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『
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下
』
注
釈
（
一
）
山
居
三
十
首

　

本
稿
は
『
卜
居
集
巻
之
下
』
注
釈
を
継
い
で
、
下
巻
の
冒
頭
か
ら
約
半
分
を

占
め
る
「
山
居
三
十
首
」
に
注
釈
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
上
巻
に
収
め
ら
れ

た
「
山
荘
十
首
」
は
、
方
秋
厓
や
楊
誠
齋
作
品
な
ど
の
同
題
の
五
言
律
詩
連
作

を
祖
述
し
た
習
作
的
作
品
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
「
山
居
三
十
首
」
は
、
五
言
律

詩
で
は
な
く
制
作
が
よ
り
困
難
な
七
言
律
詩
で
、
し
か
も
三
十
首
と
い
う
長
い

連
作
の
発
展
的
作
品
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
三
十
首
は
、「
上
下
平
韻
を
用

ゐ
る
」
と
自
注
に
あ
る
よ
う
に
、
近
体
詩
に
用
い
る
平
声
三
十
韻
を
一
詩
毎
に

順
番
に
替
え
て
い
く
と
い
う
形
式
的
に
も
困
難
な
意
欲
作
で
あ
る
。
平
声
三
十

韻
の
中
に
は
稀
に
し
か
用
い
ず
使
い
づ
ら
い
険
韻
も
含
む
か
ら
だ
。

　

巻
頭
に
は
、「
常
陸　

柳
垞
大
窪
行　

天
民
著
撰
、
伊
勢　

素
堂
中
野
正
興
子

興
批
評
、
武
蔵　

碧
海
松
井
壽　

延
年
校
訂
」
と
あ
り
、
上
巻
と
同
じ
く
詩
は

大
窪
詩
佛
、
評
部
分
は
中
野
素
堂
が
執
筆
し
て
い
る
。
校
訂
の
碧
海
松
井
壽
延

年
は
、『
詩
聖
堂
詩
話
』・『
臭
蘭
稿
甲
集
』
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
人
物
で
、
後
者

に
は
「
名
は
壽
。
碧
海
と
号
す
。
東
都
の
人
」
と
あ
る
。

77
　
◇
1
　
山
居
三
十
首
〔
用
上
下
平
韻
〕（
上
下
平
韻
を
用
ゐ
る
。）

世
人
争
得
到
茲
中　
　

世
人　

争
で
か
茲
の
中
に
到
る
こ
と
を
得
ん

家
住
春
山
東
又
東　
　

家
は
住
す　

春
山
の
東　

又　

東

幾
道
寒
流
至
池
合　
　

幾
道
の
寒
流　

池
に
至
て
合
し

一
條
荒
径
入
沙
空　
　

一
條
の
荒
径　

沙
に
入
て
空
し

藤
垂
屋
角
時
猿
下　
　

藤
は
屋
角
に
垂
れ
て　

時
に
猿
あ
つ
て
下
り

雲
鎖
峰
頭
只
鳥
通　
　

雲
は
峰
頭
を
鎖
し
て　

只
だ
鳥
の
み
通
ず

暦
日
雖
無
花
自
有　
　

暦
日　

無
か
ら
ん
と
雖
ど
も　

花　

自
ら
有
り

早
知
二
十
四
番
風　
　

早
く
知
る　

二
十
四
番
の
風

清
灑
新
美
。
模
寫
景
象
太
好
。
就
中
第
六
句
其
景
宛
然
在
目
睫
之
間
。

清
灑
新
美
。
景
象
を
模
寫
し
て
太
だ
好
し
。
中
に
就
て
、第
六
句
、其
の
景
、宛
然
、

目
睫
の
間
に
在
り
。

【
訳
文
】
世
間
の
人
に
、
ど
う
し
て
こ
こ
ま
で
至
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
春

の
山
中
の
東
ま
た
東
に
行
っ
た
と
こ
ろ
に
家
を
構
え
て
い
る
。
幾
筋
も
の
寒
冷

『
卜
居
集
巻
之
下
』
注
釈
（
一
）
山
居
三
十
首

山　

口　
　
　

旬
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な
川
の
流
れ
が
池
ま
で
た
ど
り
つ
い
て
一
つ
に
合
し
、
一
本
の
荒
れ
果
て
た
道

は
、い
つ
の
間
に
か
水
際
に
達
し
て
消
え
て
し
ま
う
。藤
は
屋
根
の
角
に
垂
れ
て
、

と
き
に
は
猿
が
伝
い
下
り
て
、
雲
は
峰
の
上
を
閉
ざ
し
て
、
た
だ
鳥
だ
け
が
行

き
来
で
き
る
。
暦
な
ど
と
い
う
も
の
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
季
節
が
来
れ
ば
自

