
わ
っ
て
い

る
漢
詩
二
十
三
首
の
校
定
・
注
釈
・
現
代
語
訳
で
あ
り
、
余
説
を
付
し
た
。

○
底
本
に
つ
い
て

直
江
兼
続
の
漢
詩
は
、
私
の
知
る
と
こ
ろ
、
現
在
二
十
三
首
及
び
「
花
に
背
い
て
帰
る
」

の
七
言
二
句
が
残
っ
て
い
る
が
、
武
田
信
玄
や
伊
達
政
宗
の
漢
詩
と
異
な
り
、
詩
集
と
し

て
ま
と
ま
っ
た
形
を
と
っ
て
お
ら
ず
、自
筆
の
色
紙
や
短
冊
、書
幅
、さ
ら
に
自
筆
は
残
っ

て
い
な
い
が
伝
写
し
て
残
っ
て
い
る
も
の
な
ど
が
ば
ら
ば
ら
に
伝
わ
っ
て
い
る
と
い
う
状

況
で
あ
る
。
本
来
は
見
ら
れ
る
限
り
の
も
の
を
逐
一
確
認
し
な
が
ら
底
本
を
作
っ
て
い
く

べ
き
だ
が
、
今
の
と
こ
ろ
個
人
の
作
業
と
し
て
そ
れ
は
困
難
な
の
で
、
本
稿
で
は
次
の
方

針
で
一
首
ご
と
に
底
本
を
選
ん
で
い
く
こ
と
と
し
た
。

（
一
）
直
江
兼
続
自
筆
の
も
の
が
写
真
や
図
版
と
し
て
見
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
れ

に
拠
る
こ
と
と
し
、
現
物
の
所
在
や
図
版
の
出
所
を
明
示
し
た
。
直
接
、
所
蔵
者
の
と

こ
ろ
へ
赴
き
確
認
す
れ
ば
、
更
に
も
っ
と
多
く
の
作
品
に
つ
い
て
現
物
に
基
づ
く
底
本

づ
く
り
が
で
き
る
は
ず
だ
が
、
今
は
そ
れ
が
困
難
な
の
で
、
書
籍
・
図
録
や
ネ
ッ
ト
上

の
サ
イ
ト
等
を
通
じ
て
現
物
が
確
認
で
き
る
も
の
に
限
っ
た
。

（
二
）
図
版
な
ど
に
よ
っ
て
直
接
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
作
品
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
活

字
と
な
っ
て
兼
続
の
漢
詩
に
つ
い
て
ま
と
め
て
言
及
さ
れ
て
い
る
文
献
に
基
づ
い
て

一
首
一
首
に
つ
い
て
底
本
を
定
め
る
。
従
来
、
兼
続
の
漢
詩
に
つ
い
て
総
括
的
に
言
及

さ
れ
て
い
る
文
献
と
し
て
次
の
四
種
が
あ
る
。

①
木
村
德
衞
『
直
江
兼
續
伝
』（
平
成
二
十
年
、
慧
文
社
。
初
版
は
昭
和
十
九
年
、
私

家
版
）〔
以
下
「
木
村
本
」
と
略
記
す
る
〕。

②
渡
辺
三
省
『
直
江
兼
続
と
そ
の
時
代
』（
昭
和
五
十
五
年
、
野
島
出
版
）〔
以

下
「
渡
辺
本
」
と
略
記
す
る
〕。

③
遠
藤
綺
一
郎
等
『
直
江
兼
続
伝
』（
平
成
二
十
年
、
酸
漿
出
版
。
初
版
は
平

成
元
年
、
米
沢
信
用
金
庫
）〔
以
下
「
遠
藤
本
」
と
略
記
す
る
〕。

④
野
村
研
三
『
直
江
兼
続
の
漢
詩　

花
に
背
い
て
帰
る
』（
平
成
二
十
年
、
米

沢
御
堀
端
史
蹟
保
存
会
）。

以
上
四
種
の
う
ち
、
十
二
首
の
み
の
選
訳
で
あ
る
④
を
除
い
て
、
多
く
の
漢
詩

を
収
め
る
①
か
ら
③
の
う
ち
か
ら
選
ん
で
、
底
本
を
定
め
る
。
そ
の
際
、
優
先
順

位
を
③
①
②
と
す
る
。
③
を
優
先
し
た
の
は
注
釈
が
一
番
確
か
で
信
用
度
が
高
い

こ
と
と
一
般
に
入
手
し
や
す
い
こ
と
か
ら
で
あ
る
。

な
お
底
本
の
活
字
化
に
あ
た
っ
て
は
旧
字
体
は
一
部
を
除
い
て
基
本
的
に
常

用
漢
字
に
改
め
た
。
ま
た
「
悠
々
」
な
ど
の
踊
り
字
は
、
原
文
が
そ
う
な
っ
て
い

て
も
、
す
べ
て
「
悠
悠
」
の
よ
う
に
同
じ
漢
字
を
並
べ
る
表
記
に
改
め
た
。
そ
れ

が
漢
詩
の
本
来
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。

○
書
下
し
文
に
つ
い
て

漢
詩
の
原
文
の
下
に
書
き
下
し
文
を
加
え
た
。
先
行
の
諸
書
に
見
え
る
訓
み
方

を
改
め
た
箇
所
も
ま
ま
あ
る
が
、
そ
れ
は
注
釈
者
の
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

詳
し
く
は
注
釈
の
中
で
記
し
た
。

○
詩
の
形
式
・
底
本
・
作
詩
年
次
等
に
つ
い
て

次
の
各
記
号
を
使
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
記
し
た
。
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▽
詩
の
形
式
、
押
韻
。
な
お
兼
続
の
漢
詩
は
二
十
三
首
す
べ
て
七
言
絶
句
で
あ
る
。

□
底
本
の
説
明
。
上
記
「
底
本
に
つ
い
て
」
の
方
針
に
基
づ
き
、
底
本
を
明
示
。

△
校
異
。
上
記
「
底
本
に
つ
い
て
」
に
挙
げ
た
遠
藤
本
、
木
村
本
、
渡
辺
本
、
そ
の
他

の
間
の
校
異
。

●
作
詩
年
次
。
明
確
な
も
の
は
年
次
を
記
し
、
そ
れ
以
外
は
未
詳
と
し
た
。

○
注
釈
に
つ
い
て

直
江
兼
続
が
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
を
作
る
に
際
し
て
、
そ
の
言
葉
が
先
行
の
ど
の
よ
う
な
詩

や
文
献
に
由
来
す
る
か
を
確
認
す
る
た
め
に
、
兼
続
が
愛
読
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
『
文

選
』『
三
体
詩
』『
聯
珠
詩
格
』
等
の
書
を
は
じ
め
、
唐
・
宋
の
詩
人
た
ち
の
詩
集
を
調
べ
、

言
葉
の
ル
ー
ツ
を
た
ど
る
手
掛
か
り
と
し
た
。
そ
れ
を
通
じ
て
直
江
兼
続
の
漢
詩
づ
く
り

の
特
徴
が
見
え
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。〔
『
文
選
』
は
兼
続
が
詩
を
学
ぶ
上
で
重
視
し
た

書
物
で
、
直
江
版
『
文
選
』
の
出
版
に
よ
っ
て
も
そ
の
重
視
愛
好
の
度
合
が
想
像
で
き
る
。

『
三
体
詩
』は
言
う
ま
で
も
な
く
作
詩
の
上
で
当
時
入
門
書
的
な
役
割
を
果
た
し
た
ポ
ピ
ュ

ラ
ー
な
書
物
で
、
五
山
の
僧
た
ち
に
よ
る
「
抄
物
」
も
多
い
。『
聯
珠
詩
格
』
も
作
詩
の
た

め
の
教
科
書
的
な
書
物
で
、
兼
続
が
朝
鮮
の
役
の
際
に
請
来
し
た
朝
鮮
古
活
字
本
の
な
か

に
も
『
精
選
唐
宋
千
家
聯
珠
詩
格
』
二
十
巻
十
冊
が
あ
り
、
現
在
市
立
米
沢
図
書
館
に
残

さ
れ
て
い
る
。〕

な
お
従
来
の
注
釈
に
は
な
お
不
十
分
な
と
こ
ろ
、
不
正
確
な
箇
所
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ

か
ら
、
で
き
る
だ
け
正
し
い
理
解
が
で
き
る
よ
う
に
従
来
の
誤
り
を
正
し
な
が
ら
注
釈
を

施
し
た
。

○
詩
の
配
列
に
つ
い
て

直
江
兼
続
の
漢
詩
は
一
部
を
除
い
て
そ
の
作
詩
年
次
が
ほ
と
ん
ど
不
明
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
作
詩
年
次
順
の
編
集
は
無
理
で
あ
る
。
そ
こ
で
武
田
信
玄
や
伊
達
政
宗
の
漢
詩
集

と
同
様
、
日
本
の
和
歌
集
の
伝
統
的
な
部
立
て
に
基
づ
き
、
春
・
夏
・
秋
・
冬
な
ど
の
順

で
並
べ
て
み
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
際
、
作
詩
年
次
が
同
時
で
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
も
っ

て
い
る
亀
岡
文
殊
堂
奉
納
詩
歌
に
収
め
る
兼
続
の
漢
詩
七
首
を
ま
ず
ひ
と
ま
と
め
に
し
て

第
一
部
と
し
、
そ
れ
以
外
の
漢
詩
を
和
歌
集
の
部
立
て
に
倣
っ
て
整
理
し
直
し
、
第
二
部

と
す
る
こ
と
に
し
た
。
同
じ
季
節
の
詩
は
、
内
容
や
前
後
の
関
連
か
ら
し
か
る
べ
く
順
序

を
定
め
た
。

一
　
直
江
兼
続「
亀
岡
文
殊
堂
奉
納
漢
詩
七
首
」

慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
二
月
二
十
七
日
、
現
在
の
山
形
県
東
置
賜
郡
高
畠
町
大
字
亀

岡
に
あ
る
大
聖
寺
の
文
殊
堂
に
直
江
兼
続
が
「
雅
友
」
二
十
余
名
を
集
め
て
漢
和
聯
句
の

会
を
催
し
た
。そ
こ
で
詠
ま
れ
た
漢
詩
和
歌
あ
わ
せ
て
百
首
が
一
首
ず
つ
短
冊
に
記
さ
れ
、

そ
れ
を
貼
り
合
わ
せ
て
冊
子
に
し
た
も
の
が
寺
に
奉
納
さ
れ
、現
在
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

僧
玄
劉
の
序
文
（
原
漢
文
）
に
よ
れ
ば
「
今
茲
に
慶
長
壬
寅
仲
春
廿
七
蓂
、
豊
氏
兼
続
公
、

二
十
余
員
の
雅
友
を
携
え
て
此
の
山
に
入
り
、
唐
詩
倭
歌
一
百
篇
を
賦
す
。
其
の
詩
の
妙

な
る
や
、
其
の
歌
の
奇
な
る
や
、
錦
繍
を
裁
ち
金
玉
を
磨
き
、
寔
に
千
年
の
風
致
な
り
。

聚
め
て
一
冊
と
作
す
。
云
々
」
と
あ
る
。
各
短
冊
は
上
に
題
が
記
さ
れ
、
中
ほ
ど
に
詩
ま

た
は
歌
が
、
そ
し
て
下
に
は
作
者
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
題
は
す
べ
て
兼
続
の

実
弟
、
大
国
実
頼
が
記
し
た
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
詠
む
べ
き
詩
歌
の
題
を
出
題
し
た
の

で
あ
る
。
作
品
及
び
作
者
名
は
そ
れ
ぞ
れ
作
者
本
人
の
自
筆
と
さ
れ
る
。

参
会
者
の
う
ち
、
漢
詩
を
作
っ
た
も
の
が
兼
続
は
じ
め
六
人
、
三
十
三
首
。
和
歌
を
詠

ん
だ
も
の
が
二
十
一
人
、
六
十
七
首
（
中
に
は
前
田
慶
次
も
い
て
和
歌
五
首
を
詠
ん
で
い

る
）。
併
せ
て
二
十
七
人
、
百
首
で
あ
る
。
遠
藤
綺
一
郎
氏
に
よ
れ
ば
「
藩
の
上
位
を
占

め
る
大
身
か
ら
、
兼
続
配
下
の
比
較
的
低
身
の
者
ま
で
、
上
杉
家
中
の
一
員
と
し
て
兼
続

と
苦
楽
を
共
に
し
た
人
々
（
そ
れ
に
兼
続
と
交
わ
り
の
あ
っ
た
僧
た
ち
も
加
え
て
）
で
詩

歌
の
心
得
の
あ
る
ほ
ど
の
者
は
、
兼
続
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
集
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。」

（
遠
藤
綺
一
郎
他
著
『
直
江
兼
続
伝
』
）。

関
ケ
原
の
合
戦
の
後
、
上
杉
家
が
米
沢
三
十
万
石
に
削
封
さ
れ
た
の
が
慶
長
六
年

（
一
六
〇
一
）
八
月
、
上
杉
景
勝
が
米
沢
に
入
っ
た
の
が
十
一
月
末
だ
か
ら
、
こ
の
聯
句

の
会
が
催
さ
れ
た
の
は
そ
の
わ
ず
か
三
か
月
後
で
あ
る
。
移
封
後
の
繁
忙
と
混
乱
の
さ
な

か
に
、
藩
の
立
て
直
し
に
取
り
組
む
枢
要
な
面
々
が
郊
外
の
古
刹
に
集
い
、
ま
る
一
日
を

費
や
し
て
こ
の
よ
う
な
聯
句
の
会
と
い
う
優
雅
な
催
し
が
開
か
れ
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
藩

の
安
寧
と
発
展
を
神
仏
に
祈
る
た
め
と
い
う
の
が
第
一
の
目
的
で
あ
る
が
、
同
時
に
藩
の

下
々
に
ま
で
、
兼
続
公
は
じ
め
藩
の
方
々
が
あ
あ
し
て
聯
句
の
会
な
ど
し
て
お
ら
れ
る
の

だ
か
ら
、
我
々
も
心
配
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
思
わ
せ
る
た
め
の
一
種
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
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ス
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
日
詠
ま
れ
た
百
首
の
う
ち
兼
続
は
漢
詩
七
首
を
詠
ん
で
い
る
。
実
頼
の
並
べ
た
春

夏
秋
冬
等
の
部
立
て
に
即
し
て
、
春
（
元
日
）
夏
（
蛍
入
簾
、
＊
実
頼
の
部
立
て
は
夏
だ
が
、

兼
続
の
詩
の
内
容
は
秋
に
な
っ
て
い
る
）秋（
菊
花
）冬（
松
雪
）恋（
逢
恋
）山
家（
山
家
）寺（
暁

鐘
）
と
要
所
要
所
で
兼
続
の
作
品
が
き
っ
ち
り
と
置
か
れ
て
い
る
。
後
に
解
説
す
る
よ
う

に
、「
暁
鐘
」
な
ど
は
参
会
者
の
笑
い
を
誘
う
よ
う
な
内
容
に
な
っ
て
お
り
、
余
裕
を
も
っ

て
、
心
を
一
つ
に
し
て
こ
れ
か
ら
共
に
や
っ
て
い
こ
う
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
感
じ
ら
れ

る
。
こ
の
七
首
の
う
ち
の
「
蛍
入
簾
」
と
「
松
雪
」
の
二
首
の
短
冊
は
い
つ
の
頃
か
剥
が
さ

れ
て
行
方
が
分
か
ら
な
い
と
い
う
。
他
の
五
首
は
短
冊
が
残
っ
て
い
る
。

《
01
》元
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元が
ん
じ
つ日

楊
柳
其
賓
花
主
人　
　
　
　

楊よ
う
り
ゅ
う柳

は
其そ

の
賓ひ

ん　

花は
な

は
主し

ゅ
じ
ん人

屠
蘇
挙
盞
祝
元
辰　
　
　
　

屠と

そ蘇　

盞
さ
か
ず
きを

挙あ

げ
て　

元げ
ん
し
ん辰

を
祝い

わ

う

迎
新
送
旧
換
桃
符　
　
　
　

新し
ん

を
迎む

か

え
旧き

ゅ
うを

送お
く

り　

桃と
う
ふ符

を
換か

う

万
戸
千
門
一
様
春　
　
　
　

万ば
ん
こ
せ
ん
も
ん

戸
千
門　

一い
ち
よ
う様

の
春は

る

▽
七
絶
。
上
平
声
十
一
真
韻
（
人
・
辰
・
春
）。

●
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
二
月
二
十
七
日
。
四
十
三
歳
の
作
。
亀
岡
文
殊
堂
奉
納
詩

歌
百
首
の
一
（
其
の
一
）。

○
楊
柳　

や
な
ぎ
。
天
正
七
年
（
一
五
七
九
、二
十
歳
）
の
「
歳
旦
」
の
詩
に
も
「
池
上

糸
を
垂
れ
て
新
柳
緑
に
／
檻
前
気
を
飛
ば
し
て
早
梅
香
る
」
と
柳
と
梅
の
取
り
合
わ
せ

で
新
春
の
風
光
を
描
い
て
い
る
。  

○
花　

梅
の
花
。　

○
屠
蘇　

元
日
に
飲
む
屠
蘇

酒
。
各
種
漢
方
薬
を
混
ぜ
た
も
の
を
酒
に
浸
し
て
飲
み
、
長
寿
を
願
い
万
病
を
退
散

さ
せ
る
。
隋
唐
時
代
か
ら
の
習
慣
。
王
安
石
の
「
元
日
」
に
「
春
風
暖
を
送
り
て
屠
蘇

に
入
る
」。　

○
挙
盞　
「
盞
」
は
杯
（
盞
は
仄
声
、
杯
・
盃
は
平
声
）。
李
白
「
月
下
独

酌
」に「
杯
を
挙
げ
て
明
月
を
邀
え
／
影
に
対
し
て
三
人
と
成
る
」。　

○
元
辰　

元
日
。

韻
を
合
わ
せ
る
た
め
に
元
辰
と
し
た
。
楊
師
道
「
奉
和
正
日
臨
朝
応
詔
」
に
「
皇
猷 

寰

宇
に
被
り
／
端
扆 

元
辰
に
属
す
」。　

○
換
桃
符　

新
し
い
桃
符
に
貼
り
替
え
る
。
桃

符
は
辟
邪
（
魔
除
け
）
の
力
を
持
つ
桃
の
木
の
符
〔
ふ
だ
〕。
桃
の
木
で
作
っ
た
板
二
枚

に
神
荼
・
鬱
壘
の
二
神
〔
門
神
〕
の
像
を
描
き
、
門
傍
に
貼
っ
て
悪
鬼
を
除
く
。
王
安

石
の
「
元
日
」
に
「
総
て
新
桃
を
把
り
て
旧
符
に
換
う
」
と
あ
る
よ
う
に
毎
年
、
新
年
を

迎
え
る
た
び
に
貼
り
替
え
る
。　

○
万
戸
千
門　

王
安
石
の
「
元
日
」
に
「
千
門
万
戸 

曈
曈
た
る
春
」。　

○
一
様
春　
「
一
様
」
は
お
し
な
べ
て
同
じ
。
晩
唐
の
章
碣
「
長
安

春
日
」
に
「
九
陌
の
煙
花
一
様
に
飛
ぶ
」。
南
宋
の
杜
秉
「
寒
夜
」
に
「
尋
常
一
様
窓
前

の
月
／
纔
に
梅
花
有
り
便
ち
同
じ
か
ら
ず
」。
兼
続
の
元
和
五
年（
一
六
一
九
、六
十
歳
）

の
「
洛
中
の
作
」
に
も
「
天
上
人
間
一
様
の
秋
」
の
句
が
見
え
る
。

　

新
春
を
迎
え
、門
前
の
柳
は
賓
客
、軒
端
の
梅
の
花
は
主
人
と
い
っ
た
風
情
。
そ
ろ
っ

て
春
の
光
に
包
ま
れ
て
新
た
な
年
を
迎
え
た
。
杯
を
挙
げ
て
屠
蘇
酒
を
飲
み
、
み
な
で

元
日
を
寿
ぐ
。
新
た
な
歳
を
迎
え
、
古
い
年
を
送
り
、
門
の
お
札
も
貼
り
替
え
た
。
今

年
も
こ
う
し
て
す
べ
て
の
家
々
が
そ
ろ
っ
て
同
じ
春
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

【
余
説
一
】
こ
の
詩
は
注
釈
に
も
指
摘
し
た
通
り
北
宋
の
王
安
石
（
一
〇
二
一
～

一
〇
八
六
）
の
「
元
日
」
の
詩
に
拠
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

　
　
　

元
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

王
安
石

爆
竹
声
中
一
歳
除　
　
　
　

爆
竹
声
中　

一
歳
除
す

春
風
送
暖
入
屠
蘇　
　
　
　

春
風　

暖
を
送
り
て　

屠
蘇
に
入
る

千
門
万
戸
曈
曈
春　
　
　
　

千
門
万
戸　

曈
曈
〔
と
う
と
う
〕
た
る
春

総
把
新
桃
換
旧
符　
　
　
　

総
て
新
桃
を
把
〔
と
〕
り
て
旧
符
に
換
う

○
爆
竹　
『
荊
楚
歳
時
記
』
正
月
の
条
に
「
鶏
鳴
き
て
起
き
、
先
ず
庭
前
に
爆
竹
し
、
以
て

山
臊
の
悪
鬼
を
辟
く
」。　

○
一
歳
除　

一
年
が
終
わ
る
。
大
晦
日
と
な
る
。　

○
曈
曈　

日
が
昇
り
夜
の
明
け
わ
た
る
さ
ま
。
中
唐
の
盧
綸
「
臘
月
咸
寧
王
の
部
曲
娑
勒
の
豹
を
擒
う

る
を
観
る
歌
」
に
「
山
頭
曈
曈
と
し
て
日
将
に
出
ん
と
す
」。
王
安
石
「
余
寒
」
に
「
曈
曈
た

る
扶
桑
の
日
／
出
て
万
里
の
光
有
り
」。　

○
新
桃　

新
し
い
桃
符
。

【
余
説
二
】
野
村
研
三
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
（
野
村
研
三
『
直
江
兼
続
の
漢
詩　

花
に

直江兼続漢詩校釈
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背
い
て
帰
る
』
）、
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）、
会
津
か
ら
三
十
万
石
に
削
封
さ
れ
て
米

沢
に
移
っ
た
上
杉
家
に
あ
っ
て
、「
大
移
住
と
混
乱
の
時
期
に
も
か
か
わ
ら
ず
〈
万
戸

千
門
一
様
春
〉
と
詠
む
の
は
、
家
臣
の
侍
も
、
職
人
も
民
百
姓
も
す
べ
て
春
の
光
を
浴

び
て
平
穏
で
安
ら
か
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
強
い
願
い
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
さ

ら
に
今
年
も
新
年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
て
の
安
堵
の
気
持
ち
も
感
じ
ら
れ
る
」
詩
で

あ
っ
て
、
家
臣
や
庶
民
を
思
う
気
持
ち
が
う
か
が
え
る
。

《
02
》蛍
入
簾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蛍ほ
た
る　
簾す
だ
れに
入い

る

涼
蛍
度
竹
影
横
斜　
　
　
　

涼り
ょ
う
け
い蛍　

竹た
け

を
度わ

た

り
て　

影か
げ
お
う
し
ゃ

横
斜

忽
入
疎
簾
夜
色
加　
　
　
　

忽た
ち
まち

疎そ
れ
ん簾

に
入い

り
て　

夜や
し
ょ
く色

加く
わ

わ
る

応
是
客
星
侵
帝
座　
　
　
　

応ま
さ

に
是こ

れ
客か

く
せ
い星

の
帝て

い
ざ座

を
侵お

か

す
な
る
べ
し

丹
良
一
点
映
窓
紗　
　
　
　

丹た
ん
り
ょ
う
い
っ
て
ん

良
一
点　

窓そ
う
さ紗

に
映え

い

ず

▽
七
絶
。
下
平
声
六
麻
韻
（
斜
・
加
・
紗
）。

□
底
本　

自
筆
短
冊
紛
失
の
た
め
、
木
村
本
に
拠
る
。
渡
辺
本
、
遠
藤
本
同
じ
。

●
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
二
月
二
十
七
日
。
四
十
三
歳
の
作
。
亀
岡
文
殊
堂
奉
納
詩

歌
百
首
の
一
（
其
の
二
）。

○
涼
蛍　

秋
の
蛍
。
宋
の
范
成
大
「
盤
龍
駅
」
に
「
涼
蛍
復
た
挙
ら
ず
／
点
綴
す
稲
花

の
末
」。　

○
影
横
斜　
「
影
」
は
光
。
蛍
の
光
が
竹
林
を
抜
け
て
横
に
斜
め
に
飛
ん
で

く
る
。
宋
の
林
逋
（
林
和
靖
）「
山
園
小
梅
」
に
「
疎
影
横
斜 

水
清
浅
／
暗
香
浮
動 

月

黄
昏
」。　

○
疎
簾　

ま
ば
ら
に
編
ん
だ
す
だ
れ
。
唐
の
武
元
衡
「
長
安
秋
夜
陳
京
昆

季
を
懐
う
」
に
「
蛍
の
影 

疎
簾
の
外
／
鴻
の
声 

暗
雨
の
中
」。
ま
た
唐
の
韓
翃
「
薦
福

寺
の
衡
岳
禅
師
の
房
に
題
す
」（
『
三
体
詩
』
巻
三
）
に
「
疎
簾 

雪
を
看
て
捲
き
／
深

戸 

花
に
映
じ
て
関
す
」。　

○
夜
色
加　

夜
の
空
気
感
が
深
ま
る
。
唐
の
王
建
「
宮
詞

二
首
（
其
の
二
）
」（
『
三
体
詩
』
巻
一
）
に
「
銀
燭 

秋
光 

画
屏
に
冷
や
か
に
／
軽
羅

の
小
扇 

流
蛍
を
撲
つ
／
玉
階
の
夜
色 

涼
し
き
こ
と
水
の
如
し
／
臥
し
て
看
る 

牽
牛

織
女
星
」。
同
じ
く
唐
の
杜
牧
「
秋
夕
」
に
「
天
街
の
夜
色 

涼
し
き
こ
と
水
の
如
く
／

臥
し
て
看
る 

牽
牛
織
女
星
」。　

○
客
星
侵
帝
座　
「
客
星
」
と
は
常
に
は
現
れ
ず
、

突
如
空
に
現
れ
る
星
。
後
漢
の
光
武
帝
が
、訪
ね
て
き
た
故
い
友
人
の
厳
光
（
厳
子
陵
）

と
昔
の
思
い
出
話
を
し
て
夜
が
更
け
、
そ
の
ま
ま
と
も
に
寝
た
。
夜
中
に
厳
子
陵
の
足

が
帝
の
腹
の
上
に
乗
っ
た
。
翌
日
天
文
を
司
る
太
史
が
慌
て
て
奏
上
す
る
に
は
「
客
星

が
帝
座（
北
極
星
）を
犯
し
て
急
接
近
し
ま
し
た
」。す
る
と
帝
が
笑
っ
て
言
う
に
は「
夕

べ
は
故
い
友
人
の
厳
子
陵
が
わ
し
と
一
緒
に
寝
た
の
だ
」
と
。『
後
漢
書
』
厳
光
伝
に
見

え
る
話
。「
…
因
り
て
共
に
偃
臥
す
。
光
、
足
を
以
て
帝
の
腹
上
に
加
う
。
明
日
太
史

奏
す
ら
く
、
客
星
、
帝
座
を
犯
す
こ
と
甚
だ
急
な
り
と
。
帝
笑
い
て
曰
く
、
朕
が
故
人

厳
子
陵
共
に
臥
す
る
の
み
と
。」　

こ
こ
は
そ
の
故
事
を
使
っ
て
蛍
が
部
屋
の
中
に
入

り
込
ん
だ
こ
と
を
大
げ
さ
に
表
現
し
た
。　

○
丹
良　

蛍
の
異
称
。『
古
今
注
』
に
「
蛍

火
、
一
名
耀
夜
、
一
名
景
点
、
一
名
熠
燿
、
一
名
丹
良
、
…
」。　

○
窓
紗　

窓
に
張

り
付
け
た
薄
絹
。こ
こ
は
日
本
ゆ
え
障
子
な
ど
を
指
し
て
言
っ
た
か
。唐
の
白
居
易「
三

月
三
日
」
に
「
画
堂
三
月
初
三
日
／
絮
は
窓
紗
を
撲
ち
燕
は
簷
を
払
う
」。
宋
の
楊
万
里

「
初
夏
睡
起
」
に
「
芭
蕉
緑
を
分
ち
て
窓
紗
に
与
う
」。

秋
の
蛍
が
竹
林
を
抜
け
て
、宵
闇
の
中
、ほ
の
か
な
光
が
横
に
斜
め
に
飛
ん
で
く
る
。

ふ
と
簾
の
中
に
流
れ
る
よ
う
に
入
っ
て
来
て
光
を
と
も
す
と
、
周
り
の
夜
色
が
ひ
と
き

わ
深
ま
る
感
じ
。「
客
星
が
帝
座
を
侵
す
」
と
い
う
の
は
こ
の
蛍
の
こ
と
か
。
ほ
の
か

な
光
が
一
点
、
障
子
に
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
。

【
余
説
】 

大
国
実
頼
の
「
蛍
入
簾
」
の
出
題
は
「
五
月
雨
」「
瞿
麦
」
と
「
深
更
鵜
河
」「
照

射
」
に
挟
ま
れ
て
お
り
、
夏
の
季
に
属
し
て
い
る
が
、
兼
続
は
中
国
的
な
伝
統
に
し
た

が
っ
て
、
蛍
を
秋
の
景
物
と
し
て
詠
ん
で
い
る
。
注
釈
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
有
名
な

