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浩
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じ
め
に

i
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題
提
起
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孤
帆
遠
影
判
明
れ
望
尽
孤
帆
の
遠
影
響
空
に
尽
き

唯
見
長
江
天
機
流
唯
だ
見
る
長
江
の
天
擦
に
流
る
る
を

「
黄
鶴
機
送
設
地
然
之
広
姥
」
(
以
下
「
黄
鶴
一
楼
・
:
」
と
略
称
)
は
、

(
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}
 

人
口
に
綿
災
す
る
、
代
表
的
な
李
白
の
詩
で
あ
る
つ
本
詩
は
こ
れ
ま

で
様
々
な
視
点
か
ら
分
析
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
「
懲

花
」
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
が
け
は
点
つ
の
こ
れ
ま
で
発
表
さ
れ
た

「
燃
花
」
の
専
論
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
中
間
伸
，
「
「
焔
花
」
滋
解
日
中
間
倒
的
対
照
分
析
」
(
明
小
山

ー
じ

1
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1
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の
イ
メ
!

に
お
け
る

「
煙
花
」

の
解
釈

大

橋

賢

③
向
嶋
成
美

揚
州
に
下
る
」
(
『
思
…
諮
問
教
室
』
八
四

中
間
論
文
法
「
壇
花
」
に
つ
い
て
自
加
問
誠
の
訳
(

凧
洋
文
時
席
、
一
九
八
二
年
)
と
劉
蓄
顕
の
訳
(
『
議
詩
一
一

時
限
措
人
民
教
育
出
版
社
、
一
九
八
六
年
)
を
通
し
て
、
日
中

「
煙
花
」
の
誘
釈
安
比
較
し
、
結
論
的
に
は
「
露
た
な
び
く
春

と
い
う
臼
加
国
訣
を
誤
り
と
み
な
し
‘
劉
首
燃
の
「
様
々
な

ん
に
開
く
一
二
月
に
揚
州
へ
と
旅
立
っ
て
い
く
(
在
繁
花
盛

」
と
い
う
解
釈
を
支
持
し
て
い
る
の
そ
の
理

従
来
の
中
間
に
お
け
る

い

こ

て
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河
は
な
く
、
想
像
で
漢
詩
を
翻
訳
す
る
か
ら
、
と
ま
と
め
て
い
る
。

桜
間
論
文
は
、
中
間
論
文
向
様
、
「
熔
花
」
に
対
す
る
現
代
中
国

人
の
解
釈
と
日
本
の
一
般
的
な
解
釈
を
比
較
し
、
中
間
人
の
大
半
が

「
か
す
み
」
と
い
う
解
釈
を
と
ら
ず
、
「
花
」
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は

「
繁
務
な
春
の
景
色
」
と
い
う
解
釈
を
と
る
の
に
対
し
、
日
本
人
の

場
合
は
「
か
す
み
と
花
」
と
い
う
よ
う
に
、
例
外
は
あ
る
と
し
て
も

「
か
す
み
」
の
解
釈
を
と
る
の
が
常
遜
的
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

次
い
で
「
焼
」
の
語
義
を
押
さ
え
、
「
煙
」
を
含
む
語
句
を
検
討
し

つ
つ
、
ム
ハ
朝
か
ら
賭
代
に
か
け
て
の
「
燦
花
」
の
用
例
を
分
析
す
る

φ

さ
ら
に
中
腕
時
相
以
陣
、
華
や
か
な
「
慨
花
」
の
イ
メ
ー
ジ
、
が
、
春
を

傷
む
イ
メ
ー
ジ
へ
と
変
化
し
、
ま
た
季
節
も
替
に
限
定
さ
れ
る
こ
と

な
く
、
夏
、
秋
な
ど
に
も
歌
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る

ο

か
か
る
分
析
を
通
し
て
、
日
中
で
李
自
の
「
煙
花
」
に
対
す
る
語
釈

が
異
な
る
理
由
を
明
ち

h

か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
結
論
と
し
て
は
、

現
代
中
国
人
の
感
覚
に
近
い
、
「
花
が
咲
き
乱
れ
て
ぼ
う
っ
と
克
え

る
さ
ま
」
(
高
島
俊
男
明
中
間
前
典
詩
繋
花
8
』
九
八
頁
、
小
学
館
、

一
九
八
五
年
)
と
い
う
解
釈
を
支
持
し
て
い
る
。

向
嶋
論
文
は
、
六
斡
及
び
李
自
と
社
南
の
「
煙
花
」
の
用
例
を
分

析
し
た
上
で
、
「
樺
花
」
を
「
か
す
み
」
と
「
花
」
と
、
並
列
}
の
意

味
で
捉
え
つ
つ
、
ご
も
や
、
か
す
み
が
た
な
び
く
中
で
花
、
が
咲
き
迂

こ
る
様
子
」
と
解
釈
す
る
。
さ
ら
に
、
孟
浩
然
の
向
か
う
土
地
、
が

「
揚
州
」
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
李
'
日
の
用
い
る
「
嬢
花
」
は
、

揚
州
の
華
や
か
さ
を
暗
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

な
お
、
江
戸
の
釈
六
加
は
「
焔
花
ハ
タ
ダ
摺
ナ
リ
、
花
ハ
飾
字
ニ

テ
真
ノ
花
ニ
非
ズ
」
二
葛
原
詩
話
h

後
一
編
巻
三
)
と
述
べ
た
上
で
べ

本
詩
を
は
じ
め
、
多
数
の
例
を
挙
げ
な
が
ら
論
誌
を
試
み
て
い
る
。

ま
た
、
合
山
究
「
中
関
文
学
と
一
家
摺
」

(
S
R繊
の
国
h

東
方
警
路
、

段
、
五
ど
が
実
質
的
な
意
味
を
持
た
な
い
と
い
う

引
き
、
「
審
も
た
け
ゆ
く
こ
ろ
の
繁
期
に
け
ぷ
る
江

わ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

い

(

と

述

べ

、

学

9
0

し
こ
の
よ
う
に
、
先
行
研
究
で
は
「
煙
花
」
に
対
す
る
解
釈
は

ら
ず
、
各
見
解
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

も
や
、
あ
る
い
は
、
か
す
み
(
釈
六
如
・
合
山
)

花
が
咲
き
乱
れ
て
ぽ
う
っ
と
み
え
る
さ
ま
(
中
部
・
桜
田
)

も
や
、
か
す
み
が
た
な
び
く
中
で
花
が
咲
き
ほ
こ
る
麗
し
い

(45) 

A B C 本
一
橋
で
誌
名
設
を
再
検
討
す
る
こ
と
で
、
本
詩
の
「
嬢
花
」
を
ど

の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
が
妥
当
な
の
か
を
考
察
し
、
あ
わ
せ
て
こ
の