ず
か
ら
花
は
咲
く
。
山
中
ゆ
え
、
花
を
咲
か
せ
る
二
十
四
番
の
風
も
早
く
吹
く

の
だ
。

清
ら
か
で
美
し
く
、
新
し
い
美
し
さ
の
詩
だ
。
景
色
を
非
常
に
う
ま
く
表
現
し

て
い
る
。
中
で
も
第
六
句
は
、
景
色
が
あ
た
か
も
目
の
前
に
あ
る
よ
う
だ
。

○
山
居　

山
中
の
住
居
。
古
来
あ
る
テ
ー
マ
で
、
山
水
詩
の
開
祖
と
さ
れ
る
謝

霊
運
に
「
山
居
賦
」
が
あ
る
。　

○
二
十
四
番
風　

二
十
四
番
花
信
風
。
小
寒

に
は
梅
な
ど
の
よ
う
に
、
二
十
四
節
気
の
小
寒
か
ら
穀
雨
ま
で
の
間
の
各
気
そ

れ
ぞ
れ
の
花
の
開
く
の
を
知
ら
せ
る
風
だ
が
、
こ
こ
で
は
山
中
な
の
で
時
期
が

ず
れ
る
こ
と
を
言
う
。

◎
前
対
は
第
一
句
の
世
間
か
ら
隔
絶
し
た
土
地
「
茲
中
」
で
あ
る
こ
と
を
敷
衍

し
、
後
対
一
句
目
は
第
二
句
の
「
家
」
を
、
後
対
二
句
目
は
第
二
句
の
「
春
山
」

を
そ
れ
ぞ
れ
敷
衍
し
て
い
る
。
そ
し
て
尾
聯
二
句
で
そ
の
全
て
を
総
合
す
る
構

成
で
あ
る
。

◎
こ
の
詩
は
比
較
的
容
易
な
上
平
声
一
東
の
韻
で
あ
る
。

78
　
◇
2

老
屋
頽
然
倚
古
松　
　

老
屋　

頽
然
と
し
て　

古
松
に
倚
る

一
溪
春
晩
斷
行
蹤　
　

一
溪　

春
晩
て　

行
蹤
を
斷
つ

落
花
寂
々
人
甘
寂　
　

落
花　

寂
々
と
し
て　

人　

寂
を
甘
じ

豊
草
茸
々
鹿
養
茸　
　

豊
草　

茸
々
と
し
て　

鹿　

茸
を
養
ふ

占
静
竹
樓
常
不
鎖　
　

静
を
占
む
る
竹
樓　

常
に
鎖
さ
ず

弄
機
水
碓
夜
仍
舂　
　

機
を
弄
す
る
水
碓　

夜
も
仍
ほ
舂
づ
く

深
知
物
我
倶
相
得　
　

深
く
知
る　

物
我
の
倶
に
相
得
る
こ
と
を

蓬
髪
也
従
心
性
慵　
　

蓬
髪　

也
た　

心
性
の
慵
き
に
従
ふ

前
聯
新
異
。　
　

前
聯
、
新
異
。

【
訳
文
】古
び
た
家
は
崩
れ
か
か
っ
て
老
松
に
寄
り
か
か
っ
て
か
ろ
う
じ
て
立
っ

て
い
る
。
た
っ
た
一
本
の
谷
川
も
、
春
が
深
ま
る
と
す
っ
か
り
往
来
す
ら
で
き

な
い
。花
は
ひ
っ
そ
り
と
落
ち
、人
は
寂
し
さ
に
甘
ん
じ
、草
は
ふ
さ
ふ
さ
と
茂
っ

て
、
鹿
は
柔
か
い
角
を
養
っ
て
い
る
。
静
け
さ
を
独
り
占
め
す
る
竹
で
作
っ
た

高
楼
は
い
つ
で
も
錠
を
下
ろ
す
こ
と
も
な
く
、
か
ら
く
り
を
動
か
し
て
水
臼
は
、

夜
で
も
な
お
臼
づ
き
続
け
て
い
る
。
深
く
さ
と
る
の
だ
、
山
居
と
そ
れ
を
取
り

巻
く
自
然
と
自
分
が
寄
り
添
っ
て
一
体
化
す
る
の
を
。
ぼ
う
ぼ
う
に
乱
れ
た
髪

も
ま
た
、
心
の
も
の
う
さ
を
そ
の
ま
ま
表
し
て
い
る
。

前
聯
は
新
し
く
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。
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○
寂
々
～
寂　
「
寂
々
」
は
ひ
っ
そ
り
と
静
か
な
様
。「
寂
」
は
寂
し
い
、の
意
。　

○
茸
々
～
茸　
「
茸
々
」
は
雑
草
が
繁
る
様
。「
鹿
茸
」
は
薬
名
。
鹿
の
古
い
角

が
落
ち
た
あ
と
に
生
え
る
柔
ら
か
い
角
を
干
し
た
も
の
。　

○
竹
樓　

竹
で
作
っ

た
楼
。
宋
代
の
詩
人
、
散
文
家
・
王
禹
偁
が
建
て
た
楼
名
。　

○
物
我　

外
物

と
自
己
。
山
居
し
て
い
る
自
分
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
自
然
。