詩
句
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
い
、
典
拠
あ
る
故
事
を
引
用
す
る
な
ど
、
凝
っ
た
詩
づ
く
り
。

部
屋
の
中
に
入
っ
て
来
た
蛍
が
ぽ
っ
と
灯
り
を
と
も
す
と
「
夜
色
加
わ
る
」、
あ
た
り

の
夜
色
が
ひ
と
き
わ
深
ま
る
、
と
い
う
の
は
出
色
の
表
現
。
そ
れ
に
対
し
て
「
客
星 

帝
座
を
侵
す
」
と
い
う
句
は
『
後
漢
書
』
厳
光
伝
に
見
え
る
有
名
な
故
事
に
基
づ
く
が
、

蛍
の
表
現
と
し
て
は
何
や
ら
大
げ
さ
で
異
質
。
こ
こ
だ
け
浮
い
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
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し
な
い
で
も
な
い
。
余
所
か
ら
や
っ
て
き
た
流
れ
星
が
帝
座
を
侵
す
と
は
、
暗
に
指
す

と
こ
ろ
が
あ
る
か
。

《
03
》菊
花
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菊き
く
か花

菊
逢
秋
日
露
香
奇　
　
　
　

菊き
く

は
秋し

ゅ
う
じ
つ日

に
逢お

う
て　

露ろ
こ
う
き

香
奇
な
り

白
白
紅
紅
華
満
枝　
　
　
　

白は
く
は
く
こ
う
こ
う

白
紅
紅　

華は
な
え
だ枝

に
満み

つ

好
把
西
施
旧
脂
粉　
　
　
　

好よ

し
西せ

い
し施

が
旧き

ゅ
う
し
ふ
ん

脂
粉
を
把と

っ
て

淡
粧
濃
抹
上
東
籬　
　
　
　

淡た
ん
し
ょ
う
の
う
ま
つ

粧
濃
抹　

東と
う
り籬

に
上の

ぼ

さ
ん

▽
七
絶
。
上
平
声
四
支
韻
（
奇
・
枝
・
籬
）。

●
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
二
月
二
十
七
日
。
四
十
三
歳
の
作
。
亀
岡
文
殊
堂
奉
納
詩

歌
百
首
の
一
（
其
の
三
）。

○
露
香　

露
の
香
り
。
崔
魯
「
山
路
見
花
」（
『
三
体
詩
』
巻
一
）
に
「
暁
紅
軽
く
拆
い

て 

露
香
新
た
な
り
／
独
り
空
山
に
立
ち
て 

春
を
冷
笑
す
」。　

○
華
満
枝　

枝
い
っ

ぱ
い
に
花
を
つ
け
る
。
杜
甫
「
傷
春
」
に
「
花
開
い
て
故
枝
に
満
つ
」。
文
宗
皇
帝
「
宮

中
題
」
に
「
上
林 

花 

枝
に
満
つ
」。　

○
脂
粉　

紅
と
白
粉
。
王
維
「
西
施
」
に
「
人
を

邀
え
て
脂
粉
を
傅
す
」。　

○
淡
粧
濃
抹　
「
淡
粧
」
は
薄
化
粧
、「
濃
抹
」
は
丹
念
な
化

粧
。
こ
こ
は
白
粉
と
紅
を
も
っ
て
白
い
菊
と
紅
い
菊
と
に
喩
え
る
。
蘇
軾
「
飲
湖
上
初

晴
後
雨
二
首
」
其
二
に
「
西
湖
を
把
っ
て
西
子
に
比
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
／
淡
粧
濃
抹 

総

て
相
宜
し
」。　

○
東
籬　

東
の
ま
が
き
。
陶
淵
明
「
飲
酒
」
其
五
（
『
文
選
』
巻
三
十
）

に
「
菊
を
采
る
東
籬
の
下
／
悠
然
と
し
て
南
山
を
見
る
」。

菊
は
秋
の
日
差
し
を
受
け
て
咲
き
乱
れ
、
露
の
香
は
と
り
わ
け
芳
し
い
。
花
は
枝

に
満
ち
て
白
く
白
く
ま
た
紅
く
紅
く
咲
き
乱
れ
る
。
そ
の
昔
、
西
施
が
お
し
ろ
い
や
紅

で
淡
く
あ
る
い
は
鮮
や
か
に
化
粧
し
た
、
そ
の
美
し
さ
に
も
見
ま
が
う
こ
の
花
々
を
、

今
日
は
東
の
籬
の
も
と
に
眺
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。
彼
の
陶
淵
明
の
よ
う
に
。

【
余
説
】
蘇
軾
と
陶
淵
明
を
踏
ま
え
た
詩
づ
く
り
。「
露
香
」「
西
施
」「
脂
粉
」「
淡
粧

濃
抹
」
と
重
ね
る
こ
と
で
、
菊
に
は
珍
し
く
艶
な
比
喩
。

《
04
》松
雪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
し
ょ
う
せ
つ雪

孤
松
吹
雪
倚
岩
檐　
　
　
　

孤こ
し
ょ
う松　

雪
に
吹ふ

か
れ
て 

岩が
ん
え
ん檐

に
倚よ

る

一
夜
枝
頭
白
髪
添　
　
　
　

一い
ち
や夜　

枝し
と
う頭　

白は
く
は
つ髪

添そ

う

睡
起
朝
来
開
箔
見　
　
　
　

睡す
い
き起

し
て　

朝ち
ょ
う
ら
い来　

箔す
だ
れを

開
い
て
見
れ
ば

灞
橋
詩
思
在
蒼
髯　
　
　
　

灞は
き
ょ
う橋

の
詩し

し思　

蒼そ
う
ぜ
ん髯

に
在あ

り

▽
七
絶
。
下
平
声
十
四
塩
韻
（
檐
・
添
・
髯
）。

□
底
本　

自
筆
短
冊
紛
失
の
た
め
、
木
村
本
に
拠
る
。
渡
辺
本
、
遠
藤
本
同
じ
。

●
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
二
月
二
十
七
日
。
四
十
三
歳
の
作
。
亀
岡
文
殊
堂
奉
納
詩

歌
百
首
の
一
（
其
の
四
）。

○
孤
松　

ひ
と
も
と
の
松
。
陶
淵
明
「
帰
去
来
兮
辞
」
に
「
孤
松
を
撫
し
て
盤
桓
す
」。

ま
た
「
四
時
詩
」
に
「
冬
嶺 

孤
松
秀
づ
」。
張
説
「
遥
同
蔡
起
居
偃
松
篇
」
に
「
伝
え
道

ふ
孤
松
最
も
羣
を
出
ず
と
」。　

○
吹
雪　

雪
が
吹
き
つ
け
る
。こ
こ
は
下
の「
倚
岩
檐
」

と
合
わ
せ
て
「
孤
松
」
を
主
語
と
し
、受
け
身
に
読
ん
で
お
く
。　

○
倚
岩
檐　
「
岩
檐
」

は
巌
が
ひ
さ
し
の
よ
う
に
張
り
出
し
た
と
こ
ろ
。『
佩
文
韻
府
』
に
は
「
崖
檐
」
の
語
は

見
え
る
が
（
総
江
「
棲
霞
寺
碑
」
に
「
崖
檐
峻
絶
、
澗
戸
幽
深
」
）、
巌
檐
・
岩
檐
の
語

は
見
え
な
い
。「
倚
」
は
よ
る
、
よ
り
か
か
る
。
岩
の
張
り
出
し
た
と
こ
ろ
に
よ
り
か

か
る
よ
う
に
、
へ
ば
り
つ
く
よ
う
に
松
が
生
え
て
い
る
。　

○
枝
頭　

枝
の
さ
き
。
元

稹
「
元
和
五
年
…
五
百
韻
」
に
「
小
年
閑
ろ
に
春
を
愛
し
／
春
風
の
意
を
認
め
得
た
り

／
…
／
霞
朝
澹
雲
の
色
／
霽
景　

詩
思
を
牽
く
／
漸
く
到
る
柳
の
枝
頭
／
川
光
始
め

直江兼続漢詩校釈
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て
明
媚
」。　

○
白
髪
添　

白
髪
が
増
す
。
雪
を
白
髪
に
喩
え
る
例
と
し
て
は
白
居
易

「
送
兄
弟
回
雪
夜
」
に
「
灰
死
〔
ひ
え
〕
て
我
が
心
の
如
く
／
雪
白
く
し
て
我
が
髪
の
如

し
」。　

○
睡
起　

眠
り
か
ら
覚
め
て
起
き
上
が
る
。
韓
偓
「
睡
起
」
に
「
睡
起
し
て
墻

陰 
薬
欄
に
下
り
／
瓦
松
花
白
く
柴
関
を
閉
ず
」。　

○
朝
来　

あ
さ
。「
来
」
は
時
間

を
示
す
助
辞
。
夜
来
、
晩
来
な
ど
の
来
に
同
じ
。
～
以
来
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。　

○
開
箔
見　

簾
を
開
い
て
外
を
見
る
。「
箔
」
は
簾
。（
簾
は
平
声
、
箔
は
仄
声
。
こ
こ

は
二
六
対
で
箔
の
字
を
使
用
）。
梁
・
何
遜
「
夜
夢
故
人
」
に
「
簾
を
開
い
て
水
の
動
く

を
覚
え
／
竹
に
映
じ
て
牀
の
空
し
き
を
見
る
」。　

○
灞
橋
詩
思　
「
灞
橋
」
は
長
安
の

東
、
灞
水
に
か
か
る
橋
。
折
柳
送
別
の
地
と
し
て
有
名
。「
灞
橋
の
詩
思
」
と
は
唐
の

鄭
綮
の
逸
話
に
基
づ
く
言
葉
で
、
あ
る
人
が
鄭
綮
に
近
頃
い
い
詩
が
出
来
ま
し
た
か
と

問
う
た
と
こ
ろ
、
答
え
て
言
う
に
は
、「
詩
思
は
灞
橋
風
雪
の
中
、
驢
子
の
上
に
在
り
。

此
の
処
、何
ぞ
以
て
之
を
得
ん
や
（
詩
思
な
ど
と
い
う
も
の
は
灞
橋
の
上
を
風
雪
の
中
、

驢
馬
の
背
に
跨
っ
て
渡
っ
て
こ
そ
、
浮
か
び
上
が
っ
て
来
る
も
の
だ
。
こ
ん
な
朝
廷

に
居
っ
て
は
詩
興
な
ど
起
る
も
の
で
は
な
い
わ
）
」
と
（
『
北
夢
瑣
言
』
巻
七
）。
そ
こ

か
ら
詩
的
感
興
を
誘
発
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
・
状
況
を
指
し
て
言
う
よ
う
に
な
っ

た
。　

○
蒼
髯　

松
の
異
称
。「
蒼
髯
叟
」（
あ
お
ひ
げ
の
じ
い
さ
ん
）と
も
。『
高
僧
傳
』

に
見
え
る
僧
法
潜
の
話
。「
晋
の
僧
法
潜
、
剡
山
に
隠
る
。
或
る
ひ
と
問
う
、
勝
友 

誰

と
か
為
す
と
。
乃
ち
松
を
指
さ
し
て
曰
く
、
此
の
蒼
髯
叟
な
り
と
。」

巌
が
ひ
さ
し
の
よ
う
に
張
り
出
し
た
と
こ
ろ
に
一
本
の
松
が
へ
ば
り
つ
く
よ
う
に

生
え
て
い
る
。
そ
の
松
に
雪
が
吹
き
つ
け
て
い
る
。
昨
夜
の
雪
で
松
の
枝
に
雪
が
積

も
っ
て
、
ま
る
で
白
髪
が
一
気
に
増
え
た
よ
う
な
感
じ
だ
。
眠
り
か
ら
覚
め
て
起
き
上

が
り
、
朝
方 

簾
を
開
け
て
巌
の
松
を
見
上
げ
る
と
、
雪
を
か
ぶ
っ
た
そ
の
松
に
、
俄

然 

詩
の
感
興
が
沸
き
起
こ
っ
て
く
る
。

【
余
説
】
人
訪
う
こ
と
も
な
い
山
中
の
巌
頭
、
寒
風
・
寒
雪
の
中
、
た
っ
た
一
本 

枝
を

張
る
孤
松
の
姿
は
、
兼
続
自
身
に
重
な
る
も
の
が
あ
る
。「
白
髪
」「
蒼
髯
」
な
ど
の
擬

人
法
的
表
現
も
い
っ
そ
う
そ
の
感
を
深
く
す
る
。

《
05
》逢
恋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
逢あ

う
恋こ
い

風
花
雪
月
不
関
情　
　
　
　

風ふ
う
か
せ
つ
げ
つ

花
雪
月　

情じ
ょ
うに

関
せ
ず

邂
逅
相
逢
慰
此
生　
　
　
　

邂か
い
こ
う逅

し
て
相あ

い
あ逢

わ
ば　

此こ

の
生せ

い

を
慰な

ぐ
さむ

私
語
今
宵
別
無
事　
　
　
　

私し

ご語　

今こ
ん
し
ょ
う宵　

別わ
か

る
れ
ば
無ぶ

じ事

共
修
河
誓
又
山
盟　
　
　
　

共と
も

に
修お

さ

む　

河か
せ
い誓

又
た
山さ

ん
め
い盟

▽
七
絶
。
下
平
声
八
庚
韻
（
情
・
生
・
盟
）。

●
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
二
月
二
十
七
日
。
四
十
三
歳
の
作
。
亀
岡
文
殊
堂
奉
納
詩

歌
百
首
の
一
（
其
の
五
）。

○
風
花
雪
月　

四
時
の
美
し
い
景
色
。
鄭
谷
「
寄
趙
大
諫
」
に
「
風
花
雪
月
好
し
／
中

夜
便
ち
招
延
す
」。
蘇
軾
「
雪
後
」
に
「
風
花
誤
り
入
り
て
春
苑
に
開
き
／
雪
月
長
く
望

む
不
夜
の
城
」。　

○
関
情　

心
を
動
か
す
。
感
情
を
掻
き
立
て
る
。
陸
亀
蒙
「
又
酬

襲
美
次
韻
」
に
「
酒
香
り
て
偏
に
夢
に
入
り
／
花
落
ち
て
又
た
情
に
関
わ
る
」。　

○
邂

逅
相
逢　
「
邂
逅
」
は
約
束
も
な
く
偶
然
に
出
会
う
こ
と
。
詩
経
・
鄭
風
「
野
有
蔓
草
」

に
「
野
に
蔓
草
有
り
／
零
露
摶
た
り
／
美
な
る
一
人
有
り
／
清
揚
婉
た
り
／
邂
逅
し
て

相
遇
わ
ば
／
我
が
願
い
に
適
わ
ん
」。　

○
私
語　

愛
の
さ
さ
や
き
。
白
居
易
「
長
恨

歌
」
に
「
七
月
七
日
長
生
殿
／
夜
半
人
無
く
私
語
の
時
／
天
に
在
り
て
は
願
わ
く
は
比

翼
の
鳥
と
作
〔
な
〕
り
／
地
に
在
り
て
は
願
わ
く
は
連
理
の
枝
と
為
ら
ん
と
」。　

○
今

宵　

雍
陶
「
宿
嘉
陵
駅
」（
『
三
体
詩
』
巻
一
）
に
「
今
宵 

刀
州
の
夢
を
作
し
難
し
／
月

色 

江
声 

共
に
一
楼
」。　

○
無
事　

何
事
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
す
べ
て
を
忘
れ

る
。
皇
甫
冉
「
秋
日
東
郊
作
」（
『
三
体
詩
』
巻
二
）
に
「
閑
に
秋
水
を
看
て
心
無
事
な

り
／
臥
し
て
寒
松
の
手
自
ら
栽
え
し
に
対
す
」。　

○
河
誓
・
山
盟　

男
女
の
永
遠
に

変
わ
ら
ぬ
愛
の
誓
い
。「
海
誓
山
盟
」「
河
盟
山
誓
」
な
ど
と
も
い
う
。
宋
・
辛
棄
疾
「
南

郷
子
・
贈
妓
」に「
別
涙 

些
些〔
い
さ
さ
か
〕も
没〔
な
〕し
／
海
誓
山
盟 

総
て
是
れ
賖〔
と

お
〕
し
」
な
ど
。
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あ
な
た
に
逢
え
た
ら
う
れ
し
く
て
、
ど
ん
な
に
美
し
い
景
色
を
見
て
も
う
わ
の
空
。

こ
う
し
て
ゆ
く
り
な
く
も
出
会
え
た
ふ
た
り
。
そ
れ
だ
け
で
も
う
私
の
人
生
は
慰
め
ら

れ
ま
す
。
今
宵
は
夜
一
夜
ふ
た
り
で
愛
を
さ
さ
や
き
ま
し
ょ
う
。
明
日
の
朝
、
別
れ
た

な
ら
ば
、
何
事
も
な
か
っ
た
よ
う
に
す
べ
て
を
忘
れ
る
の
で
す
。
そ
し
て
た
だ
心
の
中

で
ふ
た
り
し
て
誓
い
合
い
ま
し
ょ
う
。
私
た
ち
の
愛
は
河
の
流
れ
の
ご
と
く
永
遠
に
、

山
の
動
か
ぬ
ご
と
く
決
し
て
変
わ
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
。

【
余
説
】「
逢
う
恋
」
と
い
う
題
を
与
え
ら
れ
て
の
題
詠
。
一
夜
限
り
の
逢
瀬
を
楽
し
む

も
の
の
、
明
日
の
朝
に
な
れ
ば
も
う
他
人
の
ふ
り
を
し
て
別
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ふ

た
り
。
し
か
し
心
の
中
で
は
永
遠
の
愛
を
誓
う
。
そ
ん
な
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
場
面
を
描

い
て
見
せ
た
と
こ
ろ
が
こ
の
詩
の
魅
力
。
戦
国
武
将
の
漢
詩
と
は
思
え
ぬ
色
っ
ぽ
さ
。

兼
続
に
は
別
に
「
織
女
惜
別
」
と
題
す
る
詩
が
あ
り
（
→
《
16
》
）、
内
容
が
酷
似
す
る
。

「
二
星
何
ぞ
恨
み
ん 

年
を
隔
て
て
逢
う
を
／
今
夜
床
を
連
ね
て 

鬱
胸
を
散
ず
／
私
語

未
だ
終
ら
ざ
る
に 

先
ず
涙
を
洒
ぐ
／
合
歓
枕
下 
五
更
の
鐘
」。

渡
辺
三
省
氏
は
そ
の
著
『
直
江
兼
続
と
そ
の
時
代
』〔
一
九
八
〇
、
野
島
出
版
〕
に

お
い
て
「
兼
続
と
恋
愛
」
な
る
章
を
設
け
、
こ
の
「
逢
恋
」
と
「
織
女
惜
別
」「
暁
鐘
」

の
三
詩
を
材
料
に
「
彼
が
生
涯
胸
に
抱
い
て
い
た
恋
人
が
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
」

（
二
一
二
頁
）
と
大
胆
に
推
測
し
て
お
ら
れ
る
。
文
学
の
世
界
と
現
実
の
世
界
の
距
離

を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
は
人
そ
れ
ぞ
れ
だ
が
、
現
実
に
引
き
つ
け
過
ぎ
る
と
、
却
っ

て
文
学
的
味
わ
い
を
そ
ぐ
こ
と
に
な
る
。

《
06
》山
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山さ
ん
か家

盤
石
垂
蘿
避
世
塵　
　
　
　

盤ば
ん
せ
き石　

垂す
い
ら蘿　

世せ
じ
ん塵

を
避さ

く

山
中
旧
宅
独
容
身　
　
　
　

山さ
ん
ち
ゅ
う中

の
旧き

ゅ
う
た
く宅　

独ひ
と

り
身み

を
容い

る

白
雲
深
処
行
人
少　
　
　
　

白は
く
う
ん
ふ
か

雲
深
き
処と

こ
ろ　

行こ
う
じ
ん
ま
れ

人
少
に

峭
壁
攅
峯
蓋
四
隣　
　
　
　

峭し
ょ
う
へ
き壁　

攅さ
ん
ぽ
う峯　

四し
り
ん隣

を
蓋お

お

う

▽
七
絶
。
上
平
声
十
一
真
韻
（
塵
・
身
・
隣
）。

●
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
二
月
二
十
七
日
。
四
十
三
歳
の
作
。
亀
岡
文
殊
堂
奉
納
詩

歌
百
首
の
一
（
其
の
六
）。

○
山
家　

山
中
の
家
。
長
孫
佐
輔
「
山
家
」（
『
三
体
詩
』
巻
一
）
に
「
独
り
山
家
を
訪

ね
歇
み
て
還
た
渉
る
」。
賈
島
「
暮
過
山
村
」（
『
三
体
詩
』
巻
三
）
に
「
数
里
寒
水
を
聞

き
／
山
家
四
隣
少〔
ま
れ
〕な
り
」。
ち
な
み
に『
和
漢
朗
詠
集
』の
部
立
て
の
一
つ
に「
山

家
」
が
あ
り
、
白
居
易
の
有
名
な
「
遺
愛
寺
の
鐘
は
枕
を
欹
て
て
聴
き
／
香
炉
峰
の
雪

は
簾
を
掲
げ
て
看
る
」
の
句
な
ど
が
入
っ
て
い
る
。
亀
岡
文
殊
堂
奉
納
百
首
で
は
こ
の

あ
た
り
の
題
は
、
山
家
、
蕭
寺
、
暁
鐘
、
観
無
情
、
閑
中
灯
と
続
い
て
お
り
、
そ
の
中

で
兼
続
は
山
家
と
暁
鐘
を
受
け
持
っ
て
い
る
。

○
盤
石
垂
蘿　
「
盤
石
」は
大
き
く
平
ら
な
石
。「
垂
蘿
」は
つ
た
か
ず
ら
。
秦
系
の「
題

張
道
士
山
居
」（
『
三
体
詩
』
巻
一
）
に
「
盤
石
垂
蘿 

只
だ
是
れ
家
／
頭
を
回
ら
せ
て

猶
お
看
る
五
枝
花
」。（
「
垂
蘿
」を
諸
家
は「
蘿
を
垂
ら
し
て
」と
読
ん
で
お
ら
れ
る
が
、

「
垂
蘿
」二
字
で
名
詞
で
あ
る
）。　

○
避
世
塵　

世
俗
の
塵
埃
を
避
け
る
。梁
・
江
淹「
雑

体
詩
三
十
首
」（
嵆
中
散
言
志
詩
）（
『
文
選
』
巻
三
十
一
）
に
「
志
を
潜
め
て
世
塵
を

去
る
」。　

○
山
中
旧
宅　

人
里
離
れ
た
山
中
の
か
つ
て
の
住
ま
い
。戴
叔
倫「
贈
殷
亮
」

（
『
三
体
詩
』
巻
一
）
に
「
山
中
の
旧
宅 

人
の
住
む
無
し
／
風
塵
に
来
往
し
て
共
に
白

頭
」。　

○
容
身　

こ
の
身
ひ
と
つ
を
置
く
。
僧
霊
徹
「
答
韋
丹
」（
『
三
体
詩
』
巻
一
）

に
「
年
老
い
心
閑
に
し
て
外
事
無
し
／
麻
衣
草
坐 

亦
た
身
を
容
る
」。　

○
白
雲
深
処 

釈
霊
一
「
僧
院
」
に
「
無
限
の
青
山 

行
き
て
尽
き
ん
と
欲
し
／
白
雲
深
き
処 

老
僧
多

し
」。「
白
雲
」
は
し
ば
し
ば
深
山
、
ま
た
隠
遁
の
象
徴
と
な
る
。
杜
牧
「
山
行
」（
『
三

体
詩
』巻
一
）に「
遠
く
寒
山
に
登
れ
ば
石
径
斜
め
な
り
／
白
雲
生
ず
る
処
人
家
有
り
」、

王
維
「
帰
輞
川
作
」
に
「
悠
然
た
る
遠
山
の
暮
れ
／
独
り
白
雲
に
向
っ
て
帰
る
」、
劉
長

卿
「
尋
南
溪
常
道
人
隠
居
」（
『
三
体
詩
』
巻
三
）
に
「
一
路
経
行
す
る
処
／
莓
苔
履
痕

を
見
る
／
白
雲
静
渚
に
依
り
／
青
草
閑
門
を
閉
す
」
な
ど
。　

○
行
人
少　

行
き
交
う

旅
人
は
め
っ
た
に
い
な
い
。
王
維
「
送
劉
司
直
赴
安
西
」
に
「
三
春 

時
に
雁
有
る
も
／

万
里 
行
人
少
〔
ま
れ
〕
な
り
」。
岑
参
「
送
劉
判
官
赴
磧
西
」
に
「
火
山
五
月
行
人
少
〔
ま

れ
〕
に
／
君
が
馬
の
去
る
こ
と
疾
く
し
て
鳥
の
如
き
を
看
る
」。
ま
た
耿
湋
「
秋
日
」
に

「
古
道 

人
の
行
く
こ
と
少〔
ま
れ
〕に
／
秋
風 

禾
黍
を
動
か
す
」。　

○
峭
壁
攅
峯　
「
峭
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壁
」は
切
り
立
っ
た
崖
。「
攅
峯
」は
群
が
る
峰
々
。
盧
同「
逢
鄭
参
遊
山
」（
『
三
体
詩
』

巻
一
）
に
「
相
逢
う
の
処 

草
茸
茸
／
峭
壁
攅
峯 

千
万
重
」。　

○
蓋
四
隣　

あ
た
り
を

お
お
う
。
王
維
「
題
崔
処
士
林
亭
」（
『
三
体
詩
』
巻
一
）
に
「
翠
樹
の
重
陰 

四
隣
を
蓋

う
／
青
苔 

日
に
厚
く
し
て
自
ら
塵
無
し
」。

つ
た
か
ず
ら
の
茂
る
平
ら
な
石
の
上
、
こ
こ
で
世
俗
の
塵
を
避
け
て
暮
ら
す
。
山

中
の
古
び
た
こ
の
家
に
、
こ
の
身
ひ
と
つ
を
置
く
。
白
雲
深
く
垂
れ
こ
め
る
こ
の
山
中

に
は
、
行
き
交
う
旅
人
も
ま
れ
で
、
た
だ
切
り
立
っ
た
崖
や
群
が
る
峰
々
が
、
四
隣
を

蓋
う
ば
か
り
で
あ
る
。

【
余
説
】
語
注
に
示
し
た
よ
う
に
『
三
体
詩
』
に
見
え
る
語
句
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
て
描