よ
う
に
解
釈
が
分
北
す
る
理
由
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

な
お
、
本
橋
で
誌
「
嬢
」
と
「
華
」
を
、
「
鍵
」
と
「
花
」
の
異

捧
字
と
み
な
し
、
以
下
こ
れ
ら
の
字
も
検
討
の
対
象
と
す
る
。
た
だ



し
、
「
煙
花
」
般
を
論
じ
る
場
合
、
こ
の
表
記
に
統
一
す
る
。
ま

た
「
煉
」
が
、
空
気
中
に
充
満
す
る
水
蒸
気
を
意
味
す
る
場
合
誌
、

便
宜
的
に
「
か
す
み
」
と
訓
じ
る
こ
と
と
す
る
。

釈
六
如
の
再
検
討

釈
六
如
の
説
か
ら
再
検
討
し
て
み
た
い
。
先
に
触
れ
た
よ

う
に
、
釈
六
如
は
「
矧
花
」
に
花
の
意
味
は
な
く
、
か
す
み
の
意
味

し
か
な
い
と
断
定
す
る
。
た
だ
、
そ
の
場
合
「
煤
花
」
は
「
期
処
ニ

ヨ
リ
結
ピ
合
セ
テ
人
娘
繁
華
/
様
子
ニ
モ
ナ
リ
、
又
機
寂
/
趣
ニ
モ

ナ
ル
」
と
、
詩
に
よ
っ
て
則
的
な
意
味
合
い
を
帯
び
る
と
も
指
携
し
て

い
る
。
や
か
な
都
会
の
イ
メ
ー
ジ
を
伴
う
も
の
と
し
て
は
、
李
白

:
」
、
及
び
娩
掛
川
の
篤
銭
「
送
人
遊
揚
」
(

の
「
人
を
愁
え
し
む
処
を
過
ぎ
尽
く
さ
ば
、

併

P
A
山
内
よ
〉
レ

主
主
υつ

f

f
♂
/

街
宋
、
江
遜

の

」
を
例
と
し
ゲ

)
を
踏
ま

と
い
う
っ
機
絞
の

離
を
設
す
例
と
し
て
は
、

の
つ
熔
花
山
際
に
議
/
¥

及
び
、

東
IL! 
F八

。〉

し
て
も

確
か
に
ひ
っ
そ
り
と
し
た
罰
則
棄
が
掛
か
れ
て
い
る
。
以
上
の
例
に
つ

い
て
、
釈
六
知
法
「
此
等
ハ
嵐
熔
ト
云
ニ
向
ジ
。
総
テ
風
景
ヲ
コ
メ

と
述
べ
、
「
爆
詑
い
が
嵐
E
R

一
較
老
揺
す
と
指
摘
す
る
。
続

が
、
か
す
み
老
指
す
例
と
し
て
、
娩
壊
の
躍
亀
蒙
「
翠

ハ
鎮
「
時
折
」
、
閥
的
お
矯
清
礎
「
疫
長
」
及
び
王
衡
「
遊
盤

を
引
く
が
、
名
詩
の
検
討
は
省
略
す
る
。
次
に
、
花
が

な
い
締
ね
ノ
の
字
で
あ
る
例
と
し
て
、
「
問
料
花
」
と
「
蒙

の
鰭
諜
「
橋
脚
料
精
収
ま
り

r

て
初
め
て
日
を

て
又
山
を
遮
る
(
関
郵
檎
収
初
完
日
、
風
花

出碧い
'- '-、て
の

(46) 



に
付
請
し
た
誌
が
花
の
よ
う
に
み
え
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
こ
と

は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
釈
六
如
は
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
「
花
」

を
「
飾
字
い
と
み
な
し
て
い
る
が
、
厳
営
に
い
え
ば
♂
仔
は
比
織

と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
の

こ
の
よ
う
に
釈
六
如
は
多
く
の
詩
な
例
示
し
な
が
ら
、
「
燃
花
ん

が
か
す
み
だ
け
を
意
味
し
て
い
る
と
結
論
づ
け
る
つ
「
熔
花
」
が
都

会
の
帯
や
か
さ
や
糊
寂
の
イ
メ

i
ジ
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
指
檎
は

妥
ー
で
あ
ろ
う
が
、
「
花
い
が
窓
昧
を
も
た
な
い
と
い
う
見
解
は
妥

当
で
は
な
か
ろ
う
の
花
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
こ
と
を
表
す
と
き
に

も
「

O
花
い
と
表
現
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に
詑
窓
し
て
お
く
。

ま
た
、
か
か
る
考
え
方
が
李
J

け
の
「
耀
花
」
に
つ
い
て
も
汚
て
は

ま
る
、
と
い
う
見
方
に
つ
い
て
も
疑
問
が
践
る
。
と
い
う
の
も
、
李

白
自
身
、
が
「
煙
花
」
を
ど
の
よ
う
に
詩
の
中
で
用
い
て
い
る
の
か
、

つ
ま
り
、
李
ん
け
の
「
焼
花
」
の
用
例
や
、
そ
の
語
感
な
ど
を
分
析
す

μ

重
要
で
あ
る
は
ず
だ
ろ
う
、
が
、
釈
六
如
は
「
熊
鶴
機
:
・
」

「
燃
花
」
に
つ
い
て
、
口
及
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
熔
花
」
を
検
討
し
て
み
た
い
や

ず
ハ
ゴ
」

j

ヘJ
ト
1
j

l
そ
勾
ノ

O

'7 -c 

李
自
の
詩
に
お
け
る
「
寵
」
と
「
花
」

の
検
討

次

「
紫
鶴
楼
・
:
」
以
外
の
、

一L

討
が
あ
る
。

お
け
る

「
壇
花
」
の
用
例
法

心

(

中

略

)

か

す

み

」

み
て
よ
い
」
と
述
べ
、
ま
た
後
者
に
つ
い
て

け
揺
の
煙
花
」
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
と
こ

す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
「
煙
花
」
に
は

と
「
培
な
」
と
い
う
本
来
の
意
味
を
保
持
し
な

ご
い
ま
つ
わ
る
華
麗
な
る
世
界
の
象
徴
と
な
っ
て

べ
て
い
る
。
桜
田
論
文
法
、
後
者
だ
け
を
と
り
あ
げ
‘

え
る
ま
さ
に
艶
麗
そ
の
も
の
の
景

と
っ
て
い
な
い
。

分
か
れ
て
い
る
の

、、
}一匂

「
こ
こ
で
い
う

'-/ 

震
寸
J

司
泣
吋
れ
ハ
Y

阪
wむ
中
レ
い

1
1
4
1
p
バ

ν比
引
な
イ

向
嶋
論
文
は
、

}い

つ
い
て
は
ア
」
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が
らそ

も
そ
も

の
解
釈
が



詩
句
構
造
の
捉
え
ガ
の
棺
違
が
一
国
と
な
っ
て
い
よ
う
。
「
A
も
や
、

あ
る
い
は
、
か
す
み
」
は
、
「
花
」
を
、
花
の
よ
う
な
形
状
を
意
味

す
る
接
尾
辞
と
み
な
し
た
解
釈
で
あ
る
。
一
方
、
「
8
花
が
咲
き
乱

れ
て
ぽ
う
っ
と
み
え
る

5
ま
」
は
、
「
煙
」
が
「
花
」
を
修
飾
し
て

い
る
と
み
な
し
、
「
熔
」
を
か
す
み
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
不
明
瞭