◎
一
、三
、五
句
は
山
居
の
様
子
、二
、四
、六
句
は
そ
の
環
境
を
述
べ
、第
七
句「
物

我
」
で
両
方
を
受
け
る
と
い
う
構
成
で
あ
る
。

◎
中
野
評
に
「
前
聯
、
新
異
」
と
あ
る
よ
う
に
「
寂
」「
茸
」
を
そ
れ
ぞ
れ
一
句

の
中
で
疊
字
と
単
用
字
で
意
義
を
変
え
て
用
い
て
更
に
対
句
に
し
た
の
は
凝
っ

た
趣
向
で
あ
る
。

◎
上
平
声
二
冬
。

79
　
◇
3

浪
送
桃
花
下
急
瀧　
　

浪　

桃
花
を
送
て　

急
瀧
を
下
る

勝
遊
多
在
水
雲
邦　
　

勝
遊　

多
く
は　

水
雲
の
邦
に
在
り

僧
雛
邀
處
登
松
閣　
　

僧
雛　

邀む
か
える
處　

松
閣
に
登
り

童
稚
牽
時
至
蘚
矼　
　

童
稚　

牽
く
時　

蘚
矼
に
至
る

欲
寡
堪
長
全
隠
操　
　

欲
は
寡
に
し
て　

長
く
隠
操
を
全
う
す
る
に
堪
え

句
高
不
易
入
村
腔　
　

句
は
高
く
し
て　

村
腔
に
入
り
易
か
ら
ず

團

話
裡
聞
人
説　
　

團

話
裡　

人
の
説
く
を
聞
く

却
愧
将
吾
比
老
　
　

却
て
愧
づ　

吾
を
将
て
老

に
比
す
る
こ
と
を

【
訳
文
】
桃
の
花
が
浪
に
乗
っ
て
早
瀬
を
下
っ
て
く
る
。
よ
い
遊
覧
の
多
く
は

川
に
霧
の
か
か
る
地
に
あ
る
。
小
僧
が
迎
え
て
く
れ
て
松
の
あ
る
楼
閣
に
登
り
、

子
供
を
連
れ
て
苔
の
生
え
た
飛
び
石
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
く
る
。
欲
は
た
い
し

て
な
い
の
で
長
く
隠
居
し
よ
う
と
い
う
心
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