い
た
水
墨
画
の
よ
う
な
世
界
。
そ
こ
に
身
を
置
く
隠
遁
者
に
わ
が
心
を
重
ね
る
こ
と

で
、
孤
独
な
心
を
描
く
と
と
も
に
、
繁
忙
な
政
務
の
中
、
し
ば
し
心
を
濯
ぐ
心
境
を
も

寓
す
る
。

《
07
》暁
鐘　
　
　
　
　
　
　
　
　
暁
ぎ
ょ
う
し
ょ
う鐘

支
枕
幽
齋
夢
不
成　
　
　
　

枕ま
く
らを

支さ
さ

え
て　

幽ゆ
う
さ
い齋　

夢ゆ
め
な成

ら
ず

疏
鐘
報
暁
太
多
情　
　
　
　

疏そ
し
ょ
う鐘　

暁
あ
か
つ
きを

報ほ
う

じ
て　

太は
な
はだ

多た
じ
ょ
う情

豊
山
霜
白
一
声
裏　
　
　
　

豊ほ
う
ざ
ん
し
も
し
ろ

山
霜
白
く　

一い
っ
せ
い声

の
裏う

ち

月
落
烏
啼
三
五
更　
　
　
　

月つ
き
お落

ち
烏か

ら
す
な啼

い
て　

三さ
ん
ご
こ
う

五
更

▽
七
絶
。
下
平
声
八
庚
韻
（
成
・
情
・
更
）。

●
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
二
月
二
十
七
日
。
四
十
三
歳
の
作
。
亀
岡
文
殊
堂
奉
納
詩

歌
百
首
の
一
（
其
の
七
）。

○
暁
鐘　

あ
か
つ
き
の
鐘
の
音
。
岑
参
「
和
賈
至
早
朝
大
明
宮
」（
『
三
体
詩
』
巻
二
）

に
「
金
闕
の
暁
鐘 

万
戸
を
開
き
／
玉
階
の
仙
仗 

千
官
を
擁
す
」。
賈
島
「
三
月
晦
日
贈

劉
評
事
」（
『
三
体
詩
』
巻
一
）
に
「
未
だ
暁
鐘
に
到
ら
ず
ん
ば
猶
お
是
れ
春
」。　

○

支
枕　

陸
游
「
冬
夜
聴
雨
戯
作
二
首
」
其
二
に
「
檐
を
遶
り
て
点
滴 

琴
筑
の
如
し
／
枕

を
支
え
て
幽
齋
に
聴
き
て
始
め
て
奇
な
り
」。「
支
枕
」
一
作
「
支
枝
」。　

○
幽
斎　

静

か
な
部
屋
。
前
項
陸
游
詩
参
照
。　

○
疏
鐘　

間
遠
に
鳴
る
鐘
の
音
。
王
維
「
酬
郭
給

事
」
に
「
禁
裏
の
疎
鐘 

官
舎
晩
れ
／
省
中
の
啼
鳥 

吏
人
稀
な
り
」。　

○
報
暁　

夜
明

け
を
知
ら
せ
る
。
王
維
「
和
賈
至
早
朝
大
明
宮
」（
『
三
体
詩
』
巻
二
）
に
「
絳
幘
の
鶏

人 

暁
籌
を
報
ず
」。
李
商
隠
「
馬
嵬
」（
『
三
体
詩
』
巻
二
）
に
「
復
た
鶏
人
の
暁
籌
を

報
ず
る
無
し
」。　

○
多
情　

感
情
の
豊
か
な
こ
と
。
感
受
性
の
繊
細
な
こ
と
。
張
侹

「
寄
人
」（
『
三
体
詩
』
巻
一
）
に
「
酷
だ
風
月
を
憐
れ
む
は
多
情
な
る
が
為
な
り
」。
雍

陶
「
過
南
隣
花
園
」（
『
三
体
詩
』
巻
一
）
に
「
怪
し
む
莫
か
れ 

頻
り
に
酒
有
る
家
に
過

る
を
／
多
情 

長
に
是
れ
年
華
を
惜
し
む
」な
ど
。　

○
豊
山　

中
国
古
代
の
地
理
書『
山

海
経
』
に
見
え
る
山
の
名
。
こ
の
山
に
九
つ
の
鐘
が
あ
り
、
霜
が
降
る
と
そ
れ
に
感
応

し
て
自
然
に
鳴
る
と
い
う
。『
山
海
経
』中
山
経（
中
次
十
一
経
）に「
又
た
東
南
三
百
里
、

豊
山
と
曰
う
。
…
九
鐘
有
り
、
是
れ
霜
を
知
れ
ば
鳴
る
」。（
或
い
は
米
沢
に
近
い
飯
豊

山
あ
た
り
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
か
）。　

○
月
落
烏
啼　

張
継「
楓
橋
夜
泊
」（
『
三
体
詩
』

巻
一
）
に
「
月
落
ち
烏
啼
い
て
霜
天
に
満
つ
／
江
楓
漁
火
愁
眠
に
対
す
／
姑
蘇
城
外
寒

山
寺
／
夜
半
の
鐘
声
客
船
に
到
る
」。　

○
三
五
更　

三
更
（
午
前
零
時
ご
ろ
）
と
五
更

（
午
前
四
時
前
後
）
を
合
わ
せ
た
表
現
だ
ろ
う
が
、
熟
さ
な
い
言
い
方
で
意
味
が
と
り

に
く
い
。
余
説
参
照
。

枕
を
支
え
て
静
か
な
部
屋
で
眠
れ
ぬ
ま
ま
悶
々
と
し
て
い
る
う
ち
に
、
は
や
夜
明

け
が
近
い
。
ゴ
ー
ン
、
ゴ
ー
ン
と
ま
ば
ら
な
五
更
の
鐘
が
暁
を
知
ら
せ
る
。
心
は
な
ぜ

か
は
な
は
だ
波
立
つ
。
霜
が
降
り
る
と
鳴
る
と
伝
え
る
豊
山
の
鐘
が
、
霜
白
く
降
り
た

わ
が
宿
に
、
ゴ
ー
ン
と
一
声
響
く
と
、
月
は
西
に
沈
み
烏
が
カ
ァ
と
啼
く
。
張
継
さ
ん

で
は
な
い
が
、
あ
の
鐘
は
さ
て
三
更
か
五
更
か
。

【
余
説
】
結
句
の
「
三
五
更
」
と
い
う
不
思
議
な
表
現
に
つ
い
て
、
何
故
こ
の
よ
う
な
表

現
を
し
た
の
か
を
考
え
て
み
る
と
、
張
継
の
詩
の
「
夜
半
の
鐘
声
」
を
め
ぐ
っ
て
、
こ

れ
が
文
字
通
り
夜
半
＝
三
更
の
鐘
な
の
か
、
そ
れ
と
も
暁
＝
五
更
の
鐘
な
の
か
に
つ
い
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て
、
宋
代
の
詩
話
や
日
本
の
五
山
の
詩
僧
た
ち
の
あ
い
だ
に
う
る
さ
い
議
論
が
あ
る
。

兼
続
は
大
永
七
年
（
一
五
二
七
）
成
立
の
『
三
体
詩
幻
雲
抄
』〔
勉
誠
社
「
抄
物
大
系
」

所
収
天
文
五
年
（
一
五
三
六
）
写
本
の
影
印
本
あ
り
（
一
九
七
七
刊
）
〕
並
び
に
そ
の
他

の
『
三
体
詩
』
の
抄
物
を
通
じ
て
、
そ
れ
ら
の
議
論
を
読
ん
で
い
る
。
そ
の
い
く
つ
か

を
紹
介
す
る
と
、

①
歐
陽
脩
は
張
継
の
「
姑
蘇
城
外
寒
山
寺
／
夜
半
の
鐘
声
客
船
に
到
る
」
に
つ
い
て

「
句
は
則
ち
佳
し
。
其
の
三
更
の
如
き
は
是
れ
鐘
を
撞
く
の
時
な
ら
ず
」、
三
更

＝
夜
半
は
鐘
を
撞
く
時
刻
で
は
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。

し
か
ら
ば
何
故
「
夜
半
」
と
し
た
の
か
。

②〔
五
更
の
鐘
説
〕愁
眠
熟
せ
ぬ
ま
ま
五
更
の
鐘
の
音
を
聞
い
て
し
ま
っ
た
張
継
は
、

そ
れ
で
も
ま
だ
曙
け
や
ら
ぬ
空
を
恨
ん
で
、
こ
れ
で
は
ま
る
で
「
夜
半
の
鐘
声
」

で
は
な
い
か
と
怒
っ
た
。
こ
れ
は
「
活
話
」（
禅
の
語
録
な
ど
に
見
え
る
、
表
面

上
の
意
味
で
は
な
く
、話
者
の
意
図
を
直
感
的
に
把
握
す
べ
き
言
葉
）
で
あ
っ
て
、

「
夜
半
」
を
文
字
通
り
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
。

③
〔
三
更
の
鐘
説
〕『
南
史
』
に
、
斉
の
武
帝
の
景
陽
楼
に
三
更
五
更
の
鐘
が
あ
る

と
い
う
記
述
が
見
え
、
ま
た
丘
仲
孚
の
伝
記
に
「
少
く
し
て
学
を
好
み
書
を
読
む

に
常
に
中
宵
の
鐘
の
鳴
る
を
以
て
限
り
と
為
す
」
と
あ
る
の
で
、
三
更
に
鐘
を
鳴

ら
す
こ
と
は
あ
っ
た
の
だ
。
探
し
て
み
れ
ば
実
際
に
夜
半
に
鐘
を
聞
い
た
と
い

う
詩
が
唐
代
に
い
く
つ
も
あ
る
（
于
鵠
・
白
楽
天
・
温
庭
筠
な
ど
）。

④
〔
妓
女
の
偽
り
説
、
実
は
三
更
の
鐘
〕
色
好
み
の
張
継
は
一
夜
、
妓
女
と
同
に
臥

し
た
が
、
妓
女
は
他
の
客
に
奔
ら
ん
と
し
て
偽
っ
て
言
う
こ
と
に
は
、
あ
れ
も

う
五
更
の
鐘
が
鳴
り
ま
し
た
。
月
落
ち
烏
啼
い
て
霜
天
に
満
ち
、
夜
も
已
に
明

け
ま
し
た
わ
。
漁
師
た
ち
も
漁
を
や
め
、
火
を
焚
い
て
休
ん
で
い
ま
す
、
わ
た

し
も
う
帰
ら
な
く
ち
ゃ
、
と
暇
を
乞
う
の
で
帰
し
た
。
妓
女
が
帰
っ
た
あ
と
、

夜
半
の
鐘
声
が
聞
こ
え
て
き
て
、
ま
だ
三
更
だ
っ
た
と
気
付
き
、
張
継
は
臍
を

噛
ん
だ
。

⑤
〔
張
継
の
偽
り
説
、
実
は
五
更
の
鐘
〕
張
継
と
一
夜
を
共
に
し
た
妓
女
が
、
も
う

五
更
の
鐘
が
鳴
っ
た
の
で
帰
り
ま
す
と
言
っ
た
の
に
対
し
て
、
張
継
が
い
や
あ

れ
は
夜
半
＝
三
更
の
鐘
だ
と
偽
っ
て
引
き
留
め
た
。『
詩
経
』
鄭
風
・
女
曰
鶏
鳴

の
こ
こ
ろ
。

な
ど
で
あ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
妓
女
を
登
場
さ
せ
る
あ
た
り
、後
の
『
素
隠
抄
』
に
云
う
「
出

家
ノ
講
ズ
ル
ニ
ハ
似
合
ハ
ヌ
ゾ
」
と
い
う
通
り
だ
が
、
こ
う
し
た
抄
物
の
く
そ
ま
じ
め

な
議
論
を
当
時
の
読
者
た
ち
は
面
白
が
っ
て
読
ん
で
い
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
兼
続

の
こ
の
詩
も
こ
れ
ら
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
鐘
の
音
は
い
っ
た
い
三
更
な
の
か
五

更
な
の
か
、
と
い
う
こ
こ
ろ
で
「
月
落
ち
烏
啼
い
て　

三
五
更
」
と
詠
み
、
そ
の
場
の

仲
間
た
ち
も
笑
い
な
が
ら
意
味
を
理
解
し
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
抄
物
を
み
ん
な

が
読
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
成
り
立
つ
、
冗
談
半
分
の
詩
で
あ
る
。
だ

か
ら
承
句
の
「
疏
鐘 

暁
を
報
じ
て 

太
だ
多
情
」
と
い
う
表
現
の
「
多
情
」
も
、
心
が
揺

さ
ぶ
ら
れ
る
と
い
う
普
通
の
意
味
と
、
艶
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
「
多
情
」
を
両
方
兼
ね
た

洒
落
言
葉
な
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
こ
の
張
継
の
「
楓
橋
夜
泊
」
詩
を
め
ぐ
る
抄
物
の
議
論
の
あ
れ
こ
れ
に
関

し
て
は
、
村
上
哲
見
『
漢
詩
と
日
本
人
』（
一
九
九
四
、
講
談
社
）、
同
『
中
国
文
学
と

日
本
十
二
講
』（
二
〇
一
三
、創
文
社
）、堀
川
貴
司
『
続
五
山
文
学
研
究
』（
二
〇
一
五
、

笠
間
書
院
）
等
を
参
照
。

（
以
上
亀
岡
文
殊
堂
奉
納
漢
詩
七
首
）

二　
不
編
年
詩

《
08
》歳
旦　
天
正
七
年　
　
　
　

歳さ
い
た
ん旦　

天て
ん
し
ょ
う
し
ち
ね
ん

正
七
年

冬
風
吹
尽
又
迎
春　
　
　
　

冬と
う
ふ
う
ふ

風
吹
き
尽つ

き
て　

又ま

た
春は

る

を
迎む

か

う

春
色
悠
悠
晷
運
長　
　
　
　

春し
ゅ
ん
し
ょ
く
ゆ
う
ゆ
う

色
悠
悠
と
し
て　

晷き

の
運め

ぐ

る
こ
と
長な

が

し

池
上
垂
糸
新
柳
緑　
　
　
　

池ち
じ
ょ
う上　

糸い
と

を
垂た

れ
て　

新し
ん
り
ゅ
う
み
ど
り

柳
緑
に

檻
前
飛
気
早
梅
香　
　
　
　

檻か
ん
ぜ
ん前　

気き

を
飛と

ば
し
て　

早そ
う
ば
い梅

香
る

▽
七
絶
。
下
平
声
七
陽
韻
（
長
・
香
）。
起
句
踏
落
し
？

□
底
本　

遠
藤
本
に
拠
る
。
木
村
本
、
渡
辺
本
同
じ
。
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△
「
迎
春
」、
木
村
德
衞
『
直
江
兼
續
傳
』
に
云
う
、「
第
一
句
は
従
来
「
迎
春
」
と
伝
写

せ
ら
れ
て
あ
る
が
七
陽
の
韻
な
れ
ば
「
迎
陽
」
の
誤
写
で
あ
ろ
う
」
と
。

●
天
正
七
年
（
一
五
七
九
）
正
月
。
二
十
歳
の
作
。

○
歳
旦　

元
旦
。　

〇
冬
風　

冬
の
風
。
貫
休
「
冬
末
病
中
作
」
に
「
冬
風 

草
木
を
吹

き
／
亦
た
我
が
病
根
を
吹
く
」。　

〇
吹
尽　

吹
き
尽
き
る
。
吹
き
止
む
。
元
稹
「
有

酒
十
章
」
に
「
東
風
吹
き
尽
き
て
南
風
来
り
／
鶯
声
漸
く
渋
く
花
摧
頽
す
」。
張
紘
「
行

路
難
」
に
「
春
風
吹
き
尽
き
て
燕
初
め
て
至
り
／
此
の
時
自
ら
為
え
ら
く
君
の
意
に
称

う
と
」。　

〇
迎
春　

姚
合
「
新
春
」（
『
三
体
詩
』
巻
三
）
に
「
未
だ
暁
け
ざ
る
に
寒
を

衝
い
て
起
き
／
春
を
迎
え
て
病
を
忍
ん
で
行
く
」。
ま
た
「
迎
陽
」
と
い
う
言
葉
は
唐
詩

に
は
見
え
な
い
が
宋
詩
に
は
見
え
る
。
王
安
石
「
和
中
甫
兄
春
日
有
感
」
に
「
嬌
梅 

雨

過
ぎ
て
吹
く
こ
と
爛
熳
／
幽
鳥 

陽
を
迎
え
て
語
る
こ
と
啾
喞
」。
陸
游
「
假
日
書
事
」

に
「
雕
檻 

陽
を
迎
え
て
花
併
び
発
き
／
画
梁 
雨
を
避
け
て
燕
双
び
来
る
」。　

○
春
色

悠
悠　
「
春
色
」は
春
の
景
色
。
謝
玄
暉「
徐
都
曹
に
和
す
」（
『
文
選
』巻
三
十
）に「
春

色
皇
州
に
満
つ
」。「
悠
悠
」
は
閑
適
、
閑
暇
の
さ
ま
。
ゆ
っ
た
り
し
た
さ
ま
。
晋
の
木

華
「
海
の
賦
」（
『
文
選
』
巻
十
二
）
に
「
永
く
悠
悠
と
し
て
以
て
長
生
す
」
な
ど
。　

○
晷
運　

晷
〔
ひ
あ
し
〕
の
運
り
。
太
陽
の
運
行
。
晋
の
潘
尼
「
三
月
三
日
洛
水
の
作
」

に
「
晷
の
運
る
こ
と
窮
已
無
く
／
時
の
逝
く
こ
と
焉
ん
ぞ
追
う
可
け
ん
」。
宋
の
謝
恵

連
「
搗
衣
」（
『
文
選
』
巻
三
十
）
に
「
晷
の
運
る
こ
と
倐
と
し
て
催
す
が
如
し
」。　

○

池
上　

池
の
ほ
と
り
。
張
籍
「
感
春
」（
『
三
体
詩
』
巻
一
）
に
「
遠
客
悠
悠
と
し
て
病

身
に
任
す
／
誰
が
家
の
池
上
に
か
又
た
春
に
逢
わ
ん
」。　

〇
垂
糸　

糸
の
よ
う
に
細

く
垂
れ
る
。
李
白
「
侍
従
宜
春
苑
奉
詔
賦
龍
池
柳
色
初
青
聴
新
鶯
百
囀
歌
」
に
「
池
南

の
柳
色
半
ば
青
青
／
縈
煙
嫋
娜 

綺
城
を
払
う
／
垂
糸
百
尺 

雕
楹
に
掛
り
／
上
に
好
鳥

有
り 

相
和
し
て
鳴
く
」。　

○
檻
前　
「
檻
」
は
窓
辺
の
て
す
り
、
欄
干
。
李
山
甫
「
方

干
隠
居
」
に
「
溪
畔 

沙
に
印
し
て 

鶴
跡
多
く
／
檻
前 

竹
に
題
し
て 

僧
名
有
り
」。　

○
飛
気　
「
飛
気
」
と
い
う
言
葉
は
唐
宋
の
詩
に
見
え
な
い
が
、
飛
は
飛
散
の
意
で
、

気
を
漂
わ
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
梅
の
香
り
が
馥
郁
と
漂
う
。　

○
早
梅　

早
咲
き
の
梅
。

唐
の
太
宗
「
春
池
柳
」
に
「
縈
雪 

春
岸
に
臨
み
／
参
差
と
し
て
早
梅
に
間
わ
る
」。

さ
ん
ざ
ん
吹
き
荒
れ
た
冬
の
風
も
止
ん
で
、
今
年
も
ま
た
新
た
な
春
を
迎
え
た
。
春

の
景
色
は
の
ん
び
り
と
の
ど
か
で
、
日
足
は
長
い
。
池
の
ほ
と
り
の
柳
は
芽
吹
い
た
ば

か
り
の
柔
ら
か
な
緑
の
枝
を
水
面
に
垂
れ
、
お
ば
し
ま
の
前
の
梅
は
は
や
咲
き
初
め
て

ほ
の
か
な
香
り
を
漂
わ
せ
て
い
る
。

【
余
説
】
二
十
歳
の
作
に
相
応
し
い
清
新
・
爽
快
・
柔
軟
さ
。

《
09
》
岩
井
信
能
公
、
見
和
予
試
毫
之
韵
次
、
示
詠
梅
之
和
歌
一
首
。
曰
、
吾
祝
歳
旦
之

試
穎
於
梅
者
、有
年
于
茲
矣
。
予
謂
夫
梅
者
太
極
仁
根
、而
荒
寒
清
絶
也
。
其
標
格
高
也
、

其
香
色
深
也
。
僉
曰
、
天
下
尤
物
也
。
今
也
按
公
之
吟
詠
、
其
志
気
堅
美
也
。
嘉
賞
何

以
加
之
乎
。
仍
歩
其
韵
末
、
以
補
拙
耳
。
希
咲
擲
。

岩
井
信
能
公
、予
が
試
毫
の
韵
に
和
し
て
次
せ
ら
れ
、詠
梅
の
和
歌
一
首
を
示
さ
る
。

曰
く
、
吾
れ
歳
旦
の
試
穎
を
梅
に
祝
す
る
こ
と
、
茲
に
年
有
り
。
予
れ
謂
う
に 

夫
れ

梅
は
太
極
の
仁
根
に
し
て
、
荒
寒
の
清
絶
な
り
。
其
の
標
格
や
高
し
、
其
の
香
色
や
深

し
。
僉
〔
み
〕
な
天
下
の
尤
物
な
り
と
曰
う
。
今
や
公
の
吟
詠
を
按
ず
る
に
、
其
の
志

気
は
堅
美
な
り
。
嘉
賞
何
ぞ
以
て
之
に
加
え
ん
や
。
仍
り
て
其
の
韵
末
に
歩
し
、
以
て

拙
を
補
う
の
み
。
希
わ
く
は
咲
〔
わ
ら
〕
い
て
擲
〔
す
〕
て
ら
れ
よ
。　

○
岩
井
信
能　

花
ケ
前
盛
明
編
『
直
江
兼
続
大
辞
典
』（
二
〇
〇
八
、
新
人
物
往
来

社
）
の
記
述
を
引
用
す
れ
ば
、「
岩
井
信
能
（
い
わ
い
・
の
ぶ
よ
し
）〔
？
～
元
和
六

（
一
六
二
〇
）・
十
・
十
〕
備
中
守
、
民
部
少
輔
。
は
じ
め
源
蔵
。
岩
井
氏
は
岩
井
城
（
長

野
県
中
野
市
岩
井
）
主
で
あ
っ
た
と
い
う
。
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）、
信
能
は
父
満
長

と
越
後
に
来
て
上
杉
謙
信
に
仕
え
る
。
…
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）、
飯
山
城
（
長
野
県

飯
山
市
飯
山
）
将
と
な
り
、
翌
年
、
上
杉
景
勝
の
命
で
修
理
。
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）

の
『
文
禄
三
年
定
納
員
数
禄
』
に
よ
る
と
、
知
行
定
納
高
二
九
八
三
石
七
斗
九
升
、
軍

役
一
七
九
人
で
あ
っ
た
。
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）、
景
勝
の
会
津
移
封
に
従
い
、
宮

代
城
（
福
島
県
福
島
市
瀬
上
町
宮
代
）
六
〇
〇
〇
石
の
城
代
と
な
る
。
慶
長
一
九
年
の

大
坂
冬
の
陣
に
参
陣
。
大
石
綱
元
・
安
田
能
元
と
と
も
に
会
津
三
奉
行
と
称
さ
れ
た
。

茶
道
の
達
人
だ
っ
た
と
も
い
う
。」　

○
試
毫　

試
筆
。
新
年
の
書
初
め
。　

○
試
穎　

試
毫
に
同
じ
。
書
初
め
。　

○
標
格　

品
格
。
劉
禹
錫
「
令
狐
相
公
見
示
贈
竹
二
十
韻
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仍
命
継
和
」
に
「
堅
貞 

四
候
を
貫
き
／
標
格 

百
卉
に
殊
な
る
」。　

○
尤
物　

す
ぐ
れ

て
い
る
人
、
ま
た
物
。
劉
禹
錫
「
和
楊
師
皋
給
事
傷
小
姫
英
英
」
に
「
但
だ
是
れ
好
花

皆
落
ち
易
く
／
従
来 

尤
物
長
生
せ
ず
」。
白
居
易
「
真
娘
墓
」
に
「
世
間
の
尤
物
留
連

し
難
し
／
留
連
し
難
く 

銷
歇
し
易
し
」。　

○
嘉
賞　

ほ
め
た
た
え
る
。
韓
翃
「
送
客

之
江
甯
」
に
「
呉
士
の
風
流
甚
だ
親
し
む
可
し
／
相
逢
う
て
嘉
賞
す
れ
ば
日
応
に
新
た

な
る
べ
し
」。

岩
井
信
能
公
は
、
わ
た
し
の
新
年
の
試
筆
の
漢
詩
の
韻
に
和
し
て
、
梅
の
和
歌
一

首
を
示
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に
添
え
て
云
わ
れ
る
に
は
、
わ
た
し
（
岩
井
信
能
）
は
毎

年
、
新
年
の
書
初
め
に
梅
の
歌
を
詠
む
こ
と
、
す
で
に
何
年
に
も
な
り
ま
す
、
と
。
わ

た
し
（
兼
続
）
が
思
う
に
、
そ
も
そ
も
梅
は
宇
宙
の
仁
の
心
の
根
本
で
あ
り
、
寒
く
厳

し
い
季
節
の
中
で
清
ら
か
に
咲
く
も
の
で
す
。
そ
の
品
格
は
高
く
、
そ
の
香
り
や
色
は

深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
だ
れ
も
が
み
な
天
下
に
優
れ
た
も
の
と
言
い
ま
す
。
い
ま
公

が
詠
ま
れ
た
歌
を
拝
見
す
る
に
、
其
の
志
は
堅
く
、
気
品
に
は
美
し
さ
が
あ
り
ま
す
。

ど
ん
な
に
褒
め
て
も
褒
め
き
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
御
作
の
韻
末
に
合

わ
せ
て
、
先
の
拙
作
を
い
さ
さ
か
補
う
ば
か
り
で
す
。
願
わ
く
は
ご
笑
覧
の
上
、
お
棄

て
く
だ
さ
い
。

書
窓
鷰
日
更
遅
遅　
　
　
　

書し
ょ
そ
う窓　

鷰え
ん〔

燕
〕
日じ

つ　

更さ
ら

に
遅ち

ち遅

迎
歳
新
春
似
旧
時　
　
　
　

迎げ
い
さ
い歳　

新し
ん
し
ゅ
ん春　

旧き
ゅ
う
じ時

に
似に

た
り

我
句
凡
桃
還
俗
李　
　
　
　

我わ

が
句く

は　

凡ぼ
ん
と
う桃　

還ま

た
俗ぞ

く
り李

君
唫
梅
蘂
世
皆
知　
　
　
　

君き
み

が
梅ば

い
ず
い蘂

を
唫ぎ

ん

ず
る
は　

世よ

み皆
な
知し

る

▽
七
絶
。
上
平
声
四
支
韻
（
遅
・
時
・
知
）。

□
底
本　

木
村
本
に
拠
る
（
題
詞
が
記
さ
れ
て
い
る
た
め
）。

●
作
詩
年
次
未
詳
。

○
書
窓　

書
斎
の
窓
。
ま
た
書
斎
。
蘇
軾
「
欧
陽
季
黙
以
油
煙
墨
二
丸
見
餉
、
各
長
寸

許
、戯
作
小
詩
」
に
「
書
窗
に
軽
煤
を
拾
い
／
仏
帳 

餘
馥
を
掃
う
」。　

○
鷰
日　
「
鷰
」

は
つ
ば
め
の
意
だ
が
、
そ
の
ま
ま
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
遠
藤
綺
一
郎
氏
は
「
閑
居