な
状
態
、
あ
る
い
は
多
く
の
花
が
二
関
に
広
が
っ
た
状
態
を
意
味
す

る
詩
句
と
し
て
解
釈
し
た
も
の
だ
。
ま
た
「
C
も
や
、
か
す
み
が
た

な
び
く
中
で
花
が
咲
き
ほ
こ
る
麗
し
い
春
景
」
は
、
「
煙
」
と
「
花
」

が
妓
列
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
前
提
で
ち
か
す
み
を
意
味
す
る

「
熔
」
が
「
花
」
を
修
飾
し
て
い
る
と
解
し
た
も
の
で
あ
る
。

李
白
の
用
い
た
「
煙
花
」
に
つ
い
て
改
め
て
見
箆
し
て
み
る
と
、

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
「
煉
花
笠
落
日
、
糸
管
醇
春
風
」
(
「
宮
中
行

楽
一
刻
」
)
は
、
対
句
に
な
っ
て
お
り
、
対
す
る
「
糸
管
」
が
弦
楽
器

と
管
楽
器
と
い
う
並
列
構
造
を
な
し
て
い
る
の
は
縫
か
だ
か
ら
、
こ

の
詩
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「
煙
い
と
「
花
」
が
殺
到
構
造
を
な
し
て

い
る
と
断
定
で
き
る
。
ま
た
、
「
健
」
に
つ
い
て
は
、
ぽ
う
っ
と
し

た

状

態

を

設

す

修

飾

語

で

は

な

く

、

ん

す

み

と

し

て

機

能
し
て
い
る
こ
と
も
袈
付
け
ら
れ
る
。

餅
来
添
作
錦
江
春
」
(
「
上
山

様
、
散
勾
と
な
っ
て
お
り
、

そ
こ
で
、
次
に
李
白

が
ど
の
よ

う
に
機
能
し
て
い
る
の
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。
な
お
、
調
査
に
は
、

花
房
英
樹
編
明
李
白
歌
詩
索
引
』
(
京
都
大
学
人
文
科
学
諦
究
所
、

一
九
五
七
年
)
を
用
い
た
。

「
煙
」
に
つ
い
て
向
索
引
法
「
煙
花
」
を
除
く
「
題
。
」
と
い
う

形
の
熟
語
を
一
二
例
挙
げ
て
い
る
(
「
摺
」
を
含
む
て
こ
の
う
ち
、

「
嬢
花
」
同
様
、
「
壊
」
が
犠
物
を
表
す
詩
句
と
結
び
つ
い
て
い
る
も

の
は
「
纏
草
」
「
湾
機
」
「
鑓
霧
」
の
一
一
一
議
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
詩
句

が
ど
の
よ
う
に
照
的
い
ら
れ
て
い
る
の
か
確
認
し
て
み
よ
う
。

膏
松
来
鼠
吹
古
道
警
松
印
刷
を
来
た
し
て
古
道
を
吹
き

慨
繍
葉
線
譲
花
を
飛
ば
し
て
情
事
を
覆
う

「
鳴
皐
歌
奉
鐙
従
翁
清
輝
五
産
山
鹿
」
平
一
埼
本
巻
七
)

梼
患
摺
草
の
若
く

態
乱
冬
饗
無
し

「
送
韓
準
義
政
孔
巣
父
還
山
い

(48) 

f J 

か'?!: ~ 
だと苧の

Tがや

一
)

な
っ
て
い
る
の
は

C
の
間
だ
け
で
あ
る
が
、

か
す
み
の
か
か

お
る
い
は
か
す
み
の
よ
う



の
前
?
と
解
釈
す
る
の
が
妥
ヴ
で
あ
る
の
②
③
の
例
は
散
匂
で
あ
る
、
が
も

匂
で
表
さ
れ
て
い
る
怠
昧
を
踏
ま
え
る
と
、
一
地
問
勾
の
構
造
が
特
定
で

き
そ
う
で
あ
る
。
②
は
お
一
な
い
思
い
や
る
気
持
ち
が
、
事
の
焼
く
様

子
に
倫
え
ら
れ
て
い
よ
う
。
従
っ
て
「
畑
」
は
、
か
す
み
、
あ
る
い

は
事
の
多
い
状
態
を
滋
味
す
る
修
飾
語
と
考
え
ら
れ
る
。
③
の
例
は
、

「
矧
約
十
」
の
述
~
品
川
が
「
緑
」
だ
か
ら
、
②
と
同
じ
と
考
え
ら
れ
そ
う
だ
c

た
だ
コ
川
湘
」
が
川
名
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
か
す
み
が
か
か
っ
た
状

態
を
怠
味
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

背
離
賜
城
技
矧
樹
青
韓
協
鰯
と
し
て
矧
樹
に
絞
り

白
鶴
処
処
聴
取
沙
堤
れ
鶴
処
処
沙
堤
に
環
ま
る

(
「
和
ぃ
蹴
侍
御
通
塘
曲
」

γ

十
ム
埼
本
巻
八
)

こ
こ
で
の
「
熔
樹
」
は
対
句
の
中
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
対
応
す

る
「
沙
堤
」
、
が
「
沙
の
堤
防
」
を
意
味
す
る
の
は
確
か
だ
か
ら
、
対

す
る
「
糊
樹
」
に
つ
い
て
も
、
「
焔
」
を
修
飾
語
と
み
な
す
こ
と
が

妥
ー
で
あ
る
の
ま
た
本
詩
の
関
践
に
み
え
る
「
者
は
誇
る
通
塘
好

く
、
通
塘
の
耶
混
じ
勝
る
を
。
通
場
何
れ
の
処
に
か
寄
ら
ん
、
遠

く
尋
問
の
簡
に
疾
り
(
者
誇
通
域
好
、
通
域
務
部
議
。
通
場
長
向
述
、

遠
ん
仕
尋
問
問
問
ご
と
い
う
記
述
に
よ
れ
ば
、

す
る
地
名
だ
と
わ
か
る
か
ら
、
「
広
が
つ

み
の
か
か
っ
た
樹
」
と
解
釈
す
る

ん

と
い
う
よ
り
も

で
あ
ろ
う
ョ

ん
と
欲
す
る
時

¥ノ

の
地
辺
で
遊
ん
だ
と
き
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、

川
の
際
、
秋
水
余
地
に
務
つ

あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、

で

まは

以
上
の
よ
う
に

甲

、ー，

斗
点
、

な
ど
の
よ
う
に
、
事
の
拡
が

っ
た
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
か
す
み
と
い
う

つ
鵠
向
の
高
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

に
つ
い
て
は
、
叶
煙
花
」
を
除
く
「

O
花
」
と
い
う

J

桝
、
「

O
翠
」
が
一
七
例
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
「
煙

連
す
る
語
、
が
修
飾
語
に
な
っ
て
い
る
「
雪

一
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

燕
山
一
警
花
大
な
る
こ
と
席
の
始
〈

片
片
吹
き
務
つ
軒
鞍
台

(
①
「
北
嵐
行
」
王
靖
本
巻
一
一
一
)