が
、
詩
句
は
高
尚
で
田
舎
の
調
子
に
は
合
わ
な
い
。
輪
に
な
っ
て
語
り
合
う
中

で
人
の
話
を
聞
け
ば
、
か
え
っ
て
愧
じ
る
こ
と
だ
、
自
分
を
龐
徳
公
に
喩
え
て

い
る
の
を
。

○
老
　

龐
徳
公
。
襄
陽
の
人
。
峴
山
の
南
、
一
度
も
城
内
に
は
入
っ
た
こ
と

が
な
か
っ
た
。
…
諸
葛
亮
を
臥
龍
、
龐
統
を
鳳
雛
、
司
馬
徽
を
水
鏡
と
評
し
た

人
物
で
あ
る
。

◎
前
半
四
句
は
山
居
の
環
境
、
後
半
四
句
は
そ
こ
で
の
生
活
を
述
べ
る
構
成
で

あ
る
。

◎
上
平
声
三
江

80
　
◇
4

休
嗤
柳
垞
醉
生
涯　
　

嗤
ふ
こ
と
を
休
め
よ　

柳
垞
の
醉
生
涯

細
雨
軽
風
興
自
隨　
　

細
雨　

軽
風
に　

興　

自
ら
隨
ふ

案
上
常
繙
高
士
傳　
　

案
上　

常
に
繙
く　

高
士
の
傳

壁
間
漫
寫
野
僧
詩　
　

壁
間　

漫
に
寫
す　

野
僧
の
詩

牽
筇
歩
径
消
微
倦　
　

筇
を
牽
き
径
に
歩
し
て　

微
倦
を
消
し

戴
笠
過
橋
是
一
竒　
　

笠
を
戴
き
橋
を
過
る　

是
れ
一
竒
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従
古
雲
林
多
被
畫　
　

古
よ
り
雲
林　

多
く
畫
か
る

又
曽
狂
態
任
君
知　
　

又　

曽
て　

狂
態　

君
が
知
る
に
任
す

後
聯
非
尋
常
對
偶
灑
青
黄
者
之
可
比
也
。
且
此
二
句
有
画
圖
而
後
第
七
句
言
多

被
画
焉
。
轉
合
之
可
法
者
也
。
君
字
泛
指
世
人
與
起
句
休
嗤
之
泛
辞
喚
應
。
高

手
一
着
不
苟
也
。

後
聯
、
尋
常
對
偶
、
青
黄
を
灑
ぐ
者
の
比
す
べ
き
に
非
ざ
る
な
り
。
且
つ
此
の

二
句
、
画
圖
有
て
後
、
第
七
句
、「
多
く
画
か
る
」
を
言
ふ
。
轉
合
の
法
な
る
べ

き
者
な
り
。
君
字
、
泛
く
世
人
を
指
し
、
起
句
「
休
嗤
」
の
泛
き
辞
と
喚
應
す
。

高
手
の
一
着
、
苟
し
か
ら
ざ
る
な
り
。

【
訳
文
】笑
わ
な
い
で
ほ
し
い
、こ
の
私
の
酔
い
ど
れ
人
生
を
。
霧
の
よ
う
な
雨
、

わ
ず
か
な
風
に
も（
酔
っ
た
よ
う
に
）興
を
催
し
て
し
ま
う
の
だ
。
机
の
上
に
は
、

常
に
高
士
の
伝
を
繙
き
、
壁
に
は
気
ま
ま
に
田
舎
の
僧
の
詩
を
写
し
か
け
て
い

る
。杖
を
持
っ
て
小
道
を
歩
い
て
、ち
ょ
っ
と
し
た
疲
れ
を
消
し
て
、笠
を
か
ぶ
っ

て
橋
を
渡
れ
ば
（
虎
渓
三
笑
で
は
な
い
が
）
そ
れ
も
ま
た
一
興
だ
。
昔
か
ら
雲

の
か
か
っ
た
林
は
多
く
描
か
れ
て
き
た
。（
私
の
場
合
も
）
ま
た
、
す
な
わ
ち
狂

態
を
君
た
ち
が
知
っ
て
描
く
の
に
お
ま
か
せ
す
る
。

後
聯
は
普
通
の
対
で
美
し
く
い
ろ
ど
り
を
整
え
よ
う
と
す
る
も
の
と
比
較
す
る

べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
二
句
の
中
に
虎
渓
三
笑
の
よ
う
な
画
が
含
ま

れ
て
い
て
、
そ
の
後
に
第
七
句
に
「
多
く
画
か
る
」
と
い
う
。
律
詩
の
構
成
の

起
承
転
合
に
適
っ
た
も
の
だ
。（
第
八
句
の
）「
君
」
と
い
う
字
は
広
く
世
間
の

人
た
ち
を
指
し
、
第
一
句
で
「
嗤
ふ
こ
と
を
や
め
よ
」
の
ひ
ろ
く
呼
び
か
け
た

語
と
対
応
し
て
い
る
。
名
手
は
一
字
下
す
の
も
お
ろ
そ
か
に
は
し
な
い
も
の
だ
。

○
柳
垞　

大
窪
詩
佛
の
名
。

○
青
黄　

青
と
黄
。
美
し
い
い
ろ
ど
り
。

◎
後
聯
の
「
消
微
倦
」
と
「
是
一
竒
」
は
対
を
な
さ
な
い
。
そ
う
し
た
破
格
を

容
認
し
て
内
容
を
重
視
す
る
、
と
い
う
の
が
中
野
素
堂
評
の
主
張
で
あ
る
。

◎
第
一
句
「
醉
生
涯
」
の
内
容
を
前
聯
が
受
け
、第
二
句
「
興
」
を
後
聯
が
受
け
、

そ
れ
を
尾
聯
で
総
合
す
る
構
成
で
あ
る
。

◎
上
平
声
四
支
。

81
　
◇
5

獨
樹
作
橋
巌
作
扉　
　

獨
樹
を
橋
と
作
し　

巌
を
扉
と
作
す

送
迎
常
懶
客
常
稀　
　

送
迎　

常
に
懶
く
し
て　

客　

常
に
稀
な
り

泉
元
清
冷
魚
児
痩　
　

泉
は
元
と
清
冷
に
し
て　

魚
児　

痩
せ

苔
自
蒙
茸
石
筍
肥　
　

苔
は
自
ら
蒙
茸
と
し
て　

石
筍　

肥
た
り

得
竹
新
寛
編
鶴
籠　
　

竹
を
得
て
新
に
寛
く
鶴
籠
を
編
む

搗
藤
曽
窄
製
樵
衣　
　

藤
を
搗
て
曽
て
窄
く
樵
衣
を
製
す

無
営
乃
識
身
安
穏　
　

営
む
こ
と
無
く
し
て
乃
ち
識
る　

身
の
安
穏
た
る
を

不
管
人
間
是
與
非　
　

管
せ
ず　

人
間
の
是
と
非
と
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曽
字
有
味
。
昔
日
製
樵
衣
今
乃
不
然
也
。
今
日
所
為
則
編
寉
籠
。
遣
閑
之
事
其

無
営
可
知
。

曽
字
、
味
有
り
。
昔
日
、
樵
衣
を
製
し
、
今
は
乃
ち
然
ら
ざ
る
な
り
。
今
日
、

為
す
所
は
則
ち
寉
籠
を
編
む
。
閑
を
遣
る
の
事
、
其
の
営
み
無
き
を
知
る
べ
し
。

【
訳
文
】
一
本
の
丸
木
を
橋
と
し
て
、
大
岩
を
扉
と
し
て
い
る
。
送
り
迎
え
も

い
つ
で
も
面
倒
で
、
し
た
が
っ
て
客
も
常
に
稀
で
あ
る
。
湧
き
水
は
も
と
も
と

清
ら
か
で
冷
た
く
、
小
さ
い
魚
は
痩
せ
こ
け
て
い
て
、
苔
は
自
然
に
は
び
こ
っ

て
（
苔
の
生
え
た
）
岩
石
は
肥
え
た
よ
う
に
見
え
る
。
竹
を
手
に
入
れ
て
新
た

に
鶴
の
籠
を
ひ
ろ
く
編
み
直
し
、藤
を
つ
い
て
か
つ
て
窮
屈
に
木
樵
の
衣
を
作
っ

た
。
何
も
や
る
こ
と
が
な
く
て
は
じ
め
て
身
が
安
ら
か
な
の
を
覚
る
。
世
間
の

評
判
な
ど
は
我
れ
関
せ
ず
だ
。

「
曽
」
の
字
に
味
わ
い
が
あ
る
。
昔
は
木
樵
の
衣
を
作
っ
た
が
今
で
は
そ
う
で

は
な
い
の
で
あ
る
。
今
、
や
っ
て
い
る
の
は
、
鶴
の
籠
を
編
ん
で
い
る
こ
と
。

ひ
ま
つ
ぶ
し
の
仕
事
で
、
そ
の
他
に
や
る
事
も
な
い
の
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