（
鷰
は
燕
に
同
じ
で
、
く
つ
ろ
ぐ
意
）
の
日
」
と
訳
す
る
（
『
直
江
兼
続
伝
』
）。
こ
こ

で
は
そ
の
説
に
従
っ
て
お
く
が
、
そ
の
よ
う
な
用
例
は
唐
宋
の
詩
に
は
見
出
せ
な
い
。

あ
る
い
は
後
引
の
蘇
軾
の
「
晴
窗
嚥
日
」
と
の
つ
な
が
り
か
ら
「
鷰
日
」
は
「
嚥
日
」
の

誤
り
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
嚥
日
は
道
教
の
修
養
法
の
一
つ
「
服
日
華
」。
太
陽
に
向

か
っ
て
深
呼
吸
し
、太
陽
の
精
気
を
吸
い
込
む（
『
真
誥
』巻
五
に「
日
出
る
こ
と
二
丈
、

正
面
に
之
に
向
い
、口
に
死
気
を
吐
き
、鼻
に
日
精
を
噏〔
す
〕う
」と
あ
る
）。
蘇
軾「
柳

子
玉
亦
見
和
、
因
以
送
之
、
兼
寄
其
兄
子
璋
道
人
」
に
「
晴
窗 

日
を
嚥
ん
で 

肝
腸
煖

か
に
／
古
殿 

真
に
朝
し
て 

屨
袖
香
し
」。　

○
遅
遅　

春
の
日
の
の
ど
か
な
る
さ
ま
。

『
詩
経
』
豳
風
・
七
月
に
「
春
日
遅
遅
た
り
／
蘩
を
采
る
こ
と
祁
祁
た
り
」。
同
じ
く
小

雅
・
出
車
に「
春
日
遅
遅
た
り
／
卉
木
萋
萋
た
り
」。　

〇
似
旧
時　

昔
と
変
わ
り
な
い
。

白
居
易「
再
到
襄
陽
訪
問
旧
居
」に「
独
り
秋
江
の
水
有
り
て
／
煙
波 

旧
時
に
似
た
り
」。 

○
凡
桃
俗
李　

あ
り
ふ
れ
た
も
も
や
す
も
も
。
平
凡
な
人
間
の
喩
え
。
明
の
王
冕
「
題

墨
梅
図
」
に
「
凡
桃
俗
李 

芬
芳
を
争
い
／
只
だ
老
梅
有
り 

心
自
ら
常
あ
り
」。　

〇
唫 

「
唫
」
は
「
吟
」
に
同
じ
。
こ
こ
は
歌
を
詠
む
。　

○
梅
蘂　

梅
の
つ
ぼ
み
。

書
斎
の
窓
に
春
の
日
差
し
は
さ
し
て
、
春
の
日
は
ゆ
っ
く
り
流
れ
て
い
き
ま
す
。
今

年
も
新
た
な
歳
を
迎
え
ま
し
た
が
、
こ
の
新
春
も
昔
と
変
わ
ら
ず
の
ど
か
で
す
。
わ
た

し
の
詩
は
平
々
凡
々
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
あ
な
た
の
詠
梅
の
和
歌
は
世
の
人
々
が
み
な

称
賛
し
て
や
ま
な
い
所
で
す
。

【
余
説
】
序
文
に
よ
れ
ば
岩
井
信
能
の
梅
の
歌
に
先
立
っ
て
、
兼
続
の
「
試
毫
の
韵
」
が

あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
そ
れ
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
こ
の
詩
は
岩
井
信
能
の
返
歌
に
対
す

る
返
し
。
岩
井
信
能
の
描
く
「
梅
」
に
対
比
し
て
自
ら
の
詩
を
「
凡
桃
俗
李
」
と
謙
遜
し

て
い
る
。
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《
10
》人
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
人じ
ん
じ
つ日

人
日
江
城
更
幾
回　
　
　
　

人じ
ん
じ
つ日　

江こ
う
じ
ょ
う城　

更さ
ら

に
幾い

く
か
い回

ぞ

園
林
春
至
興
多
哉　
　
　
　

園え
ん
り
ん林

に
春は

る
い
た至

り
て　

興き
ょ
う
お
お多

き
哉か

な

料
知
次
第
東
風
好　
　
　
　

料は
か

り
知し

る　

次し
だ
い第

に　

東と
う
ふ
う
よ

風
好
き
を

二
十
四
番
纔
過
梅　
　
　
　

二に
じ
ゅ
う
し
ば
ん

十
四
番　

纔わ
ず
かに

梅う
め

を
過す

ぐ

▽
七
絶
。
上
平
声
十
灰
韻
（
回
、
哉
、
梅
）。

□
底
本　

自
筆
色
紙
。
林
泉
寺
蔵
。『
定
本
直
江
兼
続
』（
二
〇
一
〇
年
、郷
土
出
版
社
）

一
七
五
頁
。

●
作
詩
年
次
未
詳
。
起
句
に
「
江
城
」（
江
戸
の
町
）
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
兼
続
が
江

戸
に
詰
め
て
い
た
あ
る
年
の
正
月
七
日
の
作
と
想
像
さ
れ
る
が
、
何
時
か
は
不
明
。

○
人
日　

正
月
七
日
を
人
日
と
い
う
。『
荊
楚
歳
時
記
』
に
「
正
月
七
日
、
之
を
人
日
と

謂
う
。
七
種
の
菜
を
採
り
、
以
て
羹
を
為
る
。」　

○
江
城　

本
来
は
川
の
ほ
と
り
の
町

の
意
。
李
白
「
与
史
郎
中
欽
聴
黄
鶴
楼
上
吹
笛
」
に
「
黄
鶴
楼
中 

玉
笛
を
吹
く
／
江
城

五
月 

落
梅
花
」。
こ
こ
は
江
戸
の
町
を
指
す
か
。　

○
更
幾
回　

あ
と
何
回
迎
え
ら
れ

る
か
。
杜
甫
「
絶
句
漫
興
九
首
」
其
四
に
「
二
月
已
に
破
れ
て
三
月
来
る
／
漸
老 
春
に

逢
う 

能
く
幾
回
ぞ
」。　

○
園
林　

花
や
木
が
植
え
ら
れ
、
亭
な
ど
も
あ
っ
て
、
人
が

眺
め
た
り
休
ん
だ
り
で
き
る
場
所
。
晋
の
張
翰「
雑
詩
」（
『
文
選
』巻
二
十
九
）に「
暮

春 

和
気
応
じ
／
白
日 

園
林
を
照
ら
す
」。
杜
審
言
「
渡
湘
江
」
に
「
遅
日
園
林 

昔
遊
を

悲
し
む
／
今
春
花
鳥 

辺
愁
を
作
す
」。　

○
興
多　

興
趣
ゆ
た
か
。
李
白
「
送
賀
賓
客

帰
越
」
に
「
鏡
湖
流
水 

清
波
漾
い
／
狂
客
の
帰
舟 

逸
興
多
し
」。
杜
甫
「
覧
物
」
に
「
曾

て
掾
吏
と
為
り
て
三
輔
に
趨
る
／
憶
う
潼
関
に
在
り
て
詩
興
多
し
」。　

○
料
知　

推

測
し
て
知
る
。
岑
参
「
走
馬
科
行
奉
送
出
師
西
征
」
に
「
料
り
知
る
短
兵
敢
て
接
せ
ざ

る
は
／
車
師
西
門
に
献
捷
を
佇〔
ま
〕つ
を
」。　

○
次
第　

順
序
。
ま
た
順
を
追
っ
て
、

つ
ぎ
つ
ぎ
に
。
李
紳
「
欲
到
西
陵
寄
王
行
周
」（
『
三
体
詩
』
巻
二
）
に
「
舟
人
の
次
第

無
き
を
責
め
ん
と
欲
す
れ
ど
も
／
自
ら
知
る 

酒
を
貪
っ
て
春
潮
を
過
せ
し
を
」。
劉
禹

錫
「
秋
江
晩
泊
」
に
「
暮
霞
千
万
状
／
賓
雁
次
第
に
飛
ぶ
」。　

○
東
風
好　

東
風
は
春

風
。　

○
二
十
四
番　
「
二
十
四
番
花
信
風
」
の
こ
と
。
小
寒
か
ら
穀
雨
に
至
る
四
カ

月
を
五
日
ご
と
に
分
け
て
合
せ
て
二
十
四
候
と
し
、
小
寒
の
一
候
梅
花
、
二
候
山
茶
、

三
候
水
仙
、
大
寒
の
一
候
瑞
香
、
二
候
蘭
花
、
三
候
山
礬
、
…
と
花
の
た
よ
り
（
花
信

風
）
を
そ
れ
ぞ
れ
に
当
て
は
め
、
最
後
は
穀
雨
の
三
候
棟
花
に
至
る
二
十
四
番
で
寒
が

終
わ
る
と
い
う
も
の
。『
荊
楚
歳
時
記
』
等
に
見
え
る
。　

○
纔
過
梅　

二
十
四
番
花

信
風
の
一
番
最
初
、小
寒
の
一
候
梅
花
が
過
ぎ
た
ば
か
り
と
い
う
こ
と
。「
纔
」
は
や
っ

と
。
ほ
ん
の
す
こ
し
。

正
月
七
日
の
人
日
を
迎
え
て
、
ふ
と
こ
れ
か
ら
あ
と
何
回
こ
の
江
戸
の
町
で
人
日
を

迎
え
る
こ
と
に
な
る
の
か
と
思
う
。
春
は
よ
う
や
く
こ
の
庭
園
に
も
や
っ
て
来
て
、
ま

こ
と
に
趣
深
い
。
季
節
の
推
移
に
従
っ
て
春
風
も
や
が
て
い
い
具
合
に
吹
い
て
く
る
だ

ろ
う
が
、
い
ま
は
ま
だ
春
に
よ
う
や
く
入
っ
た
ば
か
り
、
二
十
四
番
の
花
信
風
も
や
っ

と
第
一
候
の
梅
花
が
過
ぎ
た
ば
か
り
だ
。

《
11
》賦
人
日
詩　
　
　
　
　
　
　
　
人じ
ん
じ
つ日
を
賦ふ

す
る
詩し

　
　

従
五
位
下　

豊
臣
兼
続　
　
　
　

従じ
ゅ
ご
い
の
げ

五
位
下　

豊
臣
兼
続

佳
辰
令
月
得
春
来　
　
　
　

佳か
し
ん
れ
い
げ
つ

辰
令
月　

春は
つ

の
来き

た

る
を
得え

た
り

人
日
題
詩
更
幾
回　
　
　
　

人じ
ん
じ
つ日　

詩し

を
題だ

い

す
る
は　

更さ
ら

に
幾い

く
か
い回

ぞ

猶
説
風
流
千
歳
後　
　
　
　

猶な

お
説と

く　

風ふ
う
り
ゅ
う
せ
ん
ざ
い

流
千
歳
の
後の

ち

含
章
楼
下
寿
陽
梅　
　
　
　

含が
ん
し
ょ
う
ろ
う
か

章
楼
下　

寿じ
ゅ
よ
う
ば
い

陽
梅

▽
七
絶
。
上
平
声
十
灰
韻
（
来
・
回
・
梅
）。

□
底
本　

遠
藤
本
に
拠
る
。
木
村
本
、
渡
辺
本
同
じ
。
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●
作
詩
年
次
未
詳
。
兼
続
が
従
五
位
下
、
山
城
守
に
叙
任
さ
れ
、
秀
吉
か
ら
豊
臣
の

姓
を
許
さ
れ
た
の
は
天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）
八
月
十
七
日
、
二
十
九
歳
の
時

で
あ
る
。
遠
藤
綺
一
郎
氏
は
こ
の
詩
を
、
そ
の
頃
作
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
し

か
し
同
じ
く
「
山
城
守 

豊
臣
兼
続
」
と
記
す
「
春
日
賦
花
契
遐
年
詩
」
が
慶
長
三
年

（
一
五
九
八
）、
三
十
九
歳
、
醍
醐
の
花
見
の
際
の
歌
会
の
詩
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
詩
も
そ
の
年
前
後
の
正
月
七
日
の
作
の
可
能
性
も
あ
る
。「
人

日 

詩
を
題
す
る
は 

更
に
幾
回
ぞ
」
と
い
う
口
吻
か
ら
す
れ
ば
、
若
年
よ
り
は
む
し

ろ
後
年
の
作
と
見
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

○
人
日　

正
月
七
日
を
人
日
と
い
う
。『
荊
楚
歳
時
記
』
に
「
正
月
七
日
、
之
を
人
日
と

謂
う
。
七
種
の
菜
を
採
り
、
以
て
羹
を
為
る
。」
と
あ
り
、
ま
た
そ
の
杜
公
贍
の
註
に

引
く
董
勛
の
『
問
礼
俗
』
に
「
正
月
一
日
を
鶏
と
為
し
、
二
日
を
狗
と
為
し
、
三
日
を

羊
と
為
し
、
四
日
を
豬
と
為
し
、
五
日
を
牛
と
為
し
、
六
日
を
馬
と
為
し
、
七
日
を
人

と
為
し
、
陰
晴
を
以
て
豊
耗
を
占
う
」
と
あ
る
。　

○
佳
辰
令
月　

佳
辰
は
よ
い
日
、

令
月
は
よ
い
月
。
こ
こ
は
正
月
七
日
の
人
日
を
指
す
。
韋
応
物
「
大
樑
亭
会
李
四
楼
梧

作
」に「
置
酒
し
て
清
弾
を
発
し
／
相
与
に
佳
辰
を
楽
し
む
」。
杜
甫「
小
寒
食
舟
中
作
」

に「
佳
辰 

強
い
て
飲
め
ば 

食
猶
お
寒
く
／
几
に
隠
り
て
蕭
条 
鶡
冠
を
戴
く
」。「
令
月
」

の
用
例
は
見
当
た
ら
な
い
。　

○
人
日
題
詩　
「
題
詩
」は
詩
を
書
き
付
け
る
。高
適「
人

日
寄
杜
二
拾
遺
」
に
「
人
日 

詩
を
題
し
て
草
堂
に
寄
す
／
遥
か
に
憐
れ
む 
故
人
の
故

郷
を
思
う
を
」。
杜
牧
「
念
昔
遊
」（
『
三
体
詩
』
巻
一
）
に
「
李
白
詩
を
題
す
水
西
寺
／

古
木
回
巌
楼
閣
の
風
」。　

○
更
幾
回　

あ
と
何
回
で
き
る
の
か
。
杜
甫
「
絶
句
漫
興

九
首
」
其
四
に
「
二
月
已
に
破
れ
て
三
月
来
る
／
漸
老 

春
に
逢
う 

能
く
幾
回
ぞ
」。　

○
風
流　

風
雅
で
瀟
洒
な
感
覚
。
情
趣
を
理
解
す
る
文
学
的
雰
囲
気
。『
後
漢
書
』
方

術
伝
論
に
「
漢
の
世
の
所
謂
名
士
な
る
者
は
、
其
の
風
流
知
る
可
し
」。
李
嘉
祐
「
送
王

正
字
山
寺
読
書
」（
『
三
体
詩
』巻
三
）に「
風
流
に
し
て
佳
句
有
り
」。
牟
融「
送
友
人
」

に
「
衣
冠 

文
物
を
重
ん
じ
／
詩
酒 

風
流
足
る
」。　

○
含
章
楼
下
寿
陽
梅　
「
含
章
楼
」

は
南
朝
宋
（
四
二
〇
～
四
七
九
）
の
宮
殿
、
含
章
殿
。「
寿
陽
」
は
宋
の
武
帝
の
む
す
め

寿
陽
公
主
の
こ
と
。
正
月
七
日
の
人
日
に
、
寿
陽
公
主
が
含
章
殿
の
窓
の
下
で
横
に

な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
梅
の
花
び
ら
が
ひ
ら
ひ
ら
と
公
主
の
額
の
上
に
落
ち
て
、
五
弁

の
花
の
形
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
払
っ
て
も
落
ち
ず
、
そ
の
ま
ま
額
の
化
粧
と
し
て
「
梅

花
妝
」
と
称
し
た
。
宮
廷
の
女
人
た
ち
は
競
っ
て
そ
の
化
粧
法
を
ま
ね
た
、
と
い
う
話

が『
宋
史
』（
『
太
平
御
覧
』巻
九
七
〇
所
引
）に
見
え
る
。
宋
・
陳
自
斎「
宮
妝
」（
『
聯

珠
詩
格
』
巻
十
七
）
に
「
浅
く
蛾
眉
を
画
き 

薄
く
腮
〔
あ
ご
〕
に
傅
〔
ふ
〕
す
／
淡
妝
雅
称

す 

寿
陽
梅
」。

一
月
七
日
、
人
日
の
佳
き
日
、
今
年
も
こ
う
し
て
春
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ

の
人
日
に
詩
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、あ
と
何
回
か
。
人
日
と
い
え
ば
思
い
出
す
、

宋
の
武
帝
の
む
す
め
寿
陽
公
主
の
こ
と
。
含
章
殿
の
窓
の
下
で
横
に
な
っ
て
い
た
と
こ

ろ
、
梅
の
花
び
ら
が
額
の
上
に
落
ち
、
払
っ
て
も
落
ち
ず
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
額
の
化

粧
と
し
て
「
梅
花
妝
」
と
称
し
た
。
宮
廷
の
女
人
た
ち
は
競
っ
て
そ
の
化
粧
法
を
ま
ね

た
、
と
い
う
優
雅
な
話
。
そ
の
風
流
は
千
年
の
ち
の
今
日
ま
で
人
々
の
口
に
の
ぼ
る
ほ

ど
だ
。

【
余
説
】
化
粧
の
話
題
が
詩
の
材
料
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
想
像
す
れ
ば
、
人
日

の
祝
い
に
女
性
が
列
席
し
て
い
る
よ
う
な
場
で
の
吟
詠
か
。

《
12
》春
日
賦
花
契
遐
年
詩　
　
　
　

春し
ゅ
ん
じ
つ日　
花
を
賦ふ

し　
遐か
ね
ん年
を
契ち
ぎ
る
の
詩し

　
　

山
城
守　

豊
臣
兼
続　
　
　
　

山や
ま
し
ろ
の
か
み

城
守　

豊
臣
兼
続

吟
賞
群
紅
開
雅
筵　
　
　
　

群ぐ
ん
こ
う紅

を
吟ぎ

ん
し
ょ
う賞

し
て
雅が

え
ん筵

を
開ひ

ら

く

雨
餘
春
色
最
堪
憐　
　
　
　

雨う

よ余
の
春

し
ゅ
ん
し
ょ
く

色　

最も
っ
とも

憐あ
わ

れ
む
に
堪た

う

花
縦
無
語
自
相
賀　
　
　
　

花は
な
た
と縦

い
語ご

な無
き
も
自お

の

ず
か
ら
相あ

い
が賀

す

子
葉
孫
枝
億
万
年　
　
　
　

子し
よ
う
そ
ん
し

葉
孫
枝　

億お
く
ま
ん
ね
ん

万
年

▽
七
絶
。
下
平
声
一
先
韻
（
筵
・
憐
・
年
）。

□
底
本　

個
人
蔵
「
紙
本
墨
書 

春
日
賦
花
七
絶 

直
江
兼
続
書
」。
山
形
県
の
文
化
財
検
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索
サ
イ
ト
「
山
形
の
宝
検
索navi

」
に
画
像
あ
り
。

http://w
w

w
.pref.yam

agata.jp/cgi-bin/yam
agata-takara/?m

=detail&
id=1477

●
作
詩
年
次
未
詳
。
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
三
月
一
五
日
、
三
十
九
歳
、
醍
醐
の
花

見
の
際
の
歌
会
の
詩
か
。（
な
お
兼
続
が
山
城
守
に
叙
任
さ
れ
、
秀
吉
か
ら
豊
臣
の

姓
を
許
さ
れ
た
の
は
天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）
八
月
十
七
日
、
二
十
九
歳
の
時
で

あ
る
。）

　
　

山
形
県
酒
田
市
中
町
二
丁
目
の
小
野
太
右
衛
門
家
に
「
紙
本
墨
書 

春
日
賦
花
七

絶 

直
江
兼
続
書
」（
縦
30.7
㎝
×
横
40.3
㎝
）
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、県
指
定
文
化
財
（
昭

和
三
七
年
一
月
一
二
日
指
定
）
と
な
っ
て
い
る
。
画
像
は
山
形
県
の
文
化
財
検
索
サ

イ
ト
「
山
形
の
宝
検
索navi
」
で
見
ら
れ
る
。

　
　

な
お
同
サ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、「
こ
の
書
は
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
三
月
一
五
日
、

京
都
伏
見
の
醍
醐
寺
の
五
重
塔
が
完
成
し
た
の
を
機
に
、
秀
吉
が
行
っ
た
醍
醐
の

花
見
の
際
に
、
兼
続
も
陪
臣
の
身
な
が
ら
招
か
れ
、
…
こ
の
詩
を
詠
ん
だ
」
と
あ
る
。

こ
の
作
詩
年
の
同
定
が
何
に
よ
る
か
不
明
だ
が
、
承
句
の
「
雨
餘
の
春
色
」
の
語
が
、

醍
醐
の
花
見
の
当
日
、
前
日
ま
で
の
風
雨
が
う
そ
の
よ
う
に
止
み
、
絶
好
の
花
見

日
和
と
な
っ
た
と
の
記
録
と
一
致
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
当
を
得
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

○
契
遐
年　
「
遐
年
」は
高
齢
、長
寿
。ま
た
遥
か
に
長
い
年
月
。魏
の
曹
植「
王
仲
宣
誄
」

（
『
文
選
』
巻
五
十
六
）
に
「
遐
年
に
し
て
手
を
携
え
て
同
に
征
か
ん
と
庶
幾
〔
ね
が
〕
い

し
に
、如
何
ぞ
奄
忽〔
た
ち
ま
〕ち
我
を
棄
て
て
夙
に
零
せ
る
」。
左
思「
魏
都
賦
」（
『
文

選
』
巻
六
）
に
「
則
ち
衰
世
な
り
と
雖
も
、
盛
徳 

管
弦
に
形
れ
／
千
祀
を
踰
え
た
り
と

雖
も 

旧
気
を
懐
う
て
遐
年
に
蘊
〔
つ
〕
ま
れ
た
り
」。
こ
こ
は
恐
ら
く
秀
吉
の
長
寿
を

祈
る
、
あ
る
い
は
「
子
葉
孫
枝 

億
万
年
」
と
豊
臣
の
世
の
末
永
く
続
か
ん
こ
と
を
約
束

す
る
の
意
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
こ
の
年
八
月
、
秀
吉
死
去
、
六
十
二
歳
。　

○
吟
賞　

吟
詠
し
鑑
賞
す
る
。
顧
況
「
梅
湾
」
に
「
山
深
く
し
て
吟
賞
せ
ず
／
辜
負
し
て
蒼
苔
に

委
ぬ
」。
宋
の
姜
夔
「
清
波
引
」
序
に
「
勝
友
二
三
と
意
を
極
め
て
吟
賞
す
」。 

○
雅
筵

高
雅
な
宴
飲
の
催
し
。
雅
宴
（
仄
声
霰
韻
）・
雅
燕
（
同
上
）
に
同
じ
。
押
韻
の
た
め
一

先
韻
の
筵
を
つ
け
て
雅
筵
と
し
た
。
李
白
「
春
夜
宴
桃
李
園
序
」（
『
古
文
真
宝
後
集
』

巻
三
）
に
「
瓊
筵
を
開
い
て
以
て
華
に
坐
し
、
羽
觴
を
飛
ば
し
て
月
に
酔
う
」
と
あ
る

「
瓊
筵
」
に
同
じ
。　

○
雨
餘　

雨
上
が
り
。
鄭
谷
「
曲
江
春
草
」（
『
三
体
詩
』
巻
一
）

に
「
花
落
ち
て
江
隄
に
暖
烟
簇
る
／
雨
餘
の
草
色
遠
く
相
連
な
る
」。
来
鵬
「
清
明
日
与

友
人
遊
玉
塘
荘
」（
『
三
体
詩
』
巻
二
）
に
「
風
急
に
し
て
嶺
雲 

迥
野
に
飄
え
り
／
雨

餘
の
田
水 

芳
塘
に
落
つ
」。　

○
春
色　

春
の
景
色
。
梁
の
沈
約
「
泛
永
康
江
」
に
「
山

光
は
水
に
浮
か
び
て
至
り
／
春
色
は
寒
を
犯
し
て
来
る
」。
謝
朓
「
和
徐
都
曹
」
に
「
春

色 

皇
州
に
満
つ
」。
ま
た
王
安
石
「
夜
直
」（
『
聯
珠
詩
格
』
巻
三
）
に
「
春
色
人
を
悩

ま
し
て
睡
り
得
ず
」。　

○
堪
憐　

心
寄
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
徐
鉉
「
和
尉
遅
賛

善
秋
暮
僻
居
」
に
「
登
高
節
物 

最
も
憐
れ
む
に
堪
う
／
小
嶺
疏
林 

檻
前
に
対
す
」。　

○
花
縦
無
語　

花
は
も
の
を
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
が
。
厳
惲
「
絶
句
」（
『
聯
珠
詩

格
』
巻
十
九
）
に
「
尽
日
花
に
問
う
も
花
は
語
ら
ず
／
誰
が
為
に
か
零
落
し
誰
が
為
に

か
開
く
」。
宋
の
歐
陽
脩
「
蝶
恋
歌
（
庭
院
深
深
）
」
に
「
目
に
涙
し
て
花
に
問
う
も 

花

は
語
ら
ず
／
乱
紅
秋
千
を
飛
び
過
ぎ
て
去
る
」。
宋
の
蘇
軾
「
玉
盤
盂
」
其
の
二
に
「
花

は
言
う
能
わ
ざ
る
も
意
は
知
る
可
し
／
君
を
し
て
痛
飲
せ
し
め
ん 

更
に
疑
う
こ
と
無

か
れ
」。
明
の
高
啓
「
問
梅
閣
」
に
「
月
堕
ち
て
花
言
わ
ず
／
幽
禽
自
ず
か
ら
相
語
る
」

な
ど
。「
縦
」
は
仮
設
の
辞
。
た
と
ひ
。
か
り
に
～
と
し
て
も
。

醍
醐
寺
の
桜
も
今
が
盛
り
、
豪
華
な
花
見
の
宴
が
開
か
れ
、
花
を
眺
め
な
が
ら
の

詩
会
が
催
さ
れ
る
。
夜
来
の
雨
も
す
っ
か
り
上
が
っ
て
、
絶
好
の
お
花
見
日
和
。
こ
の

春
の
景
色
に
は
ま
こ
と
に
心
う
っ
と
り
さ
せ
ら
れ
る
。
花
は
も
の
言
う
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
美
し
く
咲
き
乱
れ
て
言
祝
い
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
枝
が
伸
び
葉
が
茂
っ
て
、

億
万
年
も
咲
き
続
け
る
よ
う
に
、
豊
臣
の
繁
栄
が
限
り
な
く
続
き
ま
す
こ
と
を
。

【
余
説
】 

遠
藤
綺
一
郎
氏
は
こ
の
詩
を
解
説
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。「
兼

続
は
天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）、
主
君
上
杉
景
勝
に
伴
わ
れ
て
上
洛
し
た
節
、
従
五

位
下
、
山
城
守
に
任
ぜ
ら
れ
、
豊
臣
の
姓
を
名
乗
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
。
こ
の
詩
と
そ

の
前
の
詩
〔
＝
賦
人
日
詩
〕
と
は
、
そ
の
頃
作
ら
れ
た
も
の
。
共
に
花
木
の
繁
栄
を
祈

り
讃
え
て
い
る
が
、
豊
臣
秀
吉
の
政
権
の
盛
ん
な
時
代
を
反
映
し
て
、
の
び
や
か
な
気

分
に
満
ち
て
い
る
。
豊
臣
政
権
の
長
き
安
泰
と
自
家
の
繁
栄
を
祈
る
心
も
寓
さ
れ
て
い

よ
う
。」（
『
直
江
兼
続
伝
』
二
二
〇
頁
）。

し
か
し
前
述
の
よ
う
に
、
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
三
月
一
五
日
、
醍
醐
の
花
見
の
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際
の
歌
会
の
詩
と
見
る
べ
き
可
能
性
の
方
が
高
い
。
詩
の
趣
旨
は
遠
藤
氏
の
言
わ
れ
る