は
警
そ
の
も
の
を
指
し
、
「
花
」
は
雪
の
舞

る
。
つ
ま
り
、
「
花
」
は
「
零
」
の
暗
稔
と

「
風
花
」
「
髪
懇
花
」
と
関
門
じ
動
き
を
し

(49) 

し
散

な
っ
て
お
り
、
党



て

い

る

こ

と

が

わ

か

る

。

比

鳴

と

し

て

の

「

花

」

つ

つ
も
、
ぷ
ご
そ
の
も
の
を
携
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
「
A
も
や
、

あ
る
い
は
、
か
す
み
」
の
解
釈
の
芳
誌
と
な
り
得
ょ
う
。
無
論
、
「
雪

花
」
が
、
白
い
花
を
意
味
す
る
例
と
し
て
、
「
柳
家
煙
葉
を
含
み
、

ぶ
(
柳
翠
合
熔
菜
、
栴
芳
帯
雪
花
)
」
(
初
薦
、
高

林
亭
」
『
ム
京
協
同
諮
』
巻
七
二
)
を
挙
げ
る
こ
と
も

の
場
合
は
「
北
風
行
」
以
外
の
例
に
つ
い
て
も
、

在

時

現

安

寵

μ

し

但

J
A
n
H
/

合
制
，
，
n
g
d
u汁
J
'
J
ム
ピ

p
l

で
き
る
が
、

2
4
h
X
L記
長

r
1
4
2
d
d
u
p
-
メ
市
立
オ
リ

片
片
吹
務
務
腕
喬(② 

頭
立
汁
沿
い
タ
へ
謀
、
川
以

斗

U
H
i
'
S
2
3
3
1
4
2
イ
1
J

R
U
F
2桐判長

戸
/
ヤ
、

J
q
h
n
nド

1'

地
J

け
鼠
色
'
娘
、

む
守
十
じ
日
¥nHH-Mi

d
-
f
jノ
'
骨
川
ハ

1
j

j4 
i次
主中
¥._ 

落
t: J 

て数
存千
j頭点
脅
る

地
は
れ
く
し

大
な
る
こ
と
予
の
如
し

「
噺
主
際
陽
一
小
持
飲
稀
」

Hj今
、

民

叶

し

ろ

ま

i
H
H
Hド
、

n

s

J

d

n

e

i

s

L

P

'

り
幸I~

の
墜
つ
る
安

(
⑤
「
清
平
楽
一
一
〈
英
一
ニ
〉
王
埼
本
巻
一
一
一

C
)

と
い
う
よ
う
に
、
「
花
」
の
よ
う
な

4
5
を
意
味
し
て
い
る
。
つ

ま
り
¥
ぷ
菊
花
」
に
つ
い
て
は
、
李
自
は
「
花
」
を
「
雪
」
の
形
態

を
表
す
語
句
と
し
て
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
会
二
力
、
「
雨
花
」
は

次
、
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

沼
市
漫
と
し
て
南
花
落
ち

噂
噌
と
し
て
天
楽
鳴
る

(
「
登
瓦
宮
関
」
王
埼
本
巻
二
…
)

に
み
え
る
「
瓦
宮
間
」
は
、
高
京
の
爵
に
位
置
し
て
い
た
寺

院
の
名
称
っ
主
埼
は
『
拘
弥
陀
経
』
の
「
彼
の
仏
国
土
は
、
常
に
一
大

楽
を
作
す
《
日
常
設
六
時
、
天
の
蔓
茶
羅
花
を
雨
ら
す
」
を
踏
ま
え
、

「
南
花
と
は
、
諸
天
の
空
中
に
花
を
散
じ
て
洪
養
す
る
も
の
な
り
。

一
太
従
り
下
る
が
宕
し
♂
故
一
に
雨
花
と
日
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

の
い
う
よ
う
に
「
雨
花
」
が
、
慈
雨
の
よ
う
に
脅
か
ら
舞
い
落

る
の
で
あ
れ
ば
、
「
雨
花
」
を
修
飾
構
造
と
解
す

噂
噌
天
袋
鳴

(50) 

ちる
こ
と
が
で
き
る
~

ま
た
、

な
す
も
の
で
は
な
い
が
、
次
に
挙
げ
る
例
は

ょ
う
内



「
州
問
花
江
熱
」
は
、
的
持
の
張
事

じ

)

に

み

え

る

フ

，

雅

の

来

る

は

て

般

の
中
は
花
む
(
:
将
μ

来
何
濯
、
可
熱
眠
中
花
ご
(
訓
読
は
入
谷
仙
介

吋
十
日
付
選
h

，
じ
九
討
、
朝
日
新
開
社
、

8

九
六
六
年
に
よ
る
)
を

踏
ま
え
た
こ
と
ば
で
、
桝
に
酔
っ
て
限
、
が
か
す
ん
だ
伐
常
を
「
花
い

で
炎
し
て
い
る
。
出
ベ
故
一
夫
現
で
は
あ
る
が
、
苧
ノ
け
が
か
す
ん
だ
状
態

を
表
現
す
る
際
に
「
花
」
を
矧
い
て
い
る
の
は
興
味
深
い
の

こ
の
よ
う
に
、
「
花
」
に
つ
い
て
は
「
雨
花
い
の
よ
う
に
修
飾
構

造
と
解
し
得
る
も
の
が
あ
る
.
方
で
、
「
考
花
い
の
よ
う
に
、
花
そ

ωも
の
を
怠
昧
し
な
い
、
形
状
を
束
、
す
、
つ
ま
り
比
織
と
し

す
る
刑
法
が
椛
認
さ
れ
る

a

同
時
に
、
「
駿
花
い

日
間
様
、
ぼ
ん
や
り
と
し

イ
ヘ
ー
ご
う

f

仏
h

べ↓

1
p‘
3

、

h
E
i
r
i
-
-

伺

jhv
も
約
十
人
一
d
n
J
/
h
i
i

を、

の
よ
う
に

こ
と
が
犠
認

「
A
も
や
、

あ
る
い

「
日
花
が
咲

ミ
円

'
A

J

j

1

v

 