◎
第
一
句
を
前
聯
、
第
二
句
を
後
聯
が
受
け
敷
衍
す
る
。
そ
し
て
、
前
者
を
第

七
句
、
後
者
を
第
八
句
で
受
け
て
ま
と
め
る
構
成
で
あ
る
。

◎
上
平
声
五
微
。

82
　
◇
6

晴
日
三
竿
竹
影
踈　
　

晴
日　

三
竿　

竹
影　

踈
な
り

烟
蒸
餘
濕
欲
乾
初　
　

烟
は
蒸
す　

餘
濕　

乾
ん
と
欲
す
る
初
め

愛
林
唯
採
過
墻
筍　
　

林
を
愛
し
て　

唯
だ
墻
を
過
る
筍
を
採
り

鋤
圃
纔
留
収
種
蔬　
　

圃
を
鋤
て　

纔
に
種
を
収
る
の
蔬
を
留
む

村
裡
交
遊
皆
野
老　
　

村
裡
の
交
遊　

皆
な
野
老

山
中
餐
味
只
溪
魚　
　

山
中
の
餐
味　

只
だ
溪
魚

禮
儀
寧
為
吾
儕
設　
　

禮
儀　

寧
ろ
吾
が
儕
の
為
め
に
設
け
ん
や

散
髪
相
逢
不
用
梳　
　

散
髪　

相
逢
て　

梳
る
を
用
ゐ
ず

森
整
圓
熟
一
篇
佳
律
。
第
一
句
下
踈
字
知
所
以
林
之
可
愛
也
。
第
二
句
湿
乾
見

所
以
圃
之
可
鋤
也
。

森
整
、
圓
熟
の
一
篇
の
佳
律
な
り
。
第
一
句
、
踈
字
を
下
す
。
林
の
愛
す
べ
き

所
以
を
知
る
な
り
。
第
二
句
、
湿
乾
、
圃
の
鋤
く
べ
き
所
以
を
見
る
な
り
。

【
訳
文
】
晴
れ
て
日
は
高
く
昇
り
、
竹
の
影
が
ま
ば
ら
に
映
っ
て
い
る
。
靄
は

ま
だ
蒸
す
る
よ
う
だ
が
、
そ
ろ
そ
ろ
余
計
な
湿
気
は
乾
こ
う
と
す
る
頃
だ
。
林

を
愛
し
て
は
い
る
が
、
た
だ
垣
根
か
ら
飛
び
出
て
き
た
筍
だ
け
を
採
り
、
畑
を

耕
し
て
、
わ
ず
か
に
種
を
取
る
だ
け
の
分
の
野
菜
だ
け
を
残
し
て
あ
る
。
村
の

中
の
交
わ
り
と
い
っ
た
ら
田
舎
お
や
じ
ば
か
り
、
山
の
中
の
ご
馳
走
と
言
っ
た

ら
溪
川
で
釣
れ
た
ば
か
り
の
魚
く
ら
い
だ
。
堅
苦
し
い
礼
儀
な
ど
私
の
仲
間
の
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た
め
に
作
っ
た
り
し
よ
う
か
。
隠
者
ら
し
い
総
髪
の
頭
も
ぼ
さ
ぼ
さ
で
、
仲
間

に
会
う
か
ら
と
言
っ
て
櫛
を
入
れ
た
り
し
な
い
。

き
ち
ん
と
整
っ
た
円
熟
し
た
優
れ
た
律
詩
で
あ
る
。
第
一
句
に
「
疎
」
の
字
を

下
し
た
の
で
、
林
の
愛
す
べ
き
所
以
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
第
二
句
の
「
湿
乾
」