通
り
で
、
題
下
に
「
山
城
守 

豊
臣
兼
続
」
と
記
す
の
も
、
秀
吉
主
宰
の
花
見
の
歌
会
に

列
し
て
の
作
詩
ゆ
え
、
秀
吉
に
敬
意
を
表
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

《
13
》売
花　
　
　
　
　
　
　
　
　
花は
な
を
売う

る

春
日
売
花
色
亦
奇　
　
　
　

春し
ゅ
ん
じ
つ日　

花は
な

を
売う

る　

色い
ろ
ま亦

た
奇き

な
り

東
阡
西
陌
路
参
差　
　
　
　

東と
う
せ
ん
せ
い
は
く

阡
西
陌　

路み
ち
し
ん
し

参
差

黄
金
用
尽
園
成
市　
　
　
　

黄お
う
ご
ん
も
ち

金
用
い
尽つ

く
し
て　

園え
ん　

市い
ち

を
成な

す

只
択
紅
香
不
択
枝　
　
　
　

只た

だ
紅こ

う
こ
う香

を
択え

ら

び　

枝え
だ

を
択え

ら

ば
ず

▽
七
絶
。
上
平
声
四
支
韻
（
奇
・
差
・
支
）。

□
底
本　

米
沢
市
立
図
書
館
郷
土
資
料
室
所
蔵
の
甘
粕
家
寄
贈
文
書
に
含
ま
れ
て
い

た
直
江
兼
続
の
漢
詩
短
冊
に
記
さ
れ
て
い
る
漢
詩
。「
新
発
見 
直
江
兼
続
の
漢
詩
短

冊
」（
『
広
報
よ
ね
ざ
わ
』〔
山
形
県
米
沢
市
発
行
〕
平
成
十
九
年
七
月
一
日
号
所
載

の
「
郷
土
資
料
の
散
歩
道
」
）
に
写
真
あ
り
。

http://w
w

w
.city.yonezaw

a.yam
agata.jp/secure/3982/zenntai.pdf

●
作
詩
年
次
未
詳
。「
東
阡
西
陌
路
参
差
／
黄
金
用
尽
園
成
市
」
な
ど
の
表
現
か
ら
、

洛
中
の
作
か
。

○
売
花　

白
居
易
に
「
花
を
買
う
」
と
い
う
諷
喩
詩
が
あ
る
。「
帝
城 

春
暮
れ
ん
と
欲

し
／
喧
喧
と
し
て
車
馬
渡
る
／
共
に
道
う
牡
丹
の
時
と
／
相
随
い
て
花
を
買
い
に
去

く
／
…
／
一
田
舎
翁
有
り
／
偶
た
ま
花
を
買
う
所
に
来
る
／
頭
を
低
れ
て
独
り
長
嘆

す
／
此
の
嘆
き 

人
の
諭
る
無
し
／
一
叢
深
色
の
花
／
十
戸
中
人
の
賦
」。
兼
続
は
そ
れ

を
意
識
し
て
「
花
を
買
う
」
に
対
し
て
「
花
を
売
る
」
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。　

○
春

日
売
花
色
亦
奇　

白
居
易
「
牡
丹
芳
」
に
「
穠
姿
責
色 

信
に
奇
絶
／
雑
卉
乱
花 

比
方
無

し
」。　

○
東
阡
西
陌　
「
東
西
の
阡
陌
」
の
互
文
。「
阡
」
は
南
北
の
路
。「
陌
」
は
東

西
の
路
。
陶
淵
明「
桃
花
源
記
」に「
阡
陌
交
わ
り
通
じ
／
鶏
犬
相
聞
こ
ゆ
」。
江
淹「
雑

体
詩
・
田
居
」（
『
文
選
』
巻
三
十
一
）
に
「
苗
を
種
え
て
東
皐
に
在
り
／
苗
生
じ
て
阡

陌
に
満
つ
」。　

○
参
差　

ふ
ぞ
ろ
い
な
さ
ま
。
崔
魯「
長
安
春
日
即
事
」（
『
三
体
詩
』

巻
二
）に「
一
百
五
日
又
た
来
ら
ん
と
欲
し
／
梨
花
梅
花
参
差
と
し
て
開
く
」。杜
牧「
題

宣
州
開
元
寺
水
閣
」（
『
三
体
詩
』
巻
二
）
に
「
参
差
た
る
烟
樹 

五
湖
の
東
」。　

○
黄

金
用
尽　

黄
金
を
（
空
し
く
）
使
い
果
た
す
。
司
空
曙
「
病
中
嫁
妓
」（
『
聯
珠
詩
格
』

巻
九
）
に
「
黄
金
用
い
尽
く
し
て
歌
舞
を
教
え
／
他
人
に
留
与
し
て
少
年
を
楽
し
ま
し

む
」。　

○
園
成
市　

任
昉
「
為
范
尚
書
譲
吏
部
封
侯
第
一
表
」（
『
文
選
』
巻
三
十
八
）

に
「
斉
季
陵
遅
し
て
／
官 

方
に
淆
乱
す
／
鴻
都
は
綱
あ
ら
ず
／
西
園
は
市
を
成
す
」。 

○
択
紅
香
不
択
枝　

白
居
易
「
牡
丹
芳
」
に
「
花
開
き
花
落
ち
て
二
十
日
／
一
城
の
人

皆
な
狂
え
る
が
若
し
／
三
代
以
還 

文 

質
に
勝
り
／
人
心 

華
を
重
ん
じ
て
実
を
重
ん

ぜ
ず
」。
ま
た
「
買
花
」
に
「
貴
賤 

常
価
無
く
／
酬
直 

花
の
数
を
看
る
」。

春
の
日
に
花
を
売
る
、賑
や
か
な
街
角
。
東
西
に
ひ
ろ
が
る
道
が
交
錯
す
る
と
こ
ろ
。

花
を
買
う
た
め
に
人
々
は
黄
金
を
使
い
果
た
し
、
ど
こ
も
人
込
み
で
市
を
な
す
。
た
だ

赤
い
花
、
香
り
の
よ
い
花
を
買
い
あ
さ
り
、
大
事
な
枝
ぶ
り
な
ど
見
向
き
も
し
な
い
。

【
余
説
一
】『
広
報
よ
ね
ざ
わ
』（
山
形
県
米
沢
市
発
行
）
平
成
十
九
年
七
月
一
日
号
所

載
の
「
郷
土
資
料
の
散
歩
道
」
に
「
新
発
見 

直
江
兼
続
の
漢
詩
短
冊
」
と
し
て
、
米
沢

市
立
図
書
館
郷
土
資
料
室
所
蔵
の
甘
粕
家
寄
贈
文
書
に
含
ま
れ
て
い
た
直
江
兼
続
の

漢
詩
短
冊
が
写
真
付
き
で
紹
介
さ
れ
た
。
短
冊
の
上
部
中
央
に
「
売
花
」、
そ
の
下
に

漢
詩
を
二
行
に
、
そ
し
て
下
部
中
央
に
「
兼
続
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
こ
の
形
式
は
「
亀

岡
文
殊
堂
奉
納
詩
歌
百
首
」
の
短
冊
と
同
じ
で
あ
る
）。

紹
介
記
事
に
よ
れ
ば
「
こ
れ
ま
で
紹
介
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
、新
発
見
の
漢
詩
で
す
。

少
し
傷
み
が
あ
り
ま
す
が
、
直
江
独
特
の
筆
跡
で
認
〔
し
た
た
〕
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
…

こ
の
新
発
見
に
よ
っ
て
、
兼
続
が
詠
ん
だ
漢
詩
が
ま
た
一
つ
増
え
た
こ
と
に
な
り
ま

す
。」
と
あ
る
。

さ
ら
に
甘
粕
家
に
関
し
て
は
、
や
は
り
上
の
紹
介
記
事
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。「
甘
粕
家
は
侍
組
（
上
級
家
臣
団
）
の
家
柄
で
、
上
杉
景
勝
の
家
臣
甘
粕
景
継
は

酒
田
城
主
や
白
石
城
主
を
務
め
た
勇
将
で
、幕
末
期
の
甘
粕
継
成
は
『
鷹
山
公
偉
蹟
錄
』

直江兼続漢詩校釈
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を
ま
と
め
た
人
物
で
す
。
平
成
十
四
年
に
子
孫
の
方
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
一
六
六
二
点
に

及
ぶ
膨
大
な
古
文
書
類
の
中
に
は
、
…
景
勝
や
直
江
兼
続
の
書
状
な
ど
、
貴
重
な
資
料

が
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。」

【
余
説
二
】
白
居
易
の
諷
喩
詩
「
買
花
」
や
「
牡
丹
芳
」
を
下
敷
き
に
し
て
、
お
そ
ら
く

上
方
の
人
士
が
花
に
う
つ
つ
を
抜
か
す
の
を
皮
肉
っ
た
も
の
。
花
の
色
や
香
り
な
ど
外

面
的
な
も
の
を
選
択
基
準
に
し
て
、
大
事
な
枝
幹
に
目
も
く
れ
な
い
の
を
批
判
的
な
ま

な
ざ
し
で
見
て
い
る
。「
黄
金
用
い
尽
く
し
て
」
や
「
園
は
市
を
成
す
」
の
表
現
は
注
に

触
れ
た
出
典
の
文
脈
か
ら
も
読
み
取
れ
る
よ
う
に
明
ら
か
に
貶
下
の
意
味
あ
い
を
持

つ
。

《
14
》浦
夏
月　
　
　
　
　
　
　
　
浦う
ら
の
夏か
げ
つ月

夏
天
雲
霽
月
明
時　
　
　
　

夏か
て
ん天　

雲く
も
は霽

れ
て　

月つ
き
あ
き明

ら
か
な
る
時と

き

浦
口
風
涼
興
最
奇　
　
　
　

浦ほ
こ
う口　

風か
ぜ
す
ず涼

し
く　

興
き
ょ
う
も
っ
と最

も
奇き

な
り

一
夜
清
光
映
漁
戸　
　
　
　

一い
ち
や夜　

清せ
い
こ
う光　

漁り
ょ
う
こ戸

に
映え

い

じ

人
間
塵
暑
不
曾
知　
　
　
　

人じ
ん
か
ん間

の
塵じ

ん
し
ょ暑　

曾か
つ

て
知し

ら
ず

▽
七
絶
。
上
平
声
四
支
韻
（
時
・
奇
・
知
）。

□
底
本　

遠
藤
本
に
拠
る
。
木
村
本
同
じ
。

●
作
詩
年
次
未
詳
。
木
村
德
衞
云
う
、「
此
詩
は
加
賀
前
田
家
の
旧
蔵
、
今
保
阪
潤
治

の
所
蔵
で
、
竪
一
尺
二
寸
・
巾
一
寸
八
分
の
短
冊
で
あ
る
。」

○
夏
月　

夏
の
月
。
白
居
易
「
香
炉
峰
下
新
卜
山
居
草
堂
初
成
偶
題
東
壁
」
に
「
南
簷 

日
を
納
れ
て
冬
天
暖
か
に
／
北
戶 

風
を
迎
え
て
夏
月
涼
し
」。　

○
夏
天　

夏
の
空
。

夏
の
日
。
王
建「
昭
応
官
舎
書
事
」に「
夏
天 

渭
に
臨
ん
で
屋 

涼
多
し
」。
韋
応
物「
休

暇
東
斎
」に「
夏
天 

暁
露
清
し
」。　

○
月
明　

月
が
明
る
い
。「
楽
府
・
傷
歌
行
」（
『
文

選
』
巻
二
十
七
）
に
「
昭
昭
と
し
て
素
月
明
ら
か
に
／
暉
光 

我
が
牀
を
燭
ら
す
」。　

○
浦
口　

入
江
の
口
。
何
遜
「
夜
夢
故
人
」
に
「
浦
口 

斜
月
を
望
み
／
洲
外 

長
風
を
聞

く
」。
庾
信
「
詠
画
屏
風
」
に
「
平
沙 

浦
口
に
臨
み
／
高
柳 

楼
前
に
対
す
」。　

○
風
涼 

風
が
涼
し
い
。
魏
の
劉
公
幹
「
公
讌
詩
」（
『
文
選
』
巻
二
十
）
に
「
華
館 

流
波
寄
せ
／

豁
達 

風
涼
来
る
」。
宋
の
范
成
大「
夏
日
田
園
雑
興
」（
『
聯
珠
詩
格
』巻
十
七
）に「
門

前
の
磐
石
を
借
与
し
て
坐
す
れ
ば
／
柳
陰
の
亭
午 

正
に
風
涼
し
」。　

○
清
光　

月
の

清
ら
か
な
光
。
江
淹
「
望
荊
山
」（
『
文
選
』
巻
二
十
七
）
に
「
寒
郊 

留
影
無
く
／
秋
日 

清
光
懸
る
」。
沈
約
「
応
王
中
丞
思
遠
詠
月
」（
『
文
選
』
巻
三
十
）
に
「
洞
房
殊
に
未
だ

暁
け
ず
／
清
光
信
に
悠
な
る
哉
」。
白
居
易
「
八
月
十
五
日
夜
禁
中
直
対
月
憶
元
九
」
に

「
猶
お
恐
る
清
光
同
じ
く
見
ざ
る
を
／
江
陵
は
卑
湿
に
し
て
秋
陰
足
〔
お
お
〕
し
」。　

○
漁
戸　

漁
師
の
家
。
元
の
戴
表
元
「
江
行
雑
書
」
に
「
須
臾
に
し
て
雷
風 

深
墨
に
漲

り
／
漁
戸
悉
く
閉
じ
て
牛
羊
を
収
む
」。
漁
師
は
中
国
で
は
古
来
、
隠
者
に
喩
え
ら
れ

る
。　

○
塵
暑　

世
俗
の
塵
や
暑
さ
。
こ
の
言
葉
、
唐
か
ら
宋
の
詩
に
は
見
え
な
い
。

　

夏
の
夜
空
は
雲
も
晴
れ
て
月
が
清
ら
か
に
輝
い
て
い
る
、
い
ま
こ
の
時
。
入
江
の

風
は
涼
し
く
、
そ
の
興
趣
た
る
や
、
こ
の
上
な
く
素
晴
ら
し
い
。
こ
の
夜
、
清
ら
か
な

月
の
光
は
漁
師
の
篷
屋
を
さ
え
ざ
え
と
照
ら
し
て
い
る
。
こ
こ
は
俗
世
間
の
塵
も
暑
苦

し
さ
も
全
く
無
縁
の
世
界
だ
。

《
15
》残
暑
促
俶
装　
　
　
　
　
　
残ざ
ん
し
ょ暑　
俶し
ゅ
く
そ
う装を
促う
な
がす

　
　
　
　

鈎
齋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鈎こ
う
さ
い齋

溽
暑
纔
残
池
水
湾　
　
　
　

溽じ
ょ
く
し
ょ
わ
ず

暑
纔
か
に
残の

こ

る　

池ち
す
い水

の
湾わ

ん

且
将
団
扇
廃
投
閑　
　
　
　

且し
ば
らく

団だ
ん
せ
ん扇

を
将も

っ

て
廃は

い

し
て
閑か

ん

に
投と

う

ず

俶
装
簡
易
早
帰
去　
　
　
　

俶し
ゅ
く
そ
う
か
ん
い

装
簡
易
に
し
て　

早つ
と

に
帰か

え

り
去ゆ

か
ん

淅
瀝
龝
声
在
樹
間　
　
　
　

淅せ
き
れ
き瀝

た
る
龝し

ゅ
う
せ
い声　

樹じ
ゅ
か
ん間

に
在あ

り
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▽
七
絶
。
上
平
声
十
五
刪
韻
（
湾
・
閑
・
間
）。

□
底
本　

特
別
展
「
直
江
兼
続
」
図
録
（
二
〇
〇
七
年
、
米
沢
市
上
杉
博
物
館
）
六
九
頁

に「
上
杉
家
文
書
」の
う
ち「
直
江
兼
続
筆
五
山
衆
等
詩
」（
三
八
・
一
×
一
八
・
四
㎝
）

と
し
て
写
真
あ
り
。

△
「
溽
暑
」、
木
村
本
作
「
濘
暑
」、
誤
也
。

●
作
詩
年
次
未
詳
。
夏
の
終
わ
り
秋
の
初
め
。
按
ず
る
に
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）、

大
坂
夏
の
陣
の
後
、
六
月
米
沢
に
帰
ろ
う
と
す
る
と
き
、
京
都
で
自
邸
に
五
山
の

僧
た
ち
を
招
い
て
催
し
た
別
れ
の
宴
の
席
で
の
作
か
。

上
杉
家
文
書
「
（
包
紙
ウ
ハ
書
）
京
都
直
江
山
城
守
宅
ニ
て　

五
山
衆
詩
」
と
し

て
「
残
暑
促
俶
装
」
の
題
詠
で
、
十
人
の
七
絶
十
首
を
記
す
。
す
べ
て
兼
続
の
自
筆
。

木
村
德
衞
『
直
江
兼
続
伝
』
一
六
九
頁
に
云
う
、「
兼
続
（
重
光
）
が
京
都
の
直
江
邸

に
五
山
衆
を
招
い
て
詩
会
を
催
し
た
時
の
兼
続
自
筆
の
五
山
衆
等
の
詩
が
、
今
も

上
杉
家
に
所
蔵
せ
ら
れ
て
居
る
が
、
兼
続
（
重
光
）
は
始
め
江
斎
と
号
し
、
後
鈎
斎

と
改
め
、
こ
の
詩
会
に
は
鈎
斎
の
号
を
用
い
て
あ
る
。」
と
。

○
残
暑　

沈
佺
期
「
酬
蘇
員
外
味
玄
夏
晩
直
省
中
見
贈
」
に
「
窓
を
開
け
ば
月
露
微
か

に
／
小
池
残
暑
退
く
」。　

○
俶
装　

身
支
度
を
す
る
。
旅
装
を
整
え
る
。
後
漢
の
張

衡「
思
玄
賦
」（
『
文
選
』巻
十
五
）に「
占
既
に
吉
に
し
て
悔
い
無
く
／
元
辰
を
簡〔
え

ら
〕
ん
で
俶
〔
は
じ
〕
め
て
装
う
」。（
李
善
注
に
「
俶
は
始
な
り
」。『
後
漢
書
』
張
衡
伝

の
李
賢
注
に
は
「
俶
は
整
な
り
」。）　

○
溽
暑　
「
溽
」
は
蒸
し
暑
い
。
柳
宗
元
「
夏
昼

偶
作
」（
『
三
体
詩
』
巻
二
）
に
「
南
州
の
溽
暑 

酔
う
て
酒
の
如
し
／
几
に
隠
り
て
熟

眠
し 

北
牖
を
開
く
」。　

○
団
扇　

う
ち
わ
。
白
居
易
「
雨
後
秋
涼
」
に
「
夜
来
秋
雨

の
後
／
秋
気
颯
然
と
し
て
新
た
な
り
／
団
扇
先
ず
手
を
辞
し
／
生
衣
身
に
著
け
ず
」。

宋
の
蘇
轍
「
感
秋
扇
」（
『
聯
珠
詩
格
』
巻
十
）
に
「
団
扇 

秋
を
経
て
敗
荷
に
似
た
り
／

丹
青
髣
髴
す 

旧
松
蘿
」。　

〇
投
閑　

閑
職
に
置
く
。
こ
こ
は
使
わ
ず
に
捨
て
お
く
意
。

韓
愈
「
進
学
解
」（
『
古
文
真
宝
後
集
』
巻
二
）
に
「
動
〔
や
や
も
す
〕
れ
ば
謗
り
を
得
、

名
も
亦
た
こ
れ
に
随
う
。
閑
に
投
じ
散
に
置
く
、
乃
ち
分
の
宜
し
き
な
り
」。　

○
帰

去　

帰
ろ
う
。
陶
淵
明
「
帰
去
来
兮
辞
」
に
「
帰
去
来
兮
〔
か
え
り
な
ん
い
ざ
〕
／
田
園

将
に
蕪
れ
な
ん
と
す 

胡
ぞ
帰
ら
ざ
る
」。　

○
淅
瀝　

風
の
音
の
さ
ま
。
謝
恵
連
「
雪

賦
」（
『
文
選
』
巻
十
三
）
に
「
霰
は
淅
瀝
と
し
て
先
ず
集
ま
り
／
雪
は
粉
糅
し
て
遂
に

多
し
」。　

○
龝
声　
「
龝
」
は
秋
。
秋
の
風
音
。
北
周
・
庾
信
「
周
譙
国
公
夫
人
歩
陸

孤
氏
墓
誌
銘
」
に
「
樹
樹
秋
声
、
山
山
寒
色
」。
丁
仙
芝
「
渡
揚
子
江
」
に
「
更
に
聞
く

楓
葉
の
下
／
淅
瀝
と
し
て
秋
声
渡
る
」。
李
頎
「
望
秦
川
」（
『
三
体
詩
』
巻
三
）
に
「
秋

声
万
戸
の
竹
／
寒
色
五
陵
の
松
」。　

〇
樹
間　

木
々
の
間
。「
古
詩
十
九
首
」
其
七
に

「
秋
蝉 

樹
間
に
鳴
き
／
玄
鳥 

逝
き
て
安
く
に
か
適
く
」。

蒸
し
暑
さ
が
わ
ず
か
に
残
る
池
の
ほ
と
り
。
し
ば
ら
く
団
扇
は
か
た
わ
ら
に
置
い

て
お
く
か
。
さ
あ
そ
う
し
て
さ
っ
と
帰
り
支
度
を
し
て
早
く
帰
る
こ
と
に
し
よ
う
。
さ

や
さ
や
と
樹
の
間
に
秋
風
が
渡
っ
て
き
た
よ
。

【
余
説
】 

秋
風
の
吹
き
初
め
る
の
を
聞
い
て
故
郷
に
帰
り
た
く
な
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ

は
、
晋
の
張
翰
の
鱸
魚
の
話
が
有
名
。「
張
季
鷹
〔
張
翰
〕、
斉
王
〔
司
馬
冏
〕
の
東
曹

掾
に
辟
か
れ
洛
〔
陽
〕
に
在
り
。
秋
風
の
起
る
を
見
て
、
因
り
て
呉
中
の
菰
菜
の
羹
、

鱸
魚
の
膾
を
思
い
て
曰
く
、
人
生 

意
に
適
う
を
得
る
を
貴
ぶ
の
み
。
何
ぞ
能
く
宦

に
羈
が
れ
て
数
千
里
、
以
て
名
爵
を
要
め
ん
や
と
。
遂
に
駕
を
命
じ
て
便
ち
帰
る
。」

（
『
世
説
新
語
』
識
鑒
篇
）。
こ
の
斉
王
冏
な
る
者
は
、
西
晋
末
の
い
わ
ゆ
る
八
王
の
乱

で
、
恵
帝
を
幽
閉
し
て
帝
位
に
就
い
た
趙
王
倫
を
殺
し
、
恵
帝
を
復
位
さ
せ
、
自
ら
宰

相
の
位
に
就
い
て
実
権
を
握
っ
た
が
、
専
横
を
極
め
た
た
め
に
、
長
沙
王
乂
に
殺
さ
れ

た
と
い
う
、
評
価
芳
し
か
ら
ざ
る
人
物
で
あ
る
。
そ
う
な
る
前
に
斉
王
冏
の
も
と
を

さ
っ
さ
と
去
っ
た
張
翰
は
「
識
鑒
」、
ひ
と
を
見
る
目
が
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
秋
風
の
音
を
聞
い
て
故
郷
に
帰
っ
た
と
い
う
張
翰
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
別
れ
の

宴
に
集
っ
た
京
都
五
山
の
僧
た
ち
の
意
識
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
参
会
者
の
一
人
玄
召
棠

陰
の
詩
句
に
「
穐
風
起
る
日 

炎
蒸
去
る
／
正
に
是
れ
張
翰 

機
を
見
る
に
似
た
り
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
米
沢
に
帰
る
兼
続
は
張
翰
に
な
ぞ
ら
え

ら
れ
て
い
る
わ
け
で
、
斉
王
冏
に
寓
さ
れ
る
の
は
さ
し
ず
め
家
康
と
い
う
と
こ
ろ
か
。

《
16
》織
女
惜
別　
　
　
　
　
　
　
織し
ゅ
く
じ
ょ
わ
か

女
別
れ
を
惜お

し
む　
　
　
　

 

二
星
何
恨
隔
年
逢　
　
　
　

二に
せ
い星

何
ぞ
恨う

ら

み
ん　

年と
し

を
隔へ

だ

て
て
逢あ

う
を

直江兼続漢詩校釈
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今
夜
連
床
散
鬱
胸　
　
　
　

今こ
ん
や
し
ょ
う

夜
床
を
連つ

ら

ね
て　

鬱う
っ
き
ょ
う胸

を
散さ

ん

ず

私
語
未
終
先
洒
涙　
　
　
　

私し

ご語
未い

ま

だ
終お

わ

ら
ざ
る
に　

先ま

ず
涙な

み
だを

洒そ
そ

ぐ

合
歓
枕
下
五
更
鐘　
　
　
　

合ご
う
か
ん
ち
ん
か

歓
枕
下　

五ご
こ
う更

の
鐘か

ね

▽
七
絶
。
上
平
声
二
冬
韻
（
逢
・
胸
・
鐘
）。

□
底
本　

遠
藤
本
に
拠
る
。

△
「
隔
年
」
一
作
「
隔
河
」。「
未
終
」
一
作
「
未
語
」。

●
作
詩
年
次
不
詳
。

○
織
女
惜
別　

織
女
の
立
場
で
、
わ
ず
か
な
逢
瀬
の
後
、
牽
牛
と
の
別
れ
を
惜
し
む
心

を
歌
っ
た
。　

○
二
星　

牽
牛
星
と
織
女
星
。　

○
隔
年　

年
を
隔
て
て
一
年
ぶ
り
に

（
一
年
お
き
の
意
味
で
の
「
隔
年
」
で
は
な
い
）。　

○
鬱
胸　

一
年
も
逢
え
ず
に
ふ
さ

が
れ
た
胸
の
内
。
こ
の
語
、
漢
語
に
は
見
え
な
い
。
お
そ
ら
く
兼
続
の
造
語
で
、
押
韻

の
関
係
で
胸
の
字
を
も
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。　

○
私
語　

愛
の
さ
さ
や
き
。
白
居

易
「
長
恨
歌
」
に
「
七
月
七
日
長
生
殿
／
夜
半
人
無
く
私
語
の
時
／
天
に
在
り
て
は
願

わ
く
は
比
翼
の
鳥
と
作〔
な
〕り
／
地
に
在
り
て
は
願
わ
く
は
連
理
の
枝
と
為
ら
ん
と
」。

○
洒
涙　

涙
を
そ
そ
ぐ
。
ま
た
「
灑
涙
」
と
も
（
「
灑
」
は
「
洒
」
に
同
じ
）。
魏
の
曹
植

「
鞞
舞
歌
霊
芝
篇
」
に
「
退
い
て
南
風
の
詩
を
詠
じ
／
涙
を
灑
い
で
褘
袍
に
満
つ
」。
杜

甫
「
詠
懐
古
迹
」
其
二
に
「
千
秋
を
悵
望
し
て
一
に
涙
を
灑
ぐ
／
蕭
條
異
代 

時
を
同
じ

く
せ
ず
」。
ち
な
み
に
陰
暦
七
月
七
日
に
降
る
雨
を
「
灑
涙
雨
」
と
い
う
。『
歳
時
広
記
』

七
夕
上
に
「
七
月
六
日
、
雨
有
り
、
之
を
洗
車
雨
と
謂
う
。
七
日
雨
ふ
れ
ば
則
ち
灑
涙

雨
と
云
う
」。　

○
合
歓　

男
女
の
共
寝
。
古
詩
十
九
首
（
其
の
十
八
）（
『
文
選
』
巻

二
十
九
）に「
文
綵
双
鴛
鴦
／
裁
ち
て
合
歓
の
被
と
為
す
」。
班
婕
妤「
怨
歌
行
」（
『
文

選
』
巻
二
十
七
）
に
「
裁
ち
て
合
歓
の
扇
と
為
す
／
団
団
と
し
て
明
月
に
似
た
り
」。　

○
枕
下　

ふ
つ
う
枕
辺
、
枕
頭
、
枕
上
な
ど
と
い
う
と
こ
ろ
、
二
人
は
天
上
に
い
て
、

五
更
の
鐘
の
音
は
地
上
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
の
で
、
枕
下
と
い
う
表
現
に
な
る
。　