J
l
w

パ
ヴ
グ
」

き
乱
れ
一
う
っ
と
み
え
る

:。J
1

治
主
れ
'
も
〕
P
3
1
k

こ
φ

#

J

一j

、

l
i
J人
自
別
手
ん

!
3
4
{

才

丈

♂

ゼ

ノ

で
花
、
が
咲
き
ほ
こ
る
麗
し
い
お

見
な
し
た
ト
点
で
搾
飾
構
造
と
し
て
よ
み
と
る
こ
と
が
で
き

出

し

得

な

か

っ

た

が

、

「

細

川

樹

」

メ
'
「
戸
ゐ
パ
ヲ

，っJ
P

7

，，“

ぷ
ん
ヴ
ハ
ザ
シ
ヘ

「
C
も
や
、

か
す
み
が
た

と
い

そ
の
も
の

山

γ
な
く
と
も

巻

と
は
断
定
で
き
る
号

ー

)

y
k
y
、

て

て
う
た
わ
れ
た

の
よ
う
に
歌
っ
て
い
る
の
か

っ
て
み
た
い
っ

李
白
の
詩
お
け
る
「
揚
州
い
の
検
討

(51) 

れ

i
f
、
!
?

百
カ
，
れ
い
い
ん
タ

で
凌
郎
に
流
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

返
り
、
そ
の
思
い
を
記
し
た
八
四
勝
廿
か

る
窃
こ
の
詩
の
中
段
ど
に
あ
た

の
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
る
。

一
…
一
峡
の
流
れ
を
横
う

此
の
中
に
来
た
り

て
揚
州
を
過
ぐ



臓
然
数
我
愁
瞭
然
と
し
て
我
が
愁
い
を
散
ず

こ
の
簡
所
は
峨
嵐
山
の
一
雪
解
け
水
を
扱
み
つ
つ
、
一
一
…
峡
を
通
り
都

州
を
経
由
し
て
揚
州
に
到
る
ま
で
の
長
江
の
流
れ
を
描
写
し
た
も
の

で
あ
る
。
「
万
刺
」
は
、
主
鴻
が
「
楚
は
大
船
を
以
て
鯛
と
臼
う
」

(
『
広
韻
b

)

と
援
を
し
て
い
る
よ
う
に
大
型
船
を
指
す
っ
ま
た
同
法

が
引
用
す
る
、
際
瀞
司
入
窃
記
』
巻
問
で
は
、

一
企
郡
州
、
泊
税
務
亭
、
資
船
客
航
、
本
一
可
勝
計
。
街
尾
不
絶
者

数
車
、
白
京
口
以
溜
ち
皆
不
及
。
李
太
白
婚
一
社
一
愛
章
太
守
詩
白
、

万
桝
此
中
来
、
連
帆
過
揚
州
。
蓋
此
地
自
蔵
為
衝
要
之
地
。

都
州
に
奈
し
り
、
税
務
亭
に
治
し
、
翼
船
客
紡
、
計
る
に
勝
う
べ

か
ら
ず
の
箆
を
街
み
て
絶
え
ざ
る
者
数
盟
、
京
口
よ
り
以
西
、
普

及
ば
ず
々
李
太
白
の
「
贈
江
夏
章
太
守
」
詩
に
日
く
、
「
万
荊

此
の
中
に
来
た
り
、
帆
を
連
ね
て
揚
州
を
過
ぐ
い
と
。
慈
し
此
の

地
騎
よ
り
衝
嬰
の
地
為
ら
ん
っ

と
、
都
州
の
繁
華
な
様
子
が
掛
か
れ
、
五
九
聯
日
が
引
用
さ
れ
て
い

る
の
李
J

け
は
こ
の
詩
で
「
揚
州
」
の
綴
や
か
で
華
や
か
な
僚
子
を
菌

被
う
た
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
大
船
か
ら
な
る
荷
船
問
を
通

し
て
、
揚
州
に
寓
が
も
た
ち
さ
れ
る
こ
と
を
間
接
的
に
表
現
し
て
い

る
と
一
一
一
行
え
よ
う
の
さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
商
船
団
が
揚
州
に
下
っ
て
い

く

の

を

み

て

、

な

っ

て

愁

い

が

消

え

た

と

述

べ

て

い
七
地
と
し
て
拷
州
を

い
る
こ
と
か
ら
、
物
資
豊
か
な
、

眺
め
て
い
た
と
患
わ
れ
る
。

四

李
白
以
前
の
「
煙
花
」
の
検
討

こ
こ
で
は
、
中
国
詩
史
の
上
で
「
黄
鶴
楼
:
・
」
に
お
け
る
「
煙
花
」

の
意
味
を
検
討
す
る
た
め
に
、
李
白
以
前
の
詩
人
た
ち
が
、
ど
の
よ

う
に
「
煙
花
」
を
用
い
て
い
た
の
か
を
概
観
し
て
み
た
い
。
向
柏
崎
論

文
に
は
、
鹿
代
以
前
の
詩
に
お
け
る
「
煙
花
」
の
用
例
と
し
て
、
次

の
一
一
一
首
が
示
さ
れ
て
い
る
a

相
望
早
春
日

煙
花
雑
如
霧

早
春
の
自

煙
花
雑
じ
り
て
霧
の
如
し

(
①
向
右
「
芳
樹
」
『
謝
宣
城
集
校
一
任
』

年
芳
禁
禦
を
被
い

壊
輩
曾
曲
を
繰
る

(
②
斉
、
沈
約
「
傷
審
」
『
初
学
記
』

①
は
、
向
嶋
論
文
一
が
「
「
機
」
と
「
襲
」
、
が
雑
じ
り
あ
っ
ザ

う
だ
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
「
懲
」
と
「
築
」
は
、
も
う
紛
れ

、
か
す
み
'
一
と
「
は
な
」
で
あ
る
に
違
い
な
い
」
と

ぬ
と
み
な
し
得
る
例
で
あ
る
の
②
は
対
句
に

が
の
華
や
か
さ
の
ま
た
は
脊
の
花
」

九
七
四
年
、
沈
約

は
明
ら
か
だ
か
ら
、

(52) 

年
芳
被
禁
繁

の
よ

も
な
く

い
う
よ
h
?
に、

な
っ
て
お
り
、



も
、
か
す
み
の
か
か
っ
た
花
、
あ
る
い
は
か
す
み
の
よ
う

に
二
期
に
広
が
る
多
く
の
花
々
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、

②
に
つ
い
て
は
、
「
禁
鍍
い
が
い
栄
闘
の
関
い
を
意
味
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
務
の
到
来
し
た
禁
闘
の
華
や
か
さ
を
彩
る
も
の
と
し
て
「
伸
一