に
は
畑
を
耕
す
べ
き
理
由
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

◎
第
一
句
は
三
句
、
二
句
は
四
句
を
受
け
て
、
そ
の
前
半
四
句
を
後
聯
と
尾
聯

が
受
け
る
構
成
で
あ
る
。

◎
上
平
声
六
魚
。

83
　
◇
7

耐
喜
山
居
一
事
無　
　

喜
ぶ
に
耐
え
た
り　

山
居　

一
事
の
無
き
こ
と
を

安
間
盡
日
撚
吟
鬚　
　

安
間　

盡
日　

吟
鬚
を
撚
る

護
将
格
律
詩
難
穏　
　

格
律
を
護
将
し
て　

詩　

穏
や
か
な
り
難
く

擲
却
心
機
夢
自
孤　
　

心
機
を
擲
却
し
て　

夢　

自
ら
孤
な
り

呼
婦
時
収
烹
茗
水　
　

婦
を
呼
て　

時
に
茗
を
烹
る
水
を
収
め
し
め

命
童
且
採
織
簾
蒲　
　

童
に
命
じ
て　

且
つ
簾
を
織
る
蒲
を
採
ら
し
む

山
雲
爛
熳
梅
天
近　
　

山
雲　

爛
熳
と
し
て　

梅
天　

近
し

聴
取
杜
鵑
啼
過
湖　
　

聴
取
す　

杜
鵑
の
啼
て
湖
を
過
ぎ
し
を

【
訳
文
】ま
こ
と
に
喜
ば
し
い
、こ
の
隠
者
に
ひ
と
つ
も
や
る
こ
と
が
な
い
の
は
。

安
閑
と
し
て
一
日
中
鬚
を
ひ
ね
っ
て
詩
を
考
え
て
い
る
。
詩
の
形
式
を
守
る
と
、

詩
は
い
っ
そ
う
穏
や
か
に
な
り
づ
ら
く
、
考
え
事
を
全
て
捨
て
き
っ
て
し
ま
え

ば
夢
は
自
ず
か
ら
そ
れ
と
関
係
な
い
独
立
し
た
夢
だ
。
妻
を
呼
ん
で
時
に
は
茶

を
煎
れ
る
水
を
汲
ん
で
も
ら
い
、
子
供
に
命
じ
て
し
ば
ら
く
簾
に
す
る
た
め
の

薄
を
採
っ
て
来
さ
せ
る
。
山
の
雪
は
溢
れ
て
き
て
そ
ろ
そ
ろ
梅
雨
の
季
節
も
近

い
。
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
啼
き
な
が
ら
湖
を
過
ぎ
て
い
っ
た
の
が
聞
こ
え
た
。

◎
第
一
句
を
後
聯
、
第
二
句
を
前
聯
と
、
順
番
を
入
れ
替
え
て
受
け
、
尾
聯
は

や
や
独
立
し
、
そ
う
し
た
山
居
の
一
場
面
、
と
い
う
構
成
で
あ
る
。

◎
上
平
声
七
虞
。

84
　
◇
8

霖
雨
初
晴
喜
鵲
啼　
　

霖
雨　

初
て
晴
て　

喜
鵲　

啼
く

竹

干
外
草
侵
畦　
　

竹

干
外　

草　

畦
を
侵
す

伐
桐
欲
作
登
山
屐　
　

桐
を
伐
て　

作
ん
と
欲
す　

山
に
登
る
屐

閲
譜
漫
知
鋤
藥
犂　
　

譜
を
閲
し
て　

漫
に
知
る　

藥
を
鋤
く
犂

酒
為
沈
痾
常
定
量　
　

酒
は
沈
痾
の
為
に
常
に
量
を
定
め

詩
因
偶
興
毎
無
題　
　

詩
は
偶
興
に
因
て
毎
に
題
無
し

惰
慵
習
矣
終
成
性　
　

惰
慵　

習
へ
り　

終
に
性
と
成
る

未
果
尋
僧
訪
隱
棲　
　

未
だ
果
さ
ず　

僧
を
尋
て　

隱
棲
を
訪
は
ん
こ
と
を

後
聯
精
切
。
肥
遁
之
貞
致
在
言
外
。
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後
聯
、
精
切
。
肥
遁
の
眞
致
、
言
外
に
在
り
。