○

五
更　

五
更
は
午
前
四
時
ご
ろ
。
後
朝
の
別
れ
の
刻
。

牽
牛
さ
ん
と
わ
た
く
し
（
織
女
）
と
、
今
宵
七
夕
の
夜
、
一
年
ぶ
り
に
逢
う
こ
と
が

出
来
ま
し
た
。
ひ
さ
し
ぶ
り
に
あ
な
た
と
床
を
と
も
に
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
ふ
さ
い

で
い
た
胸
も
す
っ
き
り
晴
れ
ま
し
た
。
今
や
何
の
恨
む
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
…
。

し
か
し
二
人
の
愛
の
さ
さ
や
き
も
い
ま
だ
終
わ
ら
ぬ
と
い
う
の
に
、
早
く
も
涙
が
こ
ぼ

れ
て
来
ま
す
。
共
寝
の
枕
辺
に
、
は
や
五
更
の
鐘
が
響
い
て
来
る
の
で
す
も
の
。

【
余
説
】
織
女
の
立
場
で
、
わ
ず
か
な
逢
瀬
の
後
、
牽
牛
と
の
別
れ
を
惜
し
む
心
を
歌
っ

て
い
る
。
こ
れ
も
恐
ら
く
「
織
女
惜
別
」
の
題
を
与
え
ら
れ
て
の
題
詠
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
遠
藤
綺
一
郎
氏
は
云
う
、「
当
時
の
こ
と
だ
か
ら
、
牽
牛
・
織
女
の
こ
と
と

し
て
風
雅
ら
し
く
詠
じ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
二
星
の
こ
と
は
看
板
に
す
ぎ
な
く
て
、
そ

れ
に
託
し
て
実
は
忍
び
逢
う
こ
と
も
ま
ま
な
ら
ぬ
男
女
の
、
哀
切
な
恋
愛
を
う
た
っ

た
詩
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
れ
よ
う
。」（
『
直
江
兼
続
伝
』〔
二
〇
〇
八
、
酸
漿
出

版
〕
）。

こ
の
詩
は
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
の
亀
岡
文
殊
堂
奉
納
詩
歌
百
首
の
一
（
其
の
五
）

の
題
詠
「
逢
う
恋
」（
→
《
15
》
）
と
発
想
・
内
容
が
酷
似
し
て
い
る
。「
風
花
雪
月　

情
に
関
せ
ず
／
邂
逅
し
て
相
逢
わ
ば　

此
の
生
を
慰
む
／
私
語 

今
宵　

別
る
れ
ば
無

事
／
共
に
修
む　

河
誓
又
た
山
盟
」。
こ
の
「
織
女
惜
別
」
も
題
詠
で
あ
ろ
う
か
ら
、「
逢

う
恋
」
の
と
こ
ろ
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
あ
ま
り
現
実
に
引
き
付
け
て
理
解
す
る
の
は

問
題
で
あ
ろ
う
。
た
だ
多
く
の
人
が
そ
の
よ
う
に
理
解
し
た
く
な
る
よ
う
な
現
実
味
を

こ
の
詩
が
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
兼
続
が
武
人
で
あ
り
な
が
ら
、
男
女
の
心
の

機
微
も
深
く
理
解
し
て
い
る
人
物
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

《
17
》洛
中
之
作　
　
　
　
　
　
　
　
洛ら
く
ち
ゅ
う中
の
作さ
く

独
在
他
郷
憶
旧
遊　
　
　
　

独ひ
と

り
他た

き
ょ
う郷

に
在あ

り
て　

旧き
ゅ
う
ゆ
う遊

を
憶お

も

う

非
琴
非
瑟
自
風
流　
　
　
　

琴き
ん

に
非あ

ら

ず
瑟し

つ

に
非あ

ら

ず　

自
お
の
ず
から

風
ふ
う
り
ゅ
う流

団
団
影
落
湖
辺
月　
　
　
　

団だ
ん
だ
ん団

の
影か

げ

は
落お

つ　

湖こ
へ
ん辺

の
月つ

き
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天
上
人
間
一
様
秋　
　
　
　

天て
ん
じ
ょ
う
じ
ん
か
ん

上
人
間　

一い
ち
よ
う様

の
秋あ

き

▽
七
絶
。
下
平
声
十
一
尤
韻
（
遊
・
流
・
秋
）。

□
底
本　

遠
藤
本
に
拠
る
。
木
村
本
、
渡
辺
本
同
じ
。

●
木
村
德
衞
云
う
、「
こ
の
詩
は
上
杉
家
記
に
は
、
元
和
五
年
兼
続
在
洛
の
時
、
中
秋

明
月
夜
の
作
と
し
て
あ
る
」と
。
元
和
五
年（
一
六
一
九
）秋
八
月
十
五
日
、六
十
歳
。

○
洛
中　

京
都
。
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
五
月
、
景
勝
に
従
い
入
洛
。
六
十
歳
。

○
独
在
他
郷　

王
維
「
九
月
九
日
憶
山
東
兄
弟
」
に
「
独
り
異
郷
に
在
り
て
異
客
と
為

る
」。　

○
憶
旧
遊　

か
つ
て
の
旅
（
京
都
滞
在
）
を
思
い
出
す
。
顧
況
「
洛
陽
早
春
」

（
『
三
体
詩
』
巻
三
）
に
「
何
れ
の
地
に
か
春
愁
を
避
け
ん
／
終
年 

旧
遊
を
憶
う
」。
宋

の
鄭
會
「
寄
熊
秋
堂
」（
『
聯
珠
詩
格
』
巻
十
一
）
に
「
酔
う
て
青
山
を
踏
ん
で
旧
遊
を

憶
う
／
両
年
流
落
す
古
杭
州
」。　

○
非
琴
非
瑟　

琴
瑟
の
「
瑟
」
は
大
型
の
琴
。
晋
・

陸
機
「
擬
西
北
有
高
楼
」（
『
文
選
』
巻
三
十
）
に
「
佳
人 

琴
瑟
を
撫
し
／
繊
手 

清
且

つ
閑
」。
陳
子
昂
「
春
夜
別
友
人
」
に
「
離
堂 

琴
瑟
思
い
〔
琴
や
瑟
が
別
離
の
思
い
を
込

め
た
曲
を
奏
で
る
〕
／
別
路 

山
川
繞
る
」。
こ
こ
で
「
非
琴
非
瑟
」
と
い
う
の
は
、
か

つ
て
の
「
旧
遊
」
＝
京
都
を
訪
れ
た
時
の
よ
う
に
、
華
や
か
に
琴
を
奏
で
る
よ
う
な
雰

囲
気
は
今
は
な
く
と
も
、
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
そ
う
い
う
に
ぎ
や
か
さ
は

今
は
不
要
だ
、
と
い
う
気
分
、
静
け
さ
を
愛
す
る
気
持
ち
を
示
す
表
現
と
い
え
る
か
も

し
れ
な
い
。
晋
の
左
思
「
招
隠
詩
」（
『
文
選
』
巻
二
十
二
）
に
「
必
ず
し
も
糸
と
竹
と

に
非
ず
／
山
水
に
清
音
有
り
」。
宋
の
歐
陽
脩
「
酔
翁
亭
記
」（
『
古
文
真
宝
後
集
』
巻

四
）に「
宴
酣
〔
た
け
な
わ
〕
な
る
の
楽
し
み
は
糸
に
非
ず
竹
に
非
ず
」。
楊
万
里「
松
声
」

（
『
聯
珠
詩
格
』
巻
三
）
に
「
金
に
非
ず
石
に
非
ず
糸
竹
に
非
ず
／
万
頃
の
銀
濤 

五
湖

に
殷
た
り
」。
蔡
正
孫
「
天
籟
」『
聯
珠
詩
格
』
巻
十
七
）
に
「
万
竅
調
刁
噫
嗒
の
声
／
竽

に
非
ず
鐸
に
非
ず
亦
た
琴
に
非
ず
」。　

〇
風
流　

風
雅
で
瀟
洒
な
感
覚
。
情
趣
を
理

解
す
る
文
学
的
雰
囲
気
。『
後
漢
書
』
方
術
伝
論
に
「
漢
の
世
の
所
謂
名
士
な
る
者
は
、

其
の
風
流
知
る
可
し
」。
李
嘉
祐
「
送
王
正
字
山
寺
読
書
」（
『
三
体
詩
』
巻
三
）
に
「
風

流
に
し
て
佳
句
有
り
」。
牟
融
「
送
友
人
」
に
「
衣
冠 

文
物
を
重
ん
じ
／
詩
酒 

風
流
足

る
」。　

○
団
団
影　

班
婕
妤
「
怨
歌
行
」（
『
文
選
』
巻
二
十
七
）
に
「
裁
ち
て
合
歓

の
扇
と
為
す
／
団
団
と
し
て
明
月
に
似
た
り
」。
韓
愈
「
夕
次
壽
陽
駅
題
呉
郎
中
詩
後
」

（
『
聯
珠
詩
格
』巻
十
）に「
園
桃
と
巷
柳
と
を
見
ず
／
馬
頭
唯
だ
有
り 

月
団
団
」。「
影
」

は
光
の
意
。　

○
湖
辺　
「
湖
」が
具
体
的
に
ど
こ
を
指
す
の
か
は
不
明
。琵
琶
湖
は「
洛

中
の
作
」
と
す
れ
ば
遠
い
し
、屋
敷
の
池
な
ど
を
指
す
か
。
鄭
谷
「
鷓
鴣
」（
『
三
体
詩
』

巻
二
）
に
「
雨
昏
く
青
草
湖
辺
に
過
り
／
花
落
ち
て
黄
陵
廟
裏
に
啼
く
」。
鄭
常
「
寄
邢

逸
人
」（
『
三
体
詩
』
巻
三
）
に
「
若
し
湖
辺
の
意
を
問
わ
ば
／
而
今 

共
に
帰
ら
ん
こ

と
を
憶
う
」。
杜
甫
「
陪
尚
書
李
中
丞
過
鄭
監
湖
亭
泛
舟
」
に
「
海
内 

文
章
伯
く
／
湖

辺 

意
緒
多
し
」。　

○
天
上
人
間　

天
の
上
も
人
の
世
も
。（
本
来
は
天
上
の
世
界
と

人
の
世
の
隔
た
り
を
意
味
す
る
成
語
だ
が
、
こ
こ
は
両
方
と
も
の
意
で
使
っ
て
い
る
）。

白
居
易
「
長
恨
歌
」
に
「
但
だ
心
を
し
て
金
鈿
の
堅
き
に
似
し
む
れ
ば
／
天
上
人
間 

会

ず
相
見
え
ん
」。
南
唐
の
李
煜
「
浪
淘
沙
令
」
に
「
流
水
落
花 

春
去
り
ぬ
／
天
上
人
間
」。

○
一
様
秋　

兼
続
「
元
日
」
の
詩
に
も
「
新
を
迎
え
旧
を
送
り 

桃
符
を
換
う
／
万
戸
千

門 

一
様
の
春
」
と
あ
る
。

ひ
と
り
遠
い
京
都
に
在
っ
て
、
若
い
こ
ろ
こ
こ
で
過
ご
し
た
時
代
を
思
い
出
す
。
い

ま
こ
こ
に
は
昔
の
華
や
か
な
管
弦
の
調
べ
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
あ
る
い
は
そ
れ
故

に
こ
そ
、
自
ず
か
ら
風
流
は
味
わ
え
る
。
池
の
水
面
に
映
る
ま
ん
丸
の
月
。
天
の
上
も

人
の
世
界
も
す
べ
て
同
じ
秋
。

《
18
》有
感　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
感か
ん
あ有
り

風
竹
蕭
蕭
梧
葉
黄　
　
　
　

風
ふ
う
ち
く
し
ょ
う
し
ょ
う

竹
蕭
蕭
と
し
て　

梧ご
よ
う
き

葉
黄
ば
む

相
思
寸
寸
断
人
腸　
　
　
　

相そ
う
し
す
ん
す
ん

思
寸
寸　

人
の
腸

は
ら
わ
たを

断た

つ

一
声
塞
管
来
何
処　
　
　
　

一い
っ
せ
い声

の
塞さ

い
か
ん管　

何い
ず

れ
の
処と

こ
ろよ

り
か
来き

た

る

雁
帯
秋
雲
入
故
郷　
　
　
　

雁か
り

は
秋し

ゅ
う
う
ん雲

を
帯お

び
て　

故こ
き
ょ
う郷

に
入い

る

▽
七
絶
。
下
平
声
七
陽
韻
（
黄
・
腸
・
郷
）。

□
底
本　

個
人
蔵
自
筆
書
幅
（
一
六
・
八
×
一
五
・
二cm

）。『
図
説 

直
江
兼
続 

人
と
時

直江兼続漢詩校釈
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代
』（
二
〇
一
〇
年
、
米
沢
上
杉
文
化
振
興
財
団
）
一
六
四
頁
。

●
作
詩
年
次
未
詳
。

○
風
竹　

風
に
そ
よ
ぐ
竹
。
武
元
衡
「
宿
青
陽
駅
」
に
「
寂
寞
た
る
銀
燈 

愁
い
て
寐
ず

／
蕭
蕭
た
る
風
竹 

夜
窗
寒
し
」。
白
居
易
「
秋
涼
閑
臥
」
に
「
露
荷 

清
香
を
散
じ
／
風

竹 

疏
韻
を
含
む
」。　

○
蕭
蕭　

風
の
音
の
さ
び
し
げ
な
さ
ま
。『
史
記
』荊
軻
伝
に「
風

は
蕭
蕭
と
し
て
易
水
寒
し
」。
ま
た
木
の
揺
れ
動
く
さ
ま
。『
楚
辞
』
九
歌
に
「
風
は
颯

颯 

木
は
蕭
蕭
」。　

○
梧
葉　

あ
お
ぎ
り
の
葉
。
劉
禹
錫
「
早
秋
雨
後
寄
楽
天
」
に
「
梧

葉 

風
に
先
ん
じ
て
落
ち
／
草
虫 

湿
を
迎
え
て
吟
ず
」。
丘
丹
「
和
韋
使
君
秋
夜
見
寄
」

に
「
露
滴
り
て
梧
葉
鳴
り
／
秋
風
に
桂
花
発
く
」。　

○
相
思
寸
寸　

思
い
は
千
々
に

乱
れ
る
。
劉
兼
「
秋
夕
書
懐
呈
戎
州
郎
中
」
に
「
鸞
膠
処
処
尋
覓
し
難
く
／
断
じ
尽
す 

相
思
寸
寸
の
腸
」。　

○
塞
管　

辺
境
の
と
り
で
で
吹
く
笛
の
音
。
杜
牧
「
張
好
好
詩
」

に
「
繁
弦 

関
紐
よ
り
逬
り
／
塞
管 

円
蘆
を
裂
く
」。
馮
延
巳
「
清
平
楽
（
深
冬
寒
月
）
」

に
「
風
雁
過
ぐ
る
時 

魂
断
絶
し
／
塞
管 

数
声
嗚
咽
す
」。
宋
の
范
成
大
「
北
門
覆
舟
山

道
中
」
に
「
雁
字
江
天 

塞
管
を
聞
く
／
梅
梢
山
路 
溪
橋
を
欠
く
」。　

○
秋
雲　

秋
の

雲
。
岑
参
「
送
成
州
程
使
君
」（
『
三
体
詩
』
巻
三
）
に
「
江
楼 
寒
雨
暗
く
／
山
郭 

秋

雲
冷
や
か
な
り
」。
盧
綸
「
山
店
」（
『
三
体
詩
』
巻
一
）
に
「
風 
葉
声
を
動
か
し
て 

山

犬
吠
ゆ
／
一
家
の
松
火 

秋
雲
を
隔
つ
」。

竹
に
そ
よ
ぐ
風
は
さ
や
さ
や
と
鳴
り
、
あ
お
ぎ
り
の
葉
は
黄
色
く
な
っ
た
。
季
節

に
感
じ
て
思
い
は
千
々
に
乱
れ
る
。
辺
境
の
と
り
で
で
吹
く
笛
の
音
は
、
ど
こ
か
ら
流

れ
て
く
る
の
か
。
雁
は
秋
の
雲
に
乗
っ
て
故
郷
に
帰
っ
て
ゆ
く
。

《
19
》〔
失
題
〕　　
　
　
　
　
　
　
〔
失し
つ
だ
い題
〕

遠
山
西村

裡望
西
明
寺　
　
　
　

遠え
ん
ざ
ん山　

西に
し

に
望の

ぞ

む　

西さ
い
み
ょ
う
じ

明
寺

緬
憶
時
頼
投
矣宿

秋　
　
　
　

緬は
る

か
に
憶お

も

う　

時と
き
よ
り頼

投と
う

矣×

〔
宿し

ゅ
く〕

の
秋あ

き

暮
月
林
間端

将
輾
外上　
　
　
　

暮ぼ
げ
つ
り
ん
か
ん

月
林
間　

将ま
さ

に
外×

〔
上う

え

〕
に
輾て

ん

ぜ
ん
と
し
て

無若

斯端
衣
色
金遇

風
流　
　
　
　

端は
し
な無

く
も
衣い

し
ょ
く色

に　

金き
ん
ぷ
う
な
が

風
流
る

▽
七
絶
。
下
平
声
十
一
尤
韻
（
秋
・
流
）
起
句
踏
落
し
。

□
底
本　

木
村
本
に
拠
る
。

△
木
村
德
衞
『
直
江
兼
続
伝
』
に
引
く
「
兜
山
夜
話
」
に
よ
れ
ば
、「
西
望
」
作
「
村
裡
」。

「
矣
」作「
宿
」。「
間
」作「
端
」。「
外
」作「
上
」。「
無
端
」作「
若
斯
」。「
金
」作「
遇
」。

木
村
德
衞
は
続
け
て
云
う
「
尚
誤
字
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
」。
こ
こ
で
は
「
矣
」

を
「
宿
」
に
、「
外
」
を
「
上
」
に
改
め
、
他
は
底
本
ど
お
り
と
し
て
お
く
。

　

い
ま
西
明
寺
境
内
に
こ
の
詩
の
碑
が
立
っ
て
い
る
。
碑
文
は
す
べ
て
書
き
下
し
文
で

「
西
明
寺
展
望
に
題
す
」
と
題
し
、「
遠
山
西
に
望
む
西
明
寺
／
は
る
か
に
憶
う
最
明

寺
投
宿
の
秋
／
暮
月
林
間
ま
さ
に
外
に
め
ぐ
ら
ん
と
し
／
無
端
の
衣
色
金
風
に
満

つ
」
と
あ
る
。（
「
時
頼
」
作
「
最
明
寺
」。「
流
」
作
「
満
」。）
や
は
り
意
味
が
よ
く

わ
か
ら
な
い
。

●
作
詩
年
次
未
詳
。
木
村
德
衞
云
う
、「
こ
の
詩
は
、
休
日
、
兼
続 

西
の
山
辺
に
紅
葉

狩
の
時
、
黄
昏
、
上
長
井
よ
り
遠
山
邑
の
西
明
寺
を
望
ん
で
詠
じ
た
七
絶
で
あ
る
」

と
。

○
遠
山　

詩
の
言
葉
と
し
て
は
遠
い
山
の
意
だ
が
、
地
名
の
遠
山
村
（
西
明
寺
の
所
在

地
）
で
も
あ
ろ
う
。　

○
緬
憶　
「
緬
」
は
遥
か
。
は
る
か
に
憶
う
。
回
想
す
る
。
明

の
劉
若
愚
「
酌
中
志
・
見
聞
瑣
事
雑
記
」
に
「
緬
か
に
君
の
容
を
憶
え
ば
、
宛
然
と
し

て
目
に
在
り
」。　

○
西
明
寺　

山
形
県
米
沢
市
東
山
町
に
あ
る
恵
日
山
西
明
寺
（
真

言
宗
豊
山
派
）。
余
説
に
載
せ
る
寺
の
由
緒
書
参
照
。　

○
時
頼　

鎌
倉
幕
府
の
執
権

北
条
時
頼
（
一
二
二
七
～
一
二
六
三
）、
後
に
出
家
し
て
最
明
寺
入
道
時
頼
と
号
し
た
。

出
家
後
は
身
分
を
隠
し
て
諸
国
を
巡
遊
し
、
地
方
の
実
情
を
観
察
し
て
回
っ
た
と
い
う

回
国
伝
説
が
あ
る
。
特
に
鉢
の
木
伝
説
が
有
名
。　

○
投
宿　

や
ど
に
つ
く
。
泊
る
。

漢
・
劉
向
「
九
嘆
・
逢
紛
」
に
「
平
明 

蒼
梧
を
発
ち
／
夕
べ
に
石
城
に
投
宿
す
」。 

○

暮
月　

夕
暮
れ
時
の
月
。
漢
語
で
は
「
春
暮
の
月
」
と
い
う
言
葉
は
あ
る
が
、「
暮
月
」

は
見
え
な
い
。　

○
林
間　

林
の
中
。
孫
綽
「
遊
天
台
山
賦
」（
『
文
選
』
巻
十
一
）
に

「
朱
闕 

林
間
に
玲
瓏
と
し
て
／
玉
堂 

高
隅
に
陰
映
た
り
」。
司
空
図
「
柏
梯
寺
懐
旧
僧
」

（
『
三
体
詩
』
巻
三
）
に
「
縦
い
人
の
相
問
う
有
り
と
も
／
林
間 

書
を
拆
く
に
懶
し
」。
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白
居
易
「
送
王
十
八
帰
山
寄
題
仙
遊
寺
」
に
「
林
間
に
酒
を
暖
め
て
紅
葉
を
焼
き
／
石

上
に
詩
を
題
し
て
緑
苔
を
払
う
」。　

○
輾
外　
「
輾
」
は
車
の
車
輪
を
き
し
ら
せ
る
、

め
ぐ
ら
せ
る
。
鄭
谷
「
曲
江
春
草
」（
『
三
体
詩
』
巻
一
）
に
「
香
輪 

青
青
を
輾
〔
き
し
〕

り
破
る
こ
と
莫
れ
」。
陸
亀
蒙
「
和
皮
日
休
酬
茅
山
広
文
」（
『
三
体
詩
』
巻
二
）
に
「
会

〔
か
な
ら
〕
ず
飈
輪
を
輾
〔
め
ぐ
〕
ら
せ
て
玉
皇
に
見
ゆ
」。
底
本
は
「
輾
下
」
に
作
る
が
、

意
味
の
上
か
ら
こ
こ
は
月
を
車
輪
に
見
立
て
て
、
そ
れ
が
「
上
」
に
登
っ
て
き
た
こ
と

を
表
現
し
た
も
の
と
理
解
し
て
、
一
本
に
従
い
「
輾
上
」
に
改
め
て
お
く
。　

○
無

端　

は
か
ら
ず
も
。
思
い
が
け
ず
。
こ
こ
は
月
光
の
金
と
秋
風
の
金
と
が
は
か
ら
ず
も

重
な
っ
て
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
李
商
隠
「
錦
瑟
」（
『
三
体
詩
』
巻
二
）
に
「
錦
瑟

端
無
く
も
五
十
絃
／
一
絃
一
柱
華
年
を
思
う
」。
賈
島
「
酬
慈
恩
文
郁
上
人
」（
『
三
体

詩
』
巻
二
）
に
「
聞
説
く
又
た
南
嶽
を
尋
ね
て
去
る
と
／
端
無
く
も
詩
思
忽
然
と
し
て

生
ず
」。　

○
衣
色　

最
明
寺
入
道
時
頼
の
旅
の
衣
の
色
。　

○
金
風　

秋
風
の
こ
と
。

晋
の
張
協
「
雑
詩
」（
『
文
選
』
巻
二
十
九
）
に
「
金
風 

素
節
に
扇
し
／
丹
霞 

陰
期
を

啓
く
」。
李
善
注
に
「
西
方
を
秋
と
為
し
、
而
し
て
金
を
主
と
す
。
故
に
秋
風
を
金
風

と
曰
う
」。
こ
こ
は
月
が
昇
り
秋
風
が
吹
い
て
、
月
の
金
色
と
秋
風
の
金
色
で
、
旅
の

衣
が
文
字
通
り
金
色
に
染
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

遠
山
村
か
ら
西
に
望
む
西
明
寺
。
遥
か
昔
、
最
明
寺
入
道
時
頼
ど
の
の
投
宿
さ
れ

た
秋
。
夕
暮
れ
時
に
月
が
林
の
向
こ
う
か
ら
顔
を
出
す
。
月
の
光
も
金
色
、
秋
の
風
も

金
色
、
時
頼
ど
の
の
旅
の
衣
は
は
か
ら
ず
も
金
色
に
染
ま
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

【
余
説
】
西
明
寺
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
載
せ
る
寺
の
由
緒
書
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
お

く
。「

（
前
略
）
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
年
）
八
月
、家
康
か
ら
長
井
郡
仕
置
き
が
決
定
し
、

こ
の
年
末
か
ら
家
中
の
大
移
動
が
開
始
さ
れ
、
同
時
に
多
く
の
寺
社
も
移
転
し
て
き

た
。
恵
日
山
西
明
寺
は
越
後
か
ら
米
沢
の
遠
山
村
に
移
転
し
て
き
た
も
の
と
い
う
。

寺
の
由
緒
書
に
よ
れ
ば
、「
羽
前
国
置
賜
郡
遠
山
村
恵
日
山
西
明
寺
は
、
慶
長
年
中

越
後
国
よ
り
米
沢
に
引
き
移
り
し
寺
也
。」　

由
来
に
曰
く
、「
宗
尊
親
王
御
治
世
執
権

職
北
条
入
道
最
明
寺
時
頼
殿
、
建
長
年
間
（
一
二
四
九
～
一
二
五
五
年
）
諸
将
の
賢
愚
、

士
卒
の
剛
胆
を
正
に
知
ら
ん
と
欲
し
、
身
を
行
脚
に
や
つ
し
諸
国
を
巡
歴
す
。
下
越
後

に
至
り
行
き
暮
れ
て
貧
敷
農
家
に
一
泊
を
乞
う
。
亭
主
何
某
有
徳
の
者
に
て
、
所
縁
も

な
き
僧
と
は
い
え
ど
も
、
暮
困
難
せ
ん
事
を
憐
察
し
、
懇
ろ
に
取
り
扱
い
貧
し
き
中
に

も
心
を
用
い
て
厚
く
饗
応
し
け
る
。
翌
朝
入
道
殿
出
立
せ
ん
と
し
給
う
時
、
こ
の
家
の

女
房
安
産
す
。
亭
主 

入
道
殿
に
請
う
て
曰
く
、
愚
妻
只
今
安
産
男
子
出
生
せ
り
、
是

れ
迄
度
々
産
す
と
い
え
ど
も
、
い
か
な
る
前
業
に
や
夭
死
し
て
育
ち
難
し
。
出
生
の
子

に
名
を
賜
る
べ
し
と
只
管
に
嘆
願
し
け
り
。
入
道
殿
不
憫
に
聞
こ
し
召
し
我
が
法
名
を

と
り
て
、西
明
寺
と
名
付
け
給
う
。
亭
主
大
切
に
撫
育
し
け
る
が
安
全
に
成
長
し
け
り
。

そ
の
後
、
郡
役
に
て
彼
の
西
明
寺
、
鎌
倉
に
登
り
け
る
所
、
傍
輩
共
、
西
明
寺
、
西

明
寺
と
呼
び
け
る
故
、
公
役
人
不
審
に
思
い
そ
の
謂
れ
を
問
う
に
、
出
生
の
時
の
事
件

を
詳
ら
か
に
答
え
た
。
そ
の
旨
台
聴
に
及
ぶ
処
、
入
道
殿
先
年
の
厚
情
・
仁
慈
、
且
つ

出
産
の
時
に
一
泊
せ
し
因
縁
を
思
し
召
し
だ
さ
れ
、
有
難
く
も
其
の
者
の
年
貢
・
郡
役

を
免
じ
国
元
へ
帰
村
致
さ
れ
た
り
。
西
明
寺
、
こ
の
時
始
め
て
北
条
時
頼
殿
な
る
を
知

り
、
御
恩
沢
の
厚
き
を
奉
戴
し
、
農
業
を
廃
し
出
家
と
な
り
、
我
家
を
寺
に
建
立
し
、

西
明
寺
を
寺
号
と
な
し
、
恩
恵
の
深
き
を
以
て
恵
日
山
と
号
し
、
三
密
偸
伽
の
法
を

修
し
、
国
家
長
久
を
朝
暮
祈
念
怠
る
こ
と
な
し
。
是
れ
恵
日
山
西
明
寺
の
祖
な
り
と

云
々
。」

《
20
》雪
夜
囲
爐　
　
　
　
　
　
　

 