葉
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
し
て
お
き
た
い
の

成
約
'm
い
フ
ヰ
寸
「
汗
士
一
兆
訴
の
と
3

必
マ
こ
「
訂
占
有

LT'

d
イ
官
い
9
7ノ

n
H
M
m
-
+市
中

イ

イ

制

H

4

7

/

日

付

lyMmup+払
J
t
J

(
③
斉
、
王
融
「
郡
山
高
」
明

③
の
「
焼
叢
」
は
、
原
文
で
は
「
慨
霞
」
に
作
っ
て
い
る
の
で
、
参

考
と
し
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
の
聯
は
対
句
に
な
っ
て
お
り
、

「
煙
班
十
」
に
対
応
す
る
「
欝
芳
」
が
議
(
日
香
車
の
名
)
の
芳
喬
を

意
味
し
、
修
飾
構
造
と
な
っ
て
い
る
の
が
明
ら
か
だ
か
ら
、
か
す
み

の
か
か
っ
た
花
、
あ
る
い
は
、
多
く
の
花
々
と
解
釈
で
き
る
も
の
で

あ
る
。続

代
以
降
学
ん
け
ま
で
の
例
に
つ
い
て
、
(
故
宮
紫
、
泉
古

典
文
献
全
文
検
索
資
料
康
に
よ
る
)
を
検
索
す
る
と
、
初
時
間
の
詩
人

に
よ
る
次
の
六
例
が
確
か
め
ら
れ
る
。

内
池
類
能
潟
水
内
池
は
壌
水
に
類
し

軽
翰
染
煙
輩
軽
翰
は
煙
撃
に
染
ま
る

(
①
楊
師
道
「
詠
硯
」

人
に
騒
い
て
古
く

1I!1 

煙

花

寄

湾

臨

地

花

額

を

寄

せ

(
②
張
九
齢
「
故
別
部
李
尚
喜
荊
ハ
合
山
集
会
」
巻
四
八
)

鷺
山
川
の
道

可

理
花

(
③
劉
希
爽
「
帰
山
」
巻
八

燦

花

飛

御

道

壊

花

御

道

に

飛

び

経

締

照

箆

明

羅

締

箆

明

を

照

ら

す

(
③
線
子
昂
「
平
J

長
史
山
池
三
日
曲
水
宴
」
一
巻
八
四
)

日

月

議

郷

思

日

月

郷

思

に

漁

り

燦

花

換

客

愁

樺

花

客

愁

に

換

る

(
⑤
沈
佳
期
「
従
様
相
擁
宅
移
住
山
間
水
亭
贈
蘇
使
者
」
巻
九
七
)

纏

花

慌

献

賦

煙

花

憧

に

斌

を

献

じ
あ

泉
石
毎
称
一
鰭
泉
石
毎
に
惨
を
称
ぐ

(
@
沈
住
期
「
答
魁
魅
代
審
物
可
家
人
」
巻
九
七
)

①
は
磁
を
と
り
あ
げ
た
一
詠
物
詩
で
、
墨
汁
を
「
煙
華
」
に
喰
え
た

従
来
に
は
な
い
例
で
あ
る
。
「
煙
華
」
に
対
す
る
「
霊
水
」
は
磁
を

喰
え
た
も
の
。
「
霊
水
」
は
天
子
の
大
学
、
辞
棄
を
取
り
囲
む
池
を

指
す

G

従
っ
て
、
こ
の
詩
の
「
纏
華
」
は
修
飾
構
造
と
み
な
し
得
る
。

舎
は
山
で
の
潜
宴
を
う
た
っ
た
も
の
。
①
同
様
、
こ
の
聯
も
対
句

と
な
っ
て
お
ち
「
壊
花
」
に
対
す
る
「
苔
石
」
が
、
苔
の
む
し
た
石

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
だ
か
ら
、
修
飾
構
造
と
み
な
し
得
る
。

件一品

、‘-〆
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③
は
帰
憶
を
う
た
っ
た
も
の
で
あ
る
つ
こ
の
聯
は
散
勾
で
あ
っ
て
、

匂
の
構
造
を
特
定
す
る
の
が
難
し
い
。
磁
文
筆
は
「
煙
花
」
に

「
抱
一
照
的
審
花
」
(
司
劉
希
夷
詩
一
詑
』
一
一

O
真
、
上
海
古
籍
出
版
社
、

一
九
九
七
年
)
と
け
託
す
る
が
、
修
飾
構
造
あ
る
い
は
波
列
構
造
と
み

な
し
て
も
意
味
が
通
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
述
一
語
が

「
諾
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
か
す
み
の
か
か
っ
た
花
々
、
あ
る
い
は

多
く
の
花
が
咲
き
乱
れ
て
い
る
さ
ま
、
と
み
な
す
の
が
穏
当
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
②
③
は
山
型
の
春
景
を
描
写
す
る
も
の
と
し
て
、
「
摺

花
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
こ
う
。
と
り
わ
け
③

か
ら
は
、
山
に
穏
遁
す
る
こ
と
を
う
た
っ
た
詩
で
照
い
ら
れ
て
い
る

だ
け
に
、
「
熔
花
」
と
隠
者
と
の
結
び
つ
き
が
強
く
な
っ
て
い
る
こ

と
が
舵
認
で
き
る
の

④
は
出
水
の
裳
を
う
た
っ
た
も
の
で
、
三
月
三
日
の
春
景
色
を
描

写
す
る
際
に
「
鰭
花
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
つ
引
用
筒

所
は
制
約
旬
に
な
っ
て
お
り
、
「
熔
花
」
に
対
す
る
「
縦
続
」
は
、
う

す
ぎ
ぬ
と
あ
や
ぎ
ぬ
を
指
し
、
経
列
構
造
と
な
っ
て
い
る
つ
こ
こ
で

は
、
こ
の
よ
う
な
高
価
な
搬
を
'
持
仁
着
け
た
、
寝
席
の
参
列
斉
を
暗

示
し
て
い
よ
う
っ
「
箆
明
」
に
つ
い
て
、
影
藤
生
が
「
指
琵
明
治
、

故
枇
在
今
限
内
向
安
心
巾
尚
南
」
(
時
的
問
子
昂
詩
一
日
』
七
九
一
員
、
四
川
人

民
出
版
社
、
一
九
八
一
年
)
と
詑
を
し
て
い
る
よ
う
に
、
恐
ら
く
こ

の
詩
は
都
近
郊
で
う
た
わ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
っ
従
っ
て

子
長
史
の
山
池
か
ら
都
に
い
た
る
「
御
道
」
を
飛
来
す
る
、
か
す
み

と
花
、
あ
る
い
は
都
近
郊
の
春
景
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑤
の
詩
題
に
み
え
る
「
築
州
」
は
、
沈
詮
期
が
流
さ
れ
た
土
地
で
、