【
訳
文
】
長
雨
が
や
っ
と
あ
が
っ
て
、
鵲
が
喜
ん
で
鳴
き
声
を
立
て
、
竹
の
欄

檻
の
向
こ
う
で
は
、草
が
畦
い
っ
ぱ
い
に
は
び
こ
っ
て
く
る
。桐
の
木
を
伐
っ
て
、

山
登
り
用
に
下
駄
を
作
ろ
う
と
し
、
図
鑑
を
調
べ
て
、
藥
を
鋤
く
犂
は
だ
い
た

い
わ
か
っ
た
。
酒
と
い
え
ば
、
持
病
の
た
め
い
つ
も
量
を
き
め
て
お
り
、
詩
は

と
い
え
ば
、
そ
の
時
そ
の
場
の
興
で
作
り
い
つ
も
題
は
無
い
。
怠
惰
を
習
慣
に

し
て
い
て
、
つ
い
に
生
ま
れ
つ
き
の
性
質
の
よ
う
に
な
っ
た
。
い
ま
だ
に
、
僧

の
隠
棲
を
尋
ね
訪
れ
る
こ
と
を
果
し
て
い
な
い
。

後
聯
は
、
精
密
で
適
切
な
表
現
で
あ
る
。
世
を
捨
て
隠
遁
し
よ
う
と
い
う
本
当

の
方
向
性
が
、
言
外
に
あ
る
。

○
惰
慵　

懶
惰
。
宋
・
蘇
轍
「
次
韻
光
庭
省
中
書
事
」
に
「
放
浪
江
湖
久
惰
慵
、

安
排
誰
置
從
官
中
。」　

○
致　

い
き
つ
く
と
こ
ろ
の
意
よ
り
、
転
じ
て
、
物
事

の
方
向
と
結
果
。

◎
起
聯
は
山
居
の
状
況
、
前
聯
は
そ
の
生
活
の
一
場
面
、
後
聯
は
生
活
全
般
の

状
況
を
述
べ
、
尾
聯
で
総
合
す
る
構
成
で
あ
る
。

◎
上
平
声
八
斉
。

85
　
◇
9

真
成
誰
識
這
中
佳　
　

真
成
に
誰
か
識
る　

這
の
中
の
佳
な
る
こ
と
を

事
々
無
不
渾
好
懷　
　

事
　々

渾
て
好
懷
な
ら
ざ
る
無
し

看
水
樓
成
高
葺
竹　
　

水
を
看
る
樓
成
て
高
く
竹
を
葺
き

對
山
門
設
窄
編
柴　
　

山
に
對
す
る
門
設
け
て
窄
く
柴
を
編
む

藥
壇
下
種
新
修
檻　
　

藥
壇　

種
を
下
し
て　

新
に
檻
を
修
め

菊
畹
移
苗
更
換
牌　
　

菊
畹　

苗
を
移
し
て　

更
に
牌
を
換
ふ

妻
子
莫
嗔
生
計
冷　
　

妻
子　

嗔
る
こ
と
莫
れ　

生
計
の
冷
な
る
を

由
来
身
與
世
人
乖　
　

由
来　

身
は
世
人
と
乖
く

此
詩
纖
悉
而
清
雅
所
以
不
易
得
也
。

此
の
詩
、
纖
悉
に
し
て
清
雅
。
得
易
か
ら
ざ
る
所
以
な
り
。

【
訳
文
】
真
実
本
当
に
誰
が
見
分
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
こ
の
境
の
素
晴
ら

し
さ
を
。
こ
こ
で
は
一
事
一
事
が
全
て
好
い
気
分
で
な
い
も
の
は
な
い
。
川
の

よ
く
見
え
る
高
楼
が
で
き
て
、
そ
こ
に
は
高
く
竹
を
葺
い
て
、
山
に
面
し
た
門

を
設
け
て
、
ぎ
っ
し
り
と
柴
を
編
み
こ
む
。
薬
草
の
花
壇
に
種
を
撒
い
て
、
新

し
く
柵
を
繕
い
、
菊
の
畑
に
は
苗
を
移
し
て
、
更
に
花
の
名
札
を
交
換
し
た
。

妻
子
よ
、
怒
っ
て
は
い
け
な
い
、
生
計
の
寒
い
の
を
。
元
来
、
私
は
世
間
の
人

の
当
た
り
前
の
道
か
ら
は
は
ず
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。

こ
の
詩
は
、
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
行
き
届
い
て
清
ら
か
で
上
品
だ
。
得
や
す
い

詩
で
な
い
理
由
で
あ
る
。
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○
好
懷　

陶
淵
明
「
飲
酒
詩
」
に
「
田
夫
有
好
懷
」
と
あ
る
。

○
高
葺
竹　

二
首
目
に
「
竹
樓
」
の
語
が
あ
る
。

◎
起
聯
「
這
中
佳
」
と
「
事
々
」
を
前
後
聯
で
具
体
的
に
述
べ
、
尾
聯
で
全
体

を
結
ぶ
構
成
で
あ
る
。

◎
上
平
声
九
佳

86
　
◇
10

昔
曽
乘
興
上
崔
嵬　
　

昔　

曽
て　

興
に
乘
じ
て　

崔
嵬
に
上
る

今
笑
醉
来
眠
只
催　
　

今　

笑
ふ　

醉
来
て　

眠　

只
だ
催
す
こ
と
を

爐
氣
薫
人
酲
未
瘉　
　

爐
氣　

人
を
薫
じ
て　

酲　

未
だ
瘉
え
ず

樹
陰
侵
枕
夢
初
回　
　

樹
陰　

枕
を
侵
し
て　

夢　

初
て
回
る

半
庭
曝
繭
風
前
雪　
　

半
庭　

繭
を
曝
す　

風
前
の
雪

一
室
磨
茶
雨
後
　
　

一
室　

茶
を
磨
す　

雨
後
の

衣
食
雖
貧
亦
知
足　
　

衣
食　

貧
と
雖
ど
も　

亦
た
足
る
こ
と
を
知
る

何
妨
高
臥
避
塵
埃　
　

何
ぞ
妨
げ
ん　

高
臥　

塵
埃
を
避
く
る
に

【
訳
文
】
昔
、
興
に
乘
じ
て
山
頂
に
登
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
今
は
、
酔
っ
払
っ