雪せ
つ
や夜　
炉ろ

を
囲か
こ
む

雪
夜
囲
爐
情
更
長　
　
　
　

雪せ
つ
や夜　

炉ろ

を
囲
ん
で　

情じ
ょ
う
さ
ら更

に
長な

が

し

吟
遊
相
会
古
今
忘　
　
　
　

吟ぎ
ん
ゆ
う
あ
い
か
い

遊
相
会
し
て
古こ

こ
ん今

を
忘わ

す

る

江
南
良
策
無
求
処　
　
　
　

江こ
う
な
ん南

の
良り

ょ
う
さ
く策　

求も
と

む
る
処と

こ
ろ
な無

し

柴
火
煙
中
煨
芋
香　
　
　
　

柴さ
い
か
え
ん
ち
ゅ
う

火
煙
中　

芋い
も

を
煨や

く
の
香か

お

り

▽
七
絶
。
下
平
声
七
陽
韻
（
長
・
忘
・
香
）

□
底
本　

自
筆
短
冊
。米
沢
市
林
泉
寺
蔵
。『
定
本
直
江
兼
続
』一
七
六
頁
に
写
真
あ
り
。

△
木
村
德
衞
云
う
、「
こ
の
詩
の
短
冊
は
、
兼
続
の
自
筆
で
あ
っ
て
、
伊
佐
早
謙
寄
贈
、
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米
沢
林
泉
寺
宝
物
掛
軸
と
な
っ
て
居
て
、
…
何
分
長
年
月
を
経
た
こ
と
と
て
、
墨

色
も
褪
せ
、汚
染
も
あ
る
た
め
、承
句
の
忘
を
忌
と
読
み
て
解
釈
す
る
人
も
あ
る
が
、

七
陽
の
韻
を
押
用
し
た
も
の
故
、
忘
で
あ
る
こ
と
疑
う
余
地
な
く
、
赤
外
線
写
真

で
見
て
も
、
忘
の
草
字
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。」

●
作
詩
年
次
未
詳
。
恐
ら
く
は
晩
年
の
作
。

○
囲
爐　

炉
端
を
囲
む
。
陸
游
「
宿
村
舎
」
に
「
土
榻 

爐
を
囲
ん
で
豆
楷
暖
か
に
／
荻

簾 

戸
に
当
っ
て
布
機
鳴
る
」。
同
「
風
雨
夜
坐
」
に
「
松
明 

影
に
対
す 

談
玄
の
客
／
篠

火 

爐
を
圍
む 

采
薬
の
翁
」。　

○
情
更
長　

心
は
さ
ら
に
深
ま
る
。
呉
融「
戯
」に「
恨

み
極
り
て
海
を
填
む
る
に
同
じ
く
／
情
長
く
し
て
江
を
導
く
に
抵
る
」。
宋
・
王
安
石

「
酬
兪
秀
老
」
に
「
東
庵
を
灑
掃
し
て
一
牀
を
置
き
／
君
に
於
い
て
独
り
覚
ゆ 

故
情
長

き
を
」。　

○
吟
遊　

許
棠
「
題
研
湖
二
首
」
に
「
吟
遊
終
に
厭
わ
ず
／
還
た
曲
江
の
頭

に
似
た
り
」。　

○
江
南
良
策　

宋
の
太
祖
趙
匡
胤
と
宰
相
の
趙
普
の
雪
の
夜
の
会
話

に
基
づ
く
。『
十
八
史
略
』
巻
六
（
『
宋
史
』
趙
普
傳
）
に
云
う
、「
上
、
位
に
即
い
て
よ

り
或
い
は
微
行
し
て
功
臣
の
家
に
幸
す
。
測
る
べ
か
ら
ず
。
趙
普
、
朝
よ
り
退
く
毎
に

敢
て
衣
冠
を
脱
せ
ず
。
一
夕
大
い
に
雪
ふ
る
。
普
意
へ
ら
く
、
復
た
出
じ
と
。
之
を
久

し
う
し
て
門
を
叩
く
声
を
聞
く
。
異
と
す
る
こ
と
甚
だ
し
。
亟
か
に
出
れ
ば
則
ち
上
、

雪
中
に
立
て
り
。
普
、惶
恐
し
て
迎
拝
す
。
普
の
堂
に
即
き
て
重
裀
を
設
け
て
地
坐
す
。

炭
を
熾
ん
に
し
て
肉
を
焼
き
、普
の
妻
酒
を
行
〔
す
す
〕
む
。
上
、嫂
を
以
て
之
を
呼
ぶ
。

普
、
従
容
と
し
て
問
い
て
曰
く
、
夜
久
し
く
寒
甚
だ
し
。
陛
下
何
を
以
て
か
出
る
と
。

上
曰
く
、
吾
、
睡
り
著
す
る
能
わ
ず
。
一
榻
の
外
、
皆
他
人
の
家
な
り
。
故
に
来
り
て

卿
を
見
る
と
。
普
曰
く
、陛
下
、天
下
を
少
と
す
る
か
。
南
征
北
伐
、此
れ
其
の
時
な
り
。

願
わ
く
は
成
算
を
聞
か
ん
と
。
上
曰
く
、
吾
、
太
原
を
取
ら
ん
と
欲
す
と
。
普
、
黙
然

た
る
こ
と
良
や
久
し
う
し
て
曰
く
、
臣
の
知
る
所
に
非
ざ
る
な
り
。
太
原
は
西
北
の
二

辺
に
当
れ
り
。
一
挙
し
て
下
ら
し
め
ば
、
辺
の
患
い
は
我
独
り
之
に
当
ら
ん
。
何
ぞ
姑

く
留
め
て
以
て
諸
国
を
削
平
す
る
を
俟
た
ざ
る
。
彼
の
弾
丸
黒
子
の
地
、
将
た
何
ぞ
逃

る
る
処
あ
ら
ん
と
。
上
笑
い
て
曰
く
、吾
が
意
、正
に
爾
り
。
姑
く
卿
を
試
み
る
の
み
と
。

是
に
於
い
て
師
を
荊
湖
に
用
う
。
継
い
で
西
川
を
取
る
。」「
江
南
の
良
策
」
と
は
太
原

を
し
ば
ら
く
措
い
て
江
南
の
荊
・
湖
を
先
ず
討
つ
と
い
う
趙
普
の
策
を
い
う
。　

○
柴

火　

陸
游
「
雪
夜
」
に
「
且
く
焼
く 

生
柴
の
火
／
静
か
に
聴
く 

湿
雪
の
声
」。　

○
煨

芋
香　

唐
の
明
瓚
禅
師
、
号
は
懶
残
の
話
に
基
づ
く
。『
高
僧
傳
』
に
云
う
、「
衡
岳
寺

の
僧
明
瓚
禅
師
、
性
懶
に
し
て
残
を
食
ら
う
。
懶
残
と
号
す
。
李
泌
こ
れ
を
異
と
し
、

往
き
て
見
る
。
正
に
火
を
撥
し
芋
を
煨
き
て
こ
れ
を
啖
ら
う
。
其
の
半
を
取
り
て
泌
に

授
け
て
曰
く
、
多
言
す
る
勿
れ
、
十
年
に
し
て
宰
相
を
領
取
せ
ん
、
と
。」

雪
の
夜
、
ふ
た
り
し
て
い
ろ
り
を
囲
め
ば
、
こ
こ
ろ
は
い
よ
い
よ
深
く
な
る
の
を

覚
え
ま
す
。
お
互
い
に
詩
な
ど
よ
み
あ
っ
て
、
古
今
の
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
ど
も
も
す
べ

て
忘
れ
て
し
ま
う
心
地
で
す
。
宋
の
太
祖
趙
匡
胤
に
対
し
て
、
宰
相
の
趙
普
が
雪
の
夜

に
言
上
し
た
江
南
の
良
策
も
、
い
ま
や
わ
た
し
た
ち
に
は
無
用
の
こ
と
。
そ
れ
よ
り
む

し
ろ
い
ろ
り
の
火
と
煙
の
中
で
芋
が
焼
け
る
い
い
匂
い
が
す
る
の
に
、
何
も
か
も
忘
れ

て
更
け
ゆ
く
雪
の
夜
を
味
わ
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
余
説
】
こ
の
詩
に
関
し
て
、
関
ケ
原
の
合
戦
以
後
の
兼
続
の
感
懐
と
絡
め
て
、
い
く

つ
か
の
読
み
方
が
あ
る
の
で
紹
介
し
て
お
く
。

渡
辺
三
省
氏
『
直
江
兼
続
と
そ
の
時
代
』（
昭
和
五
十
五
年
）。「
こ
の
詩
は
時
局
に

関
連
し
て
感
懐
を
述
べ
た
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
関
ケ
原
戦
後
の
彼

の
心
境
を
語
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
雪
の
夜
深
く
あ
い
許
し
た
詩
友
と
二
人
で
会
し

て
詩
を
語
っ
て
い
る
と
、
現
在
の
時
局
な
ど
す
べ
て
忘
れ
て
し
ま
い
、
情
緒
い
よ
い
よ

深
く
な
る
思
い
で
あ
る
。
自
分
の
抱
い
て
い
た
回
天
の
大
策
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
の

で
あ
る
か
ら
、
も
う
そ
の
こ
と
は
忘
れ
て
し
ま
お
う
。
そ
し
て
こ
の
友
と
芋
を
焼
い
て

そ
の
香
り
を
楽
し
ん
で
い
る
の
だ
、
と
い
う
意
味
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
江
南
の
良
策
と

い
う
の
も
、
芋
を
焼
く
と
い
う
の
も
、
い
ち
い
ち
中
国
の
故
事
に
拠
っ
て
い
る
の
で
あ

る
が
、「
江
南
良
策
無
求
処
」
の
七
字
に
は
無
限
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
良
策

と
は
家
康
へ
の
抗
戦
そ
の
も
の
を
指
し
て
い
る
と
も
み
ら
れ
る
が
、
も
っ
と
つ
き
詰
め

て
、
家
康
が
下
野
の
小
山
か
ら
退
却
し
た
と
き
、
こ
れ
を
追
撃
す
べ
し
と
す
る
兼
続
の

建
策
を
、
景
勝
が
退
け
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
じ
つ
に
容
易
な
ら
ぬ

詩
で
あ
る
。」（
一
九
二
頁
）。

木
村
德
衞
氏
の
『
直
江
兼
続
伝
』（
昭
和
十
九
年
初
版
、
平
成
二
十
年
新
訂
版
）。

「
「
雪
夜
囲
爐
」
と
題
す
る
兼
続
の
作
詩
に
つ
い
て
、
兼
続
と
関
ケ
原
関
係
と
の
説
明

を
試
み
た
人
々
も
あ
る
。（
中
略
）関
ケ
原
役
後
、本
多
正
信
及
び
土
井
利
勝
と
結
ん
で
、
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専
ら
幕
府
に
奉
承
し
て
お
っ
た
兼
続
が
、
徳
川
氏
の
忌
諱
に
触
れ
る
様
な
不
謹
慎
の
作

詩
を
公
に
す
べ
き
筈
な
く
、
こ
の
転
句
は
、
全
く
宋
史
に
あ
る
所
の
、
太
祖
と
そ
の
忠

良
の
宰
相
趙
普
と
の
、
雪
夜
の
問
答
を
引
用
し
た
も
の
に
相
違
な
い
。（
中
略
）
兼
続

は
景
勝
を
以
て
太
祖
に
比
し
、
自
分
は
趙
普
を
以
て
任
じ
て
お
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
即

ち
雪
夜
爐
を
囲
ん
で
吟
遊
相
会
す
れ
ば
、
情
は
さ
ら
に
深
く
、
古
今
も
忘
る
る
程
の
興

趣
が
涌
く
も
の
で
あ
る
、
雪
夜
で
思
出
し
た
が
、
宋
太
祖
が
趙
普
の
門
を
叩
い
た
の
は
、

あ
た
か
も
こ
ん
な
夜
で
あ
っ
た
ろ
う
と
一
転
し
、
柴
火
煙
中
煨
芋
香
と
結
ん
で
、
雪
国

の
真
の
情
緒
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
に
よ
っ
て
も
、
兼
続
が
景
勝
の
忠
良
の

宰
相
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
せ
ら
れ
よ
う
。」（
新
訂
版
二
九
八
～
二
九
九
頁
）。

《
21
》元
午
仲
冬
下
澣
、
余
一
日
寄
駕
於
新
築
之
禅
林
寺
。
此
地
有
経
堂
之
霊
也
、
有
神

祠
之
英
也
、
青
松
碧
流
、
僉
以
山
門
之
境
致
也
。
是
日
也
、
寒
気
料
峭
、
飛
雪
封
條
、

恰
如
春
樹
着
花
而
已
。
四
隣
観
覧
之
美
、
倍
万
千
旧
古
者
、
実
老
禅
卓
錫
之
謂
也
。
此

時
此
興
懐
、
不
可
擲
。
漫
賦
俚
語
一
篇
、
以
表
他
時
異
日
花
園
転
位
之
賀
云
爾
。
伏
希

改
正
。　

鈎
齋

元
午
仲
冬
下
澣
、
余
一
日 

駕
を
新
築
の
禅
林
寺
に
寄
す
。
此
の
地 
経
堂
の
霊
有
り
、

神
祠
の
英
有
り
、
青
松
碧
流
、
僉
〔
み
〕
な
以
て
山
門
の
境
致
な
り
。
是
の
日
や
、
寒

気
料
峭
、
飛
雪 

條
を
封
じ
て
、
恰
も
春
樹
の
花
を
着
け
た
る
が
如
き
の
み
。
四
隣
観

覧
の
美
、
旧
古
に
倍
す
る
こ
と
万
千
な
る
者
に
し
て
、
実
に
老
禅
卓
錫
の
謂
な
り
。
此

の
時 

此
の
興
懐 

擲
つ
べ
か
ら
ず
。
漫
り
に
俚
語
一
篇
を
賦
し
、
以
て
他
時
異
日 
花
園

転
位
の
賀
を
表
す
と
爾
か
云
う
。
伏
し
て
希
わ
く
は
改
め
正
せ
。　
　

鈎
齋

〇
元
午
仲
冬
下
澣　

元
和
四
年
〔
一
六
一
八
〕
十
一
月
下
旬
。　

○
新
築
之
禅
林
寺　

元
和
四
年
〔
一
六
一
八
〕
冬
、
直
江
兼
続
が
九
山
宗
用
を
招
き
創
建
し
た
米
沢
の
禅
林

寺
（
現
・
法
泉
寺
）。
山
号
は
恵
日
山
、
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
禅
寺
。
開
基
は
上
杉
景

勝
、普
請
奉
行
は
直
江
兼
続
。　

○
料
峭　

風
の
寒
い
さ
ま
。
陸
亀
蒙
「
京
口
」
に
「
東

風
料
峭
と
し
て
客
帆
遠
く
／
落
葉
夕
陽
天
際
に
明
ら
か
な
り
」。
宋
の
蘇
軾
「
陳
州
与

文
郎
逸
民
飲
別
携
手
河
堤
上
作
此
詩
」
に
「
春
風
料
峭
と
し
て
羊
角
転
じ
／
河
水
渺
綿

と
し
て
瓜
蔓
流
る
」。
陸
游
「
晨
起
」
に
「
倦
枕
廉
繊
の
雨
／
幽
窗
料
峭
と
し
て
寒
し
」。

○
飛
雪
封
條　

雪
が
枝
に
凍
り
つ
く
。
宋
の
梅
堯
臣
「
次
韻
和
沖
卿
元
日
」
に
「
凍
雲

低
く
闕
を
覆
い
／
残
雪
稍
や
條
を
封
ず
」。
黄
庭
堅
「
招
子
高
二
十
二
韻
兼
簡
常
甫
世

弼
」
に
「
駕
言
し
て
聊
か
帰
を
摂
り
／
飛
霜 

暁
に
條
を
封
ず
」。　

○
他
時
異
日
花
園

転
位
之
賀　
「
花
園
」
は
京
都
花
園
の
妙
心
寺
を
指
す
。
そ
こ
へ
「
他
時
異
日
」
い
つ
の

日
か
、
九
山
禅
師
が
「
転
位
」
住
持
と
し
て
移
ら
れ
る
日
の
来
る
こ
と
を
「
賀
」
予
祝
す

る
と
い
う
こ
と
。

　
元
和
四
年
十
一
月
下
旬
、
私
は
一
日
、
新
築
の
禅
林
寺
ま
で
馬
を
進
め
ま
し
た
。
こ

の
地
は
寺
の
経
堂
も
あ
れ
ば
、
白
子
大
明
神
に
も
隣
接
し
、
緑
の
松
と
間
を
流
れ
る
掘

立
川
の
青
く
澄
ん
だ
水
と
、
す
べ
て
が
こ
の
寺
の
美
し
い
趣
を
成
し
て
お
り
ま
す
。
こ

の
日
は
寒
気
料
峭
と
し
て
冷
た
く
、
舞
い
散
る
雪
が
松
の
枝
に
凍
り
つ
い
て
、
あ
た
か

も
春
の
樹
々
に
花
が
咲
い
た
か
の
よ
う
で
す
。
寺
の
周
囲
の
眺
め
の
す
ば
ら
し
さ
は
、

以
前
に
比
べ
て
千
倍
万
倍
の
趣
き
で
す
。
そ
れ
も
こ
れ
も
ま
こ
と
に
禅
師
が
こ
こ
に
錫

杖
を
立
て
ら
れ
た
お
か
げ
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
日
の
興
懐
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お

く
わ
け
に
参
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
憚
り
な
が
ら
漫
り
に
つ
ま
ら
ぬ
詩
一
篇
を
賦
し
て
、

い
つ
の
日
か
禅
師
が
京
都
花
園
の
妙
心
寺
に
移
ら
れ
る
日
の
予
祝
と
し
た
い
と
思
っ

た
次
第
で
す
。
伏
し
て
願
わ
く
は
ご
訂
正
く
だ
さ
い
。　

鈎
齋

卓
錫
神
祠
霊
地
隣　
　
　
　

卓た
く
し
ゃ
く錫

す　

神し
ん
し
れ
い
ち

祠
霊
地
の
隣

と
な
り

講
筵
平
日
絶
囂
塵　
　
　
　

講こ
う
え
ん筵　

平へ
い
じ
つ日　

囂ご
う
じ
ん塵

を
絶ぜ

っ

す

禅
林
寺
裏
枝
枝
雪　
　
　
　

禅ぜ
ん
り
ん林

寺じ

り裏　

枝え
だ
え
だ枝

の
雪ゆ

き

認
作
洛
西
花
園
春　
　
　
　

認み
と

め
作な

す　

洛ら
く
せ
い
か
え
ん

西
花
園
の
春は

る

と

▽
七
絶
。
上
平
声
十
一
真
韻
（
隣
・
塵
・
春
）　

□
底
本　

法
泉
寺
（
旧
禅
林
寺
）
境
内
兼
続
詩
碑
。
遠
藤
綺
一
郎
『
直
江
兼
続
伝
』

二
一
七
頁
、
及
び
『
定
本
直
江
兼
続
』
一
九
三
頁
に
写
真
あ
り
。

○
法
泉
寺（
旧
禅
林
寺
）文
殊
堂
境
内
に
兼
続
と
九
山
禅
師
の
詩
碑
が
建
っ
て
い
る（
昭
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和
三
十
五
年
建
立
）。
そ
こ
に
は
こ
の
詩
の
題
が
「
禅
林
偶
成
」
と
な
っ
て
い
る
。

●
元
和
四
年
〔
一
六
一
八
〕
十
一
月
下
旬
。
五
十
九
歳
。

○
卓
錫　

錫
杖
を
立
て
る
こ
と
。
遊
行
の
僧
が
留
ま
る
こ
と
。
こ
こ
は
九
山
禅
師
が
こ

の
禅
林
寺
に
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
い
う
。
蘇
軾
「
卓
錫
泉
銘
敍
」
に
「
六
祖

初
め
て
曹
溪
に
住
す
る
や
、
錫
を
卓
〔
た
〕
て
て
泉
涌
く
。
清
涼
に
し
て
滑
か
に
甘
く
、

大
衆
を
贍
足
す
。
今
に
逮
ぶ
ま
で
数
百
年
。」　

○
神
祠　

白
子
大
明
神
（
現
、
白
子
神

社
。
山
形
県
米
沢
市
城
北
二
丁
目
三
︱
二
五
）。
禅
林
寺
と
は
掘
立
川
を
隔
て
て
東
隣

に
位
置
す
る
。
文
禄
年
間
に
蒲
生
氏
郷
に
よ
り
米
沢
城
鎮
守
と
さ
れ
、
そ
の
後
米
沢
城

主
と
な
っ
た
上
杉
景
勝
や
直
江
兼
続
に
よ
っ
て
引
き
続
き
米
沢
城
鎮
守
と
し
て
崇
敬

さ
れ
た
。　

○
講
筵　

講
義
が
行
わ
れ
る
場
所
。
徐
氏
「
三
学
山
夜
看
聖
燈
」
に
「
猿

は
来
た
る
齋
石
の
上
／
僧
は
集
う
講
筵
の
中
」。
劉
禹
錫
「
海
門
潮
別
浩
初
師
」
に
「
前

日
蕭
寺
に
過
り
／
師
の
講
筵
に
上
る
を
看
る
」。
九
山
禅
師
が
こ
の
禅
林
寺
で
藩
士
の

子
弟
の
教
育
を
始
め
た
こ
と
を
指
す
。　

○
囂
塵　

さ
わ
が
し
く
け
が
れ
た
俗
世
間
。

謝
眺
「
之
宣
城
出
新
林
浦
向
版
橋
」（
『
文
選
』
巻
二
十
七
）
に
「
囂
塵 

茲
よ
り
隔
た
り

／
賞
心 

此
に
於
て
遇
う
」。
嵆
康「
与
山
巨
源
絶
交
書
」（
『
文
選
』巻
四
十
三
）に「
囂

塵
臭
処
、
千
変
百
伎
、
人
の
目
前
に
在
り
、
六
の
堪
え
ざ
る
な
り
」。　

〇
枝
枝　

え

だ
え
だ
。
竇
群
「
假
日
尋
花
」
に
「
枝
枝
雪
の
如
し
南
関
の
外
／
一
日
休
間 

尽
く
花
に

属
す
」。
杜
甫
「
柳
辺
」
に
「
枝
枝
総
て
地
に
到
り
／
葉
葉
自
ら
春
に
開
く
」。　

〇
認

作　
「
見
做
す
」
と
い
う
意
味
の
口
語
的
表
現
。
白
居
易
「
送
兗
州
崔
太
夫
駙
馬
赴
鎮
」

に
「
戚
裏
は
誇
り
て
賢
駙
馬
と
為
し
／
儒
家
は
認
め
て
好
詩
人
と
作
〔
な
〕
す
」。　

○

洛
西
花
園　

京
都
花
園
の
妙
心
寺
（
京
都
市
右
京
区
花
園
妙
心
寺
町
）
を
指
す
。
禅
林

寺
の
松
の
枝
に
凍
り
つ
い
た
雪
を
、
京
都
花
園
の
妙
心
寺
の
花
が
咲
い
た
よ
う
だ
と
考

え
る
の
は
、
禅
林
寺
で
の
九
山
禅
師
の
教
育
指
導
が
本
場
京
都
の
妙
心
寺
並
み
だ
と
い

う
喜
び
を
述
べ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
同
時
に
こ
れ
は
序
文
に
「
他
時
異
日 

花

園
転
位
の
賀
を
表
す
」
と
い
う
通
り
、
九
山
禅
師
が
い
つ
の
日
か
妙
心
寺
の
住
持
と
し

て
花
園
に
行
か
れ
る
こ
と
を
予
祝
す
る
気
持
ち
も
込
め
て
い
よ
う
。

米
沢
城
鎮
守
の
白
子
大
明
神
に
隣
接
す
る
こ
の
禅
林
寺
に
、
九
山
禅
師
が
錫
杖
を

立
て
ら
れ
、
住
持
と
し
て
お
勤
め
に
な
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
以
来
、
お
か
げ
さ
ま
で

騒
が
し
い
俗
世
間
か
ら
離
れ
て
、
藩
士
の
子
弟
へ
向
け
た
講
筵
が
毎
日
開
か
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
今
日
は
折
か
ら
の
雪
が
こ
の
禅
林
寺
の
境
内
の
松
の
枝
々
に
凍
り
つ

い
て
、
ま
る
で
春
の
花
が
咲
い
た
よ
う
で
す
。（
そ
れ
は
あ
た
か
も
こ
の
禅
林
寺
に
学

問
の
花
が
咲
い
た
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
更
に
ま
た
い
つ
の
日
か
）
京
の
西
、
妙

心
寺
に
春
が
訪
れ
た
ら
、
き
っ
と
こ
ん
な
風
に
美
し
く
咲
く
だ
ろ
う
と
、
ま
こ
と
に
め

で
た
く
思
わ
れ
ま
す
。

【
余
説
】
兼
続
詩
碑
の
向
か
い
に
九
山
禅
師
詩
碑
が
建
っ
て
い
る
。「
開
祖
九
山
禅
師
詩

碑
洗
心
詩
偈
」
と
し
て
次
の
詩
偈
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

妙
香
池
畔
碧
苔
深　
　
　
　

妙
香
池
畔　

碧
苔
深
し

　

只
聴
松
風
般
若
音　
　
　
　

只
だ
聴
く　

松
風
般
若
の
音

　

誰
識
苑
中
禅
寂
好　
　
　
　

誰
か
識
ら
ん　

苑
中
禅
寂
の
好
き
を

　

都
来
忘
却
世
塵
心　
　
　
　

都
来
〔
す
べ
て
〕
忘
却
す　

世
塵
の
心

《
22
》瀧
水
乱
糸　
　
　
　
　
　
　
　
瀧ろ

う
す
い水　
糸い
と
を
乱み
だ
す

瀑
水
乱
糸
映
夕
陽　
　
　
　

瀑ば
く
す
い水　

糸い
と

を
乱み

だ

し
て　

夕せ
き
よ
う陽

に
映え

い

ず

光
陰
難
繋
更
愁
腸　
　
　
　

光こ
う
い
ん陰　

繋つ
な

ぎ
難が

た

く　

更さ
ら

に
愁

し
ゅ
う
ち
ょ
う腸

清
風
吹
落
盧＊

山
上　
　
　
　

清せ
い
ふ
う
ふ

風
吹
き
落お

と

す　

盧×

〔
廬ろ

〕
山ざ

ん

の
上う

え

引
入
漢
宮
一
線
長　
　
　
　

引ひ

い
て
漢か

ん
き
ゅ
う宮

に
入い

り
て　

一い
っ
せ
ん
な
が

線
長
し

▽
七
絶
。
下
平
声
七
陽
韻
（
陽
・
腸
・
長
）。

□
底
本　

遠
藤
本
に
拠
る
。
木
村
本
、
渡
辺
本
同
じ
。

△
「
盧
山
」
は
「
廬
山
」
の
誤
り
。

●
作
詩
年
次
未
詳
。
木
村
德
衞
云
う
、「
米
沢
市
有
壁
一
雄
所
蔵
」。

○
瀧
水　

滝
の
水
、
滝
の
流
れ
。
戴
叔
倫
「
下
鼻
亭
瀧
行
八
十
裏
聊
状
艱
険
寄
青
苗
鄭
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副
端
朔
陽
」
に
「
瀧
水 