現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
ピ
ン
市
に
位
鐙
し
た
南
方
の
辺
境
地
で
あ
る
。
こ

の
聯
も
対
句
に
な
っ
て
お
り
、
「
門
口
丹
」
が
並
列
構
造
を
な
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
対
す
る
「
壊
花
」
も
、
か
す
み
と
花
の
並
列
と
な
っ

て
い
る
と
み
な
し
得
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
泣
「
日
月
」
が
文
字
通
り

太
陽
と
丹
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
両
者
、
が
象
徴
す
る
「
時

間
」
を
意
味
す
る
の
は
明
ら
か
だ
か
ら
、
「
煙
花
」
に
つ
い
て
も
、

語
句
構
造
自
体
は
放
列
と
み
な
し
得
る
が
、
春
景
色
一
一
般
を
意
味
し

て
い
る
と
考
え
ら
、
れ
る
今
な
お
こ
の
詩
で
、
沈
金
期
が
「
煙
花
」
を

自
に
し
て
、
ま
す
ま
す
旅
人
と
し
て
の
愁
い
を
募
ち
せ
て
い
る
の
は
、

「

傑

花

」

せ

る

意

味

合

い

を

も

っ

て

い

る

か

ら

で

あ

久
て
つ
つ

つ
い
て
、
魁
魅
に
自
身
の
影
が

答
え
る
と
い
う
形
式
の
、
一
路
変
わ
っ
た
問
答
体
の
誇
で
あ
る
つ
引

用
し
た
聯
は
、
都
で
活
一
し
て
い
た
頃
を
患
い
描
い
た
部
分
で
あ
る
の

務
も
対
句
に
な
っ
て
お
号
、
「
煙
花
」
に
対
す
る
「
泉
石
」
は
、

石
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
「
理

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

φ

た

こ
の

ひ
と

十
A
W

い
も
ま
た

だ、
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指
山
水
佐
佐
」
(
司
沈
伶
期
詩
集
校
註
b

二
ハ
の
賞
、
中
州

古
籍
出
版
社
、
帽
九
九
一
年
)
と
花
を
す
る
よ
う
に
、
⑤
の
例
同
様
、

「
燃
花
」
が
春
の
景
色
$
'
械
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
「
雨
水
石
」
が

山
水
の
景
勝
地
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
よ
う
。

沈
伶
期
に
と
っ
て
、
「
慨
花
」
は
都
の
華
や
か
な
春
を
連
想
さ
せ

る
も
の
で
あ
る
と
限
時
に
、
都
と
の
隔
た
り
が
自
党
さ
れ
る
も
の
だ

っ
た
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
左
選
先
の
鱗
州
で
自
に
し
た

「
熔
花
」
を
み
て
、
旅
人
と
し
て
の
愁
い
が
一
一
贈
っ
の
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
の
「
様
花
」
が
、
あ
る
場
所
と
あ
る
場
所
と
が
縞
た
っ

て
い
る
こ
と
を
象
徴
す
る
の
は
、
合
山
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

「
悶
絶
感
や
離
別
感
を
起
こ
さ
せ
る
も
の
」
も
の
と
し
て
、
「
摺
波
」

「
皆
同
山
川
」
「
矧
水
」
な
ど
と
い
っ
た
諮
旬
、
が
用
い
ら
れ
る
の
と
向
じ
く
、

か
す
み
を
意
味
す
る
「
慨
」
を
含
ん
で
い
る
か
ら
だ
(
「
中
関
文
学

と
繁
嫡
」
『
禁
焔
の
一
国
b

一
五
回
一
興
て
ま
た
、
都
の
華
や
か
さ
を
想

起
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
「
品
化
」
が
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ

と
は
、
こ
れ
ら
の
例
か
ら
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
六
朝
か
ら
李
白
以
前
の
蔚
代
の
用
例
を
検
討
し
て

み
る
と
、
「
煙
。
花
」
は
並
列
構
造
、
あ
る
い
は
修
飾
構
造
と
な
っ
て

お
り
、
か
す
み
と
花
、
あ
る
い
は
か
す
み
の
か
か
っ
た
花
と
い
う
意

味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
た
だ
、
初
出
明
以
降
誌
、
こ

う
し
た
詩
句
構
造
を
持
ち
な
が
ら
も
、
春
景
色
を
象
徴
す
る
も
の
と

し
て
、
山
悶
単
一
の
存
、
あ
る
い
法
華
や
か
な
都
会
の
春
を
意
味
す
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
え
る

2

ま
た
劉
希
夷
の
例
か
ら
、
問
問
者
の
住
ま

う
場
所
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
さ
ら
に
煉
子
昂
、
沈
俊
期
の
例

か
ら
は
、
都
の
存
そ
の
も
の
を
、
あ
る
い
は
都
の
春
を
想
起
さ
せ
る

も
の
と
し
て
「
慨
花
い
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
。

山
県
の
容
を
う
た
う
も
の
と
し
て
の
「
熔
花
」
は
、
釈
六
如
が
儲

殺
の
越
を
幣
び
た
例
と
し
て
挙
げ
た
、
社
荷
「
一
位
江
送
客
」
や
一
遜
進

「
指
一
晴
氏
門
寺
間
」
な
ど
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
っ
一
方
、

沈
倹
期
の
、
都
を
想
起
さ
せ
る
「
燦
花
い
は
、
例
え
ば
劉
長
卿
の

「
旅
次
丹
崎
郡
、
過
康
侍
御
省
…
慰
刀
口
募
、
兼
別
山
今
単
父
」
の
冒
頭
に
、

次
の
よ
う
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
よ
う
だ

9

客
心
幕
千
悶
叫
ん
グ
客
心
千
患
に
暮
れ

凶
首
懲
花
繁
首
を
組
ら
せ
ば
煙
花
繁
た
り

楚

水

渡

帰

夢

楚

水

帰

夢

に

渡

り

春

江

逮

故

爵

春

江

故

留

に

連

な

る

壌

入

懐

上

国

壌

入

上

国

を

懐

い

騒
い
鶏
窺
中
原
議
虜
中
原
を
窺
う

こ
れ
は
、
丹
揚
(
江
蘇
省
鎮
江
市
)
に
お
け
る
旅
中
の
詩
で
あ
る

が
、
「
時
相
場
窺
中
原
」
と
い
う
よ
う
に
、
安
史
の
乱
の
た
め
に
都
に

滞
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
で
う
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。
儲
仲
君
、
が

「
こ
の
一
審
真
っ
盛
り
の
時
節
に
あ
た
り
、
一
一
層
望
郷
の
念
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が
増
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
(
二
匂
意
誘
時
嘗
盛
春
市
益
増
郷

患
)
」
(
司
劉
長
郷
詩
編
年
議
注
』
九
八
百
民
、
中
華
警
局
、
一
九
九
六

年
)
と
注
を
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
煙
花
」
が
都
の
華
や
か
な
春
を

連
想
さ
せ
、
ま
た
都
と
離
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
さ
せ
る
も
の
と
し

て
機
能
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

李
白
の
「
煙
花
」
に
つ
い
て
、
以
上
に
検
討
し
て
き
た
中
国
詩
史

の
系
譜
の
上
に
お
い
て
考
え
て
み
る
と
、
「
宮
中
行
楽
詞
」
「
上
自
信
一
西

巡
臨
京
歌
」
の
二
例
に
つ
い
て
は
、
陳
子
間
印
、
沈
住
期
を
引
き
継
い

で
い
る
と
み
な
し
得
る

Q

ま
た
「
積
一
鶴
楼
・
:
」
に
つ
い
て
は
、
揚
州

は
都
で
は
な
い
に
し
て
も
、
江
南
に
お
け
る
経
済
の
発
展
し
た
華
や

か
な
都
市
と
し
て
、
李
白
が
認
識
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
だ
か
ら
、

そ
の
揚
州
を
、
都
長
安
に
も
匹
敵
す
る
よ
う
な
、

し
て
描
く
た
め
に
「
鑓
花
」
と
い

然
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
つ

々
し
い
場
所
と

で
表
し
た
-
と
し
て
も
不
自

ま
と
め

「
椅
ハ
鱗
機
;
・
」
の
「
熔
花
い
が
大
き
く
つ
の
解
釈
に
わ
か
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
が
通
行
し
て
い
る
寝
間
と
し
て
は
、
起
句
と
「
埋

花
」
を
含
む
ヴ
ポ
匂
が
散
勾
の
関
係
に
な
っ
て
お
り
、
語
句
の
構
造
が

特
定
し
に
く
い
だ
け
に
、
解
釈
に
揺
れ
が
生
じ
や
す
い
こ
と
が
挙
げ

ら

れ

る

の

ま

た

、

初

勝

期

に

の

象

徴

と

い

が
援
立
さ
れ
た
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

李
自
の
「
煙
」
「
花
」
に
対
す
る
語
惑
に
基
づ
け
ば
、
「
黄
鶴
撲
・
:
」

の
「
煙
花
」
は
、

A
B
C
い
ず
れ
の
解
釈
も
可
能
で
あ
る
と
一
一
一
一
口
え
そ

う
だ
っ
し
か
し
、
李
白
が
揚
州
に
対
し
華
や
か
な
街
と
い
う
意
識
を

も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
ま
た
本
詩
、
が
沈
約
や
際
子
昂
、
沈
佳
期

の
系
譜
に
連
な
る
と
判
断
す
る
な
ら
ば
、
か
す
み
と
花
々
、
あ
る
い

は
、
か
す
み
の
か
か
っ
た
花
の
咲
き
誇
る
華
や
か
な
春
の
景
色
を
表

し
て
い
る
と
み
な
す
の
が
穏
当
だ
と
患
わ
れ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、

こ
の
詩
を
こ
の
よ
う
に
よ
む
こ
と
が
最
も
魅
力
的
な
よ
み
を
引
き
出

す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
争
「
A
も
や
、
あ
る
い
は
、
か
す
み
」
の

よ
う
に
解
釈
す
る
と
、
孟
活
然
と
李
白
と
の
距
離
の
縞
た
り
を
よ
み

取
る
こ
と
は
で
き
る
け
れ
ど
も
、
一
千
叫
措
然
、
が
こ
れ
か
ら
向
か
お
う
と

す
る
、
春
の
揚
併
の
華
や
か
さ
を
よ
み
と
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

て
し
ま
う
。
一
方
、
「
B
花
が
咲
き
乱
れ
て
ぼ
う
っ
と
み
え
る
さ
ま
」

の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
、
花
の
多
さ
が
強
調
さ
れ
る
だ
け
に
、
二
人

の
距
離
の
橋
た
り
を
暗
示
す
る
、
べ

i
ル
と
し
て
の
「
か
す
み
」
の

い
が
、
や
や
薄
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
つ

い
う
よ
う
に
、
こ
の
詩
が
「
一
面
の
花
と
震
と
に

揚
州
と
い
う
繁
華
な
都
へ
と
下
っ
て
い
く
と
い

'mm
匂
の
寂
撃
を
一
層
大
き
く
膨
ら
ま
せ
て

平
凡
社
、
九
八
八
年
)

(56) 

包
ま
れ

い
」
(



る
の
だ
と
す
れ
ば
、

A

R
の
解
釈
で
は
、
李
白
の
孟
措
然
に
対
す
る

「
寂
審
」
の
念
が
希
薄
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

基
づ
く
と
こ
ろ
が
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
い
ず
れ
の
解
釈
も
認
め

る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
た
だ
、
解
釈
の
選
択
肢
が
後
数
に
亙
る
場
合

は
、
よ
り
魅
力
的
な
よ
み
に
つ
な
が
る
解
釈
を
と
る
こ
と
こ
そ
が
、

詩
を
よ
む
と
い
う
行
為
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
旅
丘
つ
者
が

向
か
う
場
所
に
繋
や
か
さ
を
彩
る
「
花
」
、
旅
立
つ
も
も
の
と
の
空
間

的
な
隔
た
り
を
象
徴
す
る
「
慨
」

i

i
こ
れ
ら
か
ら
喚
起
さ
れ

昧
を
よ
み
と
る
こ
と
で
、
判
例
れ
の
詩
と
し
て
の
本
詩
の
魅
力
は

増
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。

!議

(57) 

注
(
l
)
以

下

、

李

自

の

詩

の

引

用

は

、

王

埼

注

(

中

華

審

局
、
…
九
七
七
年
)
に
よ
る
(
以
下
、
王
埼
本
と
略
称
)
。
「
黄
鶴
機

:
」
に
つ
い
て
は
、
王
靖
本
で
は
「
組
制
空
」
を
「
籍
出
」
に
作
る
が
、

「
暫
定
」
に
作
る
の
が
二
縦
約
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず

句
腐
詩
一
一
一
荏
麓
』
に
よ
っ
た
。

(
2
)
~「
風
姻
」
が
風
景
を
指
す
例
、
が
一
市
さ
れ
て
い
な
い
が
、

自
異
賞
多
し
、
風
情
に
奇
状
有
り
(
耳
目
多
聞
は

状
)
」
(
慮
照
都
「
奉
鑓
議
州
室
長
安
発
鍾
跨
釈
」

四
一
)
が
そ
の
例
に
該
当
し
よ
う
。

問
問
え
ば
「
耳

嵐
地
有
奇

『
全
唐
詩
』
巻

(
北
海
道
教
青
大
学
旭
川
校
)