天
際
よ
り
来
り
／
鼻
山 

地
中
に
坼
く
」。　

○
乱
糸　

糸
の
よ

う
に
乱
れ
る
。
劉
廷
芝
「
代
悲
白
頭
翁
」
に
「
宛
転
た
る
蛾
眉 

能
く
幾
時
ぞ
／
須
臾
に

し
て
鶴
髪
乱
れ
て
糸
の
如
し
」。　

○
瀑
水　

滝
の
水
、滝
の
流
れ
。
宋
之
問「
巫
山
高
」

に
「
古
槎 

天
外
よ
り
落
ち
／
瀑
水 

日
辺
よ
り
来
る
」。
張
九
齢
「
奉
和
吏
部
崔
尚
書
雨

後
大
明
朝
堂
望
南
山
」
に
「
奔
峰 

嶺
外
に
出
で
／
瀑
水 

雲
辺
よ
り
落
つ
」。　

○
映
夕

陽　

曹
鄴
「
送
進
士
下
第
帰
南
海
」
に
「
数
片
の
紅
霞 

夕
陽
に
映
じ
／
君
が
衣
袂
を
攬

り
て
更
に
觴
を
移
す
」。　

○
光
陰　

と
し
つ
き
。
時
間
。
梁
の
江
淹
「
別
賦
」（
『
文

選
』
巻
十
六
）
に
「
明
月
白
露
／
光
陰
往
来
」。
李
白
「
春
夜
宴
桃
李
園
序
」（
『
古
文
真

宝
後
集
』
巻
三
）
に
「
夫
れ
天
地
は
万
物
の
逆
旅
に
し
て
、光
陰
は
百
代
の
過
客
な
り
」。

○
難
繋　

つ
な
ぎ
留
め
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。　

○
愁
腸　

愁
い
悲
し
む
心
。
唐
彦

謙
「
韋
曲
」（
『
三
体
詩
』
巻
一
）
に
「
愁
腸
を
写
さ
ん
と
欲
し
て
不
才
を
愧
ず
／
多
情

を
連
漉
し
て
已
に
低
摧
す
」。
崔
魯
「
春
日
長
安
即
事
」（
『
三
体
詩
』
巻
二
）
に
「
玉
楼

春
暖
か
な
り
笙
歌
の
夜
／
肯
て
信
ぜ
ん
や 
愁
腸
の
日
に
九
回
す
る
を
」。　

○
清
風　

清
ら
か
な
風
。『
詩
経
』
大
雅
・
烝
民
に
「
吉
甫 
誦
を
作
る
／
穆
と
し
て
清
風
の
如
し
」。

蘇
軾
「
送
門
冬
飲
」（
『
聯
珠
詩
格
』
巻
十
三
）
に
「
一
枕
の
清
風 

直
い
万
銭
／
人
の
肯

て
北
窓
の
眠
り
を
買
う
無
し
」。
黄
庭
堅
「
鄂
渚
南
楼
」
に
「
清
風
明
月 

人
の
管
す
る

無
し
／
併
せ
作
す
南
楼
一
夜
の
涼
」。　

○
吹
落　

こ
こ
は
（
清
風
が
滝
水
を
廬
山
の

上
か
ら
）
吹
き
落
す
。
薛
能
「
老
圃
堂
」（
『
三
体
詩
』
巻
一
）
に
「
昨
日
春
風 

不
在
を

欺
き
／
床
に
就
い
て
吹
き
落
す 

読
残
の
書
」。　

○
廬
山　

江
西
省
九
江
県
の
南
に
あ

る
名
山
。
香
炉
峰
や
廬
山
の
瀑
布
で
有
名
。
李
白
「
望
廬
山
瀑
布
」
に
「
日
は
香
炉
を

照
ら
し
て
紫
烟
を
生
ず
／
遥
か
に
看
る
瀑
布
の
長
川
を
挂
く
る
を
／
飛
流
直
下
三
千

尺
／
疑
う
ら
く
は
是
れ
銀
河
の
九
天
よ
り
落
つ
る
か
と
」。　

○
漢
宮　

漢
の
宮
殿
。

韓
翃
「
同
題
仙
遊
観
」
に
「
山
色
遥
か
に
連
な
る 

秦
樹
の
色
／
砧
声
近
く
報
ず 

漢
宮
の

秋
」。
こ
こ
で
漢
宮
が
出
て
く
る
の
は
次
の
宋
の
方
岳
の
「
冬
至
」
の
詩
に
拠
る
。　

○

一
線
長　

滝
が
一
直
線
に
長
く
落
ち
る
様
子
を
言
っ
た
も
の
。
た
だ
し
こ
の
表
現
は
宋

の
方
岳
の
「
冬
至
」（
『
聯
珠
詩
格
』
巻
六
）
に
「
至
日 

詩
を
観
て 

幾
行
な
ら
ず
／
梅

梢
横
月
又
た
昏
黄
／
漢
宮
の
紅
影 

人
の
見
る
無
し
／
未
だ
必
ず
し
も
能
く
一
線
の
長

き
を
添
え
ず
」
と
あ
る
の
に
拠
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
引
い
て
漢
宮
に
入
り
て
一

線
長
し
」
と
「
漢
宮
」
と
い
う
言
葉
が
唐
突
に
出
て
く
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
そ
れ
は
想

像
さ
れ
る
。
方
岳
の
詩
に
い
う
「
一
線
長
し
」
と
は
、『
荊
楚
歳
時
記
』
に
「
晋
魏
の
間
、

宮
中 

紅
線
を
以
て
日
影
を
量
る
。
冬
至
の
後
、
日
は
長
さ
一
線
を
添
う
」、
す
な
わ
ち

わ
ず
か
ず
つ
日
足
が
長
く
な
る
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
、
滝
の
表
現
と
は
つ
な
が
ら
な

い
。
こ
こ
は
そ
の
表
現
を
転
用
し
て
、
滝
の
一
直
線
に
長
く
落
ち
る
様
子
を
表
現
す
る

の
に
使
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

滝
の
水
が
糸
を
乱
し
た
よ
う
に
白
く
飛
び
散
り
、
そ
こ
に
夕
日
が
射
し
て
き
ら
き

ら
光
っ
て
い
る
。
絶
え
ず
落
ち
る
そ
の
滝
を
見
て
い
る
と
、
時
間
が
絶
え
間
な
く
流
れ

去
る
感
じ
が
し
て
、
そ
れ
を
止
め
る
す
べ
も
な
く
、
心
は
沈
ん
で
く
る
。
李
白
は
廬
山

の
瀑
布
を
描
い
て
「
飛
流
直
下
三
千
尺
／
疑
う
ら
く
は
是
れ
銀
河
の
九
天
よ
り
落
つ
る

か
と
」
と
言
っ
た
が
、
そ
の
廬
山
の
上
か
ら
清
ら
か
な
風
が
吹
き
落
し
た
水
が
、
一
直

線
の
滝
と
な
っ
て
長
く
落
ち
て
、
漢
の
宮
殿
に
ま
で
届
く
の
だ
。

《
23
》〔
欠
題
〕　　
　
　
　
　
　
　
〔
題だ
い
を
欠か

く
〕

雲
隙
氷
輪
漏
半
規　
　
　
　

雲う
ん
げ
き隙

の
氷ひ

ょ
う
り
ん輪　

半は
ん
き規

を
漏も

ら
す

清
光
猶
未
弁
盈
虧　
　
　
　

清せ
い
こ
う光　

猶な

お
未い

ま

だ
盈え

い
き虧

を
弁べ

ん

ぜ
ず

憑
誰
問
取
画
工
去　
　
　
　

誰た
れ

に
憑よ

り
て
か
画が

こ
う工

に
問も

ん
し
ゅ取

し
去さ

ら
ん

欲
堕
時
耶
欲
上
時　
　
　
　

堕お

ち
ん
と
欲ほ

っ

す
る
時と

き
か耶　

上の
ぼ

ら
ん
と
欲ほ

っ

す
る
時と

き

か

▽
七
絶
。
上
平
声
四
支
韻
（
規
・
虧
・
時
）。

□
底
本　

花
ケ
崎
盛
明
編
『
直
江
兼
続
の
す
べ
て
（
新
装
版
）
』（
二
〇
〇
八
年
、
新
人

物
往
来
社
）所
収
の
中
澤
肇「
文
化
人
と
し
て
の
兼
続
」一
四
三
頁
に「
兼
続
の
漢
詩
」

と
し
て
書
幅
の
写
真
あ
り
。
兼
続
自
筆
と
見
ら
れ
る
。
書
の
左
隅
に
写
真
で
は
よ

く
読
み
取
れ
な
い
が
、
細
字
で
「
直
江
山
城
守
七
絶
書
」
と
別
の
手
で
記
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
読
め
る
。
所
蔵
者
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
詩
、
他
書
に
は
見
え
ず
。

△
転
句「
憑
誰
」を
中
澤
氏
は「
焉
誰
」と
読
ん
で
お
ら
れ
る
が
、写
真
で
見
る
と「
憑
誰
」

で
あ
る
。

直江兼続漢詩校釈
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●
作
詩
年
次
未
詳
。
転
句
の
表
現
か
ら
雲
間
の
月
を
描
い
た
画
に
題
し
た
題
画
詩
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

○
雲
隙　

雲
間
。
雲
の
隙
間
。　

○
氷
輪　

月
の
異
称
。
蘇
軾
「
宿
九
仙
山
」
に
「
夜

半
老
僧
客
を
呼
ん
で
起
こ
す
／
雪
峰
缺
く
る
処 

氷
輪
湧
く
」。　

○
半
規　

半
円
。
規

は
コ
ン
パ
ス
。
謝
霊
運
「
遊
南
亭
」（
『
文
選
』
巻
二
十
二
）
に
「
密
林 

餘
清
を
含
み
／

遠
峯 

半
規
を
隠
す
」。
黄
庭
堅
「
次
韻
奉
送
公
定
」
に
「
屯
雲 

六
幕
〔
＝
天
地
四
方
〕
を

搴
き
／
新
月 

半
規
を
吐
く
」。　

○
清
光　

月
の
清
ら
か
な
光
。江
淹「
望
荊
山
」（
『
文

選
』
巻
二
十
七
）
に
「
寒
郊 
留
影
無
く
／
秋
日 

清
光
懸
る
」。
沈
約
「
応
王
中
丞
思
遠

詠
月
」（
『
文
選
』
巻
三
十
）
に
「
洞
房 

殊
に
未
だ
暁
け
ず
／
清
光 

信
に
悠
な
る
哉
」。

白
居
易
「
八
月
十
五
日
夜
禁
中
直
対
月
憶
元
九
」
に
「
猶
お
恐
る
清
光
同
じ
く
見
ざ
る

を
／
江
陵
は
卑
湿
に
し
て
秋
陰
足
〔
お
お
〕
し
」。　

○
盈
虧　

月
の
満
ち
欠
け
。
白
居

易
「
代
書
詩
一
百
韻
寄
微
之
」
に
「
素
書
三
た
び
往
復
し
／
明
月
七
た
び
盈
虧
す
」。　

○
憑
誰　

だ
れ
に
頼
ん
で
。
杜
甫
「
自
京
竄
至
鳳
翔
喜
達
行
在
所
」
其
三
に
「
死
し
去

ら
ば
誰
に
憑
り
て
か
報
ぜ
ん
／
帰
り
来
り
て
始
め
て
自
ら
憐
れ
む
」。　

○
問
取
～
去 

「
問
取
」
は
た
ず
ね
る
。
黄
庭
堅
「
清
平
楽
（
春
帰
何
処
）
」
に
「
春
は
蹤
跡
無
し 

誰
か

知
ら
ん
／
黄
鸝
に
問
取
す
る
に
除
非
〔
あ
ら
〕
ざ
る
よ
り
は
」。「
去
」
は
上
の
動
詞
に
付

い
て
「
～
に
向
っ
て
」
と
い
う
趨
向
・
方
向
性
を
与
え
る
役
割
を
果
た
す
添
え
字
。

雲
間
か
ら
月
が
半
分
漏
れ
て
い
る
。
こ
の
清
ら
か
な
月
の
光
は
満
ち
欠
け
の
具
合

が
雲
に
遮
ら
れ
て
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
画
を
描
い
た
画
家
に
尋
ね
て
み
た
い
と
思

う
が
、
だ
れ
を
通
じ
て
聞
い
た
も
の
か
。
こ
れ
は
月
が
沈
も
う
と
す
る
時
な
の
か
。
上

ろ
う
と
す
る
時
な
の
か
。

《
24
》〔
欠
題
〕　　
　
　
　
　
　
　
〔
題だ
い
を
欠か

く
〕

春
雁
似
吾
吾
似
雁　
　
　
　

春し
ゅ
ん
が
ん雁

は
吾わ

れ

に
似に

て　

吾わ
れ

は
雁か

り

に
似に

た
り

洛
陽
城
裏
背
花
帰　
　
　
　

洛ら
く
よ
う
じ
ょ
う
り

陽
城
裏　

花は
な

に
背そ

む

い
て
帰か

え

る

▽
七
言
二
句
。
聯
句
の
一
部
か
。

□
底
本　

遠
藤
本
に
拠
る
。

●
作
詩
年
次
未
詳
。
京
都
。

○
春
雁　

春
の
（
北
へ
帰
る
）
か
り
。
常
建
「
鄂
渚
招
王
昌
齢
張
僨
」
に
「
春
雁
又
た
北

飛
し
／
音
書
固
よ
り
聞
き
難
し
」。
白
居
易
「
雑
興
」
に
「
東
風
二
月
の
天
／
春
雁 

正

に
離
離
」。　

○
洛
陽
城
裏　
「
洛
陽
」
は
日
本
の
京
都
の
雅
称
。
唐
の
都
洛
陽
に
な
ぞ

ら
え
て
い
う
。「
城
裏
」は
街
中
。
こ
こ
は
京
の
街
中
の
意
。
張
籍「
秋
思
」（
『
三
体
詩
』

巻
一
）に「
洛
陽
城
裏 

秋
風
を
見
る
」。　

○
背
花　

花
に
背
く
。徐
凝「
長
慶
春
」（
『
三

体
詩
』
巻
一
）
に
「
身
上
の
五
労
仍
お
酒
に
病
み
／
夭
桃
窓
下 

花
に
背
い
て
眠
る
」。

北
へ
帰
る
春
の
雁
は
私
の
よ
う
で
、
私
は
雁
に
似
て
い
る
。
春
の
花
咲
く
京
の
街
を
花

に
背
い
て
北
へ
帰
る
の
だ
。

【
余
説
】
京
都
に
お
け
る
年
次
不
明
の
漢
和
聯
句
の
会
の
記
録
（
上
杉
家
文
書
。「
包
紙
ウ

ハ
書
」
に
云
う
、「
京
都
ニ
テ
、
直
江
山
城
守
、
相
国
寺
兌
長
老
を
招
、
漢
和
興
行
之
懐

紙
写
」
）
に
次
の
よ
う
な
句
が
見
え
る
。

　

ほ
の
か
に
か
へ
る
雁
の
一
行　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
〔
成
田
氏
長
〕

　

塵
裡
負
春
客
〔
塵
裡 

春
に
負
〈
そ
む
〉
く
客
〕　　

 　

続
〔
直
江
兼
続
〕

ま
た
別
の
記
録（
相
国
寺
の
日
記『
鹿
苑
日
禄
』天
正
一
九
年〔
一
五
九
一
〕三
月
七
日
）

に
は
、
兼
続
が
京
都
に
お
い
て
細
川
幽
斎
と
聯
句
を
楽
し
ん
だ
と
い
う
記
述
が
あ
り
、

自
幽
斎
発
句
現
来
、
句
曰
、
花
の
後
帰
る
を
雁
の
心
哉
、
脇
遣
于
越
州
直
江
公
焉
、
云
々

と
あ
る
。
こ
の
記
録
で
は
脇
句
を
兼
続
が
ど
う
つ
け
た
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

木
村
德
衞
氏
は
『
直
江
兼
続
伝
』
一
七
八
頁
に
お
い
て
、「
こ
の
幽
斎
の
発
句
は
、
予
め

兼
続
の
作
詩
と
し
て
最
も
有
名
で
あ
る
上
二
句
の
欠
け
て
居
る
所
の
、「
春
雁
似
吾
吾
似

雁
。洛
陽
城
裏
背
花
帰
」を
知
っ
て
発
句
し
た
も
の
か
。あ
る
い
は
こ
の
句
の
考
想
に
よ
っ

て
兼
続
の
詩
作
と
な
っ
た
か
。
そ
の
い
ず
れ
が
前
後
な
る
や
は
不
明
で
あ
る
が
、
互
い
に

関
連
す
る
所
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。」
と
記
し
て
お
ら
れ
る
。

確
か
に
こ
れ
ら
の
記
録
に
見
え
る
「
帰
る
雁
」
の
モ
チ
ー
フ
が
、
兼
続
の
「
春
雁
似
吾

吾
似
雁
／
洛
陽
城
裏
背
花
帰
」
の
両
句
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
は
誰
の
目
に
も
明
ら
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か
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
前
後
関
係
を
云
々
す
る
前
に
、
こ
れ
ら
の
詩
句
に
共
通
す
る
古
歌
が

あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。『
古
今
和
歌
集
』に
載
せ
る
伊
勢
の「
帰
雁
を
よ
め
る
」

と
詞
書
の
あ
る
歌
、「
春
霞
立
つ
を
見
捨
て
て
行
く
雁
は
花
な
き
里
に
住
み
や
な
ら
へ
る
」

で
あ
る
。
春
霞
が
立
つ
の
を
見
捨
て
て
北
へ
帰
っ
て
行
く
雁
は
、
花
の
な
い
里
に
住
み
な

れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
…
。
聯
句
に
参
加
す
る
人
々
の
こ
こ
ろ
に
共
通
し
て
、
当
然
こ

の
歌
が
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
の
歌
に
重
ね
て
兼
続
の
「
春
雁
似
吾
吾
似
雁
／
洛
陽
城
裏
背

花
帰
」
の
両
句
を
読
ん
で
み
る
と
、
伊
勢
の
歌
が
み
や
こ
び
と
の
視
点
か
ら
雁
を
眺
め
て

い
る
の
に
対
し
て
、兼
続
の
句
は「
春
雁
は
吾
に
似
て 

吾
は
雁
に
似
た
り
」と「
花
な
き
里
」

に
住
み
な
れ
た
雁
に
自
ら
を
重
ね
て
、
繁
華
の
ち
ま
た
京
を
離
れ
て
「
花
な
き
里
」
の
米

沢
に
帰
ろ
う
と
い
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
雁
の
方
に
自
ら
の
視
点
を
転
換
し

て
、
伊
勢
の
歌
を
詠
み
か
え
て
見
せ
た
の
で
あ
る
。
兼
続
は
洛
中
の
作
と
想
像
さ
れ
る
作

詩
年
次
不
明
の
作
「
花
を
売
る
」（
→
《
13
》
）
で
、
贅
沢
な
み
や
こ
び
と
の
様
子
を
批
判

的
に
描
い
て
い
た
。
兼
続
が
「
洛
陽
城
裏 

花
に
背
い
て
帰
る
」
と
詠
ん
だ
背
景
に
い
か
な

る
事
情
が
あ
っ
た
の
か
は
詳
ら
か
で
な
い
が
、
華
や
か
な
京
よ
り
は
「
花
な
き
里
」
に
落

ち
着
き
を
感
じ
る
心
の
動
き
が
あ
っ
て
、
こ
の
両
句
が
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
と
想
像
さ
れ

る
。と

こ
ろ
で
諸
家
は
こ
の
「
春
雁
似
吾
吾
似
雁
／
洛
陽
城
裏
背
花
帰
」
の
両
句
を
、
七
絶

の
起
句
・
承
句
を
欠
失
し
た
残
り
の
句
と
見
て
い
る
（
遠
藤
綺
一
郎
等
『
直
江
兼
続
伝
』、

野
村
研
三
『
直
江
兼
続
の
漢
詩 

花
に
背
い
て
帰
る
』
等
）。
な
ぜ
転
句
・
結
句
と
見
る
か

と
い
え
ば
、
こ
れ
が
も
し
七
絶
の
起
句
・
承
句
な
ら
ば
句
末
の
両
字
と
も
押
韻
す
る
は
ず

だ
が
、
そ
う
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
両
句
の
成
立
が
も
し
私
の
想
像
し
た
よ
う
な
経
過
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

こ
れ
は
す
で
に
こ
れ
だ
け
で
完
成
し
た
世
界
で
あ
っ
て
、
絶
句
の
欠
失
し
た
も
の
と
い
う

考
え
は
取
り
に
く
い
と
い
う
の
が
、
私
の
理
解
で
あ
る
。
あ
る
い
は
こ
の
後
、
兼
続
自
身

が
起
句
・
承
句
を
作
っ
て
絶
句
と
し
て
完
成
さ
せ
た
が
、
そ
れ
が
ま
た
失
わ
れ
て
、
こ
の

二
句
だ
け
残
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
な
い
と
は
い
え
な
い
が
、
か
な
り
無
理
な
想
像
で
あ

る
。こ

こ
は
む
し
ろ
兼
続
が
こ
の
「
春
雁
似
吾
吾
似
雁
／
洛
陽
城
裏
背
花
帰
」
の
両
句
を
作

る
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、
伝
統
的
な
和
歌
の
世
界
が
ベ
ー
ス
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て

独
自
に
作
り
変
え
、
自
ら
の
心
を
語
っ
て
見
せ
た
例
と
し
て
、
理
解
し
て
お
き
た
い
と
思

う
。な

お
他
に
兼
続
が
参
加
し
た
「
漢
和
聯
句
」「
和
漢
聯
句
」
の
記
録
が
い
く
つ
か
残
っ
て

お
り
、
そ
の
中
に
兼
続
の
五
言
の
漢
詩
句
が
二
十
句
ほ
ど
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
抜
き

出
し
て
も
意
味
は
な
い
が
、
参
考
ま
で
に
こ
こ
に
抜
き
出
し
て
み
る
。
な
お
兼
続
の
聯
句

に
つ
い
て
は
、
木
村
德
衞
『
直
江
兼
続
伝
』
一
七
四
頁
～
一
八
八
頁
、
及
び
渡
辺
三
省
『
直

江
兼
続
と
そ
の
時
代
』
二
〇
〇
頁
～
二
〇
七
頁
に
詳
し
い
。

㈠ 

天
正
十
七
年
九
月
二
十
九
日
、
景
勝
一
座
漢
和
聯
句
会
よ
り
（
木
村
德
衞
『
直
江
兼
続

伝
』
一
七
六
頁
～
）

・
報
春
鶯
語
緩　
　
　
　

春
を
報
じ
て
鶯
語
緩
や
か
な
り

・
鰥
閨
暗
結
愁　
　
　
　

鰥
閨 

暗
に
愁
い
を
結
ぶ

・
友
依
期
月
会　
　
　
　

友
は
期
月
に
依
り
て
会
す

㈡
年
次
未
詳 

在
洛
中 

里
村
紹
巴
邸
和
漢
聯
句
会
よ
り
（
同
上 

一
七
九
頁
～
）

・
露
涼
満
晩
籬　
　
　
　

露
涼
し
く
晩
籬
に
満
つ

・
烟
微
村
市
散　
　
　
　

烟
微
か
に
し
て
村
市
散
ず

・
盃
迎
間
社
宜　
　
　
　

盃
迎
え
て
間
社
宜
し

・
不
背
寵
山
耳　
　
　
　

寵
に
背
か
ざ
る
は
山
の
み
？

・
欄
晴
素
月
移　
　
　
　

欄
晴
れ
て
素
月
移
る

㈢
年
次
未
詳 

在
洛
中 

相
国
寺
承
兌
等
を
招
い
た
漢
和
聯
句
会
よ
り（
同
上 

一
八
二
頁
～
）

・
捲
簾
好
賞
商　
　
　
　

簾
を
捲
き
て
商
〔
＝
秋
〕
を
賞
す
る
に
好
し

・
鷗
辺
無
黜
陟　
　
　
　

鷗
辺 

黜
陟
無
し

・
山
彰
金
仏
相　
　
　
　

山
は
彰
す 

金
仏
の
相

・
童
眠
書
儘
擲　
　
　
　

童
眠
り
て
書
は
擲
つ
が
儘
な
り

・
渓
流
飛
羽
觴　
　
　
　

渓
流 

羽
觴
を
飛
ば
す

・
塵
裡
負
春
客　
　
　
　

塵
裡 

春
に
負
く
客

・
霞
融
詩
債
償　
　
　
　

霞
融
け
て 

詩
債
を
償
う

・
今
古
力
擒
強　
　
　
　

今
古 

力 

強
を
擒
に
す

・
吟
履
為
花
緩　
　
　
　

吟
履 

花
の
為
に
緩
し

・
露
於
蘭
草
芳　
　
　
　

露
は
蘭
草
に
於
て
芳
し
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㈣
慶
長
六
年
十
月
四
日 

漢
和
聯
句
会
よ
り
（
同
上 

一
八
七
頁
～
）

・
落
葉
雨
天
下　
　
　
　

落
葉 

雨
天
の
下

㈤
慶
長
六
年
十
二
月
十
五
日 

米
沢
直
江
邸
和
漢
聯
句
会
よ
り
（
同
上 

一
八
八
頁
～
）

・
吟
春
臘
底
梅　
　
　
　

春
を
吟
ず 

臘
底
の
梅

【
付
記
】
兼
続
漢
詩
と
さ
れ
て
い
る
が
実
は
他
人
の
作
品

　
　

穐
思　
　
　
　
　
　
　
　
　

穐し
ゅ
う
し思

雨
匀
紫
菊
叢
叢
色　
　
　
　

雨あ
め

は
紫し

き
く菊

を
匀い

ん

す　

叢そ
う
そ
う叢

の
色い

ろ

風
弄
紅
蕉
葉
葉
声　
　
　
　

風か
ぜ

は
紅こ

う
し
ょ
う蕉

を
弄ろ

う

す　

葉よ
う
よ
う葉

の
声こ

え

北
畔
是
山
南
畔
海　
　
　
　

北ほ
く
は
ん畔

は
是こ

れ
山や

ま　

南な
ん
は
ん畔

は
海う

み

祇
堪
図
画
不
堪
行　
　
　
　

祇た

だ
図と

が画
す
る
に
堪た

え　

行ゆ

く
に
堪た

え
ず

▽
七
絶
。
下
平
声
八
庚
韻
（
声
・
行
）。
起
句
は
踏
落
し
。「
色
」
は
入
声
十
三
職
韻
。

□
米
沢
市
上
杉
博
物
館
蔵
自
筆
書
幅
（
一
六
・
八
×
一
五
・
二
㎝
）。
箱
書
に
「
直
江
山
城

守
秋
思
詩
」
と
あ
り
。『
図
説 

直
江
兼
続 

人
と
時
代
』（
二
〇
一
〇
年
、
米
沢
上
杉

文
化
振
興
財
団
）
一
六
四
頁
。

●
唐
の
杜
荀
鶴
の
「
閩
中
秋
思
」
の
詩
（
『
聯
珠
詩
格
』
巻
一
）。
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要　旨

戦国武将、直江兼続は漢詩を二十三首残している。本稿はその校訂、注釈、現代語訳である。これらの注釈作業を通
じて、我々は直江兼続の中国文学に関する深い造詣と、日本の王朝文学の流れを汲む伝統的な花鳥風月の美意識、そし
て漢詩を通じての交友関係の跡を知ることができる。

Key words：NAOE Kanetsugu（直江兼続）
Chinese Poetry（漢詩）
Commentary（注釈）
Poetry in Tang-Song dynasty（唐宋詩）

（平成28年₉月30日受理）

NAOE Kanetsugu（直江兼続）̓s Chinese Poetry（漢詩）
～ Text, commentary and translation ～

SHIMAMORI  Tetsuo
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