て
た
だ
眠
気
を
催
す
だ
け
な
の
を
笑
う
。
爐
の
熱
気
が
、
人
を
薫
じ
る
よ
う
で
、

宿
酔
は
ま
だ
醒
め
な
い
。
樹
の
陰
が
、
枕
の
と
こ
ろ
ま
で
届
く
ほ
ど
日
が
高
く

な
り
、
夢
が
や
っ
と
覚
め
る
。
庭
の
半
ば
を
使
っ
て
、
繭
を
曝
し
て
い
る
の
は
、

風
の
吹
く
前
の
雪
の
よ
う
で
、
一
室
で
は
、
茶
を
挽
い
て
い
て
そ
の
音
は
、
雨

後
の
雷
の
よ
う
だ
。
衣
食
は
、
貧
し
い
と
言
っ
て
も
ま
た
余
計
な
望
み
は
持
っ

て
い
な
い
。
貧
乏
で
何
が
困
る
だ
ろ
う
か
、
枕
を
高
く
し
て
眠
っ
た
り
、
俗
事

を
避
け
た
り
す
る
の
に
。

◎
前
聯
は
第
二
句
の
「
醉
来
眠
」
を
受
け
、
後
聯
は
第
七
句
の
「
衣
食
」
を
そ

れ
ぞ
れ
述
べ
る
。
第
七
句
は
第
八
句
に
か
か
り
、
第
八
句
は
前
半
四
句
と
第
五
・

六
・
七
句
を
受
け
て
総
合
す
る
構
成
で
あ
る
。

◎
上
平
声
十
灰
。

87
　
◇
11

一
間
茅
屋
鎖
嶙
峋　
　

一
間
の
茅
屋　

嶙
峋
に
鎖
す

本
與
樵
村
隔
澗
鄰　
　

本
と
樵
村
と
澗
を
隔
て
て
鄰
る

竹
岸
暗
中
開
酒
径　
　

竹
岸　

暗
き
中　

酒
径
を
開
き

松
園
浄
裡
積
茶
薪　
　

松
園　

浄
き
裡　

茶
薪
を
積
む

濃
烟
微
雨
還
林
鳥　
　

濃
烟　

微
雨　

林
に
還
る
鳥

淡
日
軽
風
渡
水
人　
　

淡
日　

軽
風　

水
を
渡
る
人

昨
夜
燈
華
頻
綴
玉　
　

昨
夜　

燈
華　

頻
に
玉
を
綴
る

江
僧
今
日
送
香
蓴　
　

江
僧　

今
日　

香
蓴
を
送
る

五
六
格
最
高
詩
家
之
真
面
目
也
。
然
句
句
欲
若
此
強
為
之
則
不
為
軽
弱
無
味
之

詩
者
鮮
矣
。
只
可
自
用
工
着
力
之
間
自
然
得
之
耳
。

五
六
の
格
、
最
高
。
詩
家
の
真
面
目
な
り
。
然
れ
ど
も
、
句
句
、
此
の
若
か
ら
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釈
（
一
）
山
居
三
十
首

ん
と
欲
し
て
、
強
て
之
を
為
せ
ば
則
ち
軽
弱
、
味
無
き
の
詩
と
為
ら
ざ
る
者
、

鮮
し
。
只
だ
、工
を
用
ゐ
、力
を
着
す
の
間
よ
り
自
然
に
之
を
得
べ
き
な
る
の
み
。

【
訳
文
】
一
間
間
口
の
狭
い
あ
ば
ら
屋
で
、
深
い
崖
に
鎖
さ
れ
て
お
り
、
も
と

も
と
木
樵
の
村
と
谷
川
を
隔
て
て
隣
り
合
っ
て
い
る
。
竹
が
茂
っ
た
岸
の
暗
い

中
に
、
酒
を
求
め
る
為
の
小
道
を
開
き
、
松
の
植
わ
っ
た
庭
の
清
ら
か
な
中
に
、

茶
を
沸
か
す
為
の
薪
を
積
む
。
濃
い
靄
と
小
雨
の
中
、
林
に
還
る
鳥
が
飛
び
、

淡
い
日
射
し
と
そ
よ
風
の
中
、
川
を
渡
る
人
が
い
る
。
昨
夜
、
灯
心
の
花
が
し

き
り
と
結
ん
で
何
の
吉
兆
か
と
思
っ
た
が
、
今
日
に
な
っ
た
ら
、
川
辺
の
僧
が

香
り
高
い
蓴
菜
を
送
っ
て
く
れ
た
。

第
五
・
六
句
の
詩
の
格
調
は
最
高
で
あ
る
。
詩
人
の
本
来
あ
る
べ
き
姿
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
ど
の
句
も
ど
の
句
も
こ
の
よ
う
に
し
よ
う
と
し
て
無
理
に
そ
う
す
れ

ば
軽
く
弱
く
な
り
、
味
の
無
い
詩
と
な
ら
な
い
も
の
は
稀
で
あ
る
。
た
だ
、
工

夫
し
て
力
を
尽
く
し
た
と
こ
ろ
か
ら
自
然
に
こ
う
し
た
表
現
を
得
る
べ
き
な
の

で
あ
る
。

○
江
僧　

通
常
は
山
僧
だ
が
、
谷
川
沿
い
を
描
い
た
詩
な
の
で
江
僧
と
言
っ
た
。

◎
第
一
句
を
四
、五
句
で
、
第
二
句
を
三
、六
句
で
展
開
す
る
。
前
六
句
で
山
居

の
環
境
を
述
べ
、
尾
聯
で
そ
う
し
た
中
で
の
人
事
を
述
べ
る
構
成
で
あ
る
。

◎
上
平
声
十
一
真

88
　
◇
12

竹
韻
溪
聲
秋
十
分　
　

竹
韻　

溪
聲　

秋
十
分

閑
人
不
寐
永
霄
聞　
　

閑
人　

寐
ね
ず　

永
霄　

聞
く

猿
心
寒
處
池
生
月　
　

猿
心　

寒
き
處　

池　

月
を
生
じ

鶴
夢
冷
時
松
帶
雲　
　

鶴
夢　

冷
な
る
時　

松　

雲
を
帶
ぶ

肥
遯
従
来
唯
我
事　
　

肥
遯　

従
来　

唯
だ
我
が
事

樵
蘇
豈
敢
為
他
勤　
　

樵
蘇　

豈
に
敢
て　

他
の
為
に
勤
ん
や

仰
観
天
象
知
時
穏　
　

仰
で　

天
象
を
観
て　

時
の
穏
な
る
を
知
る

笑
祝
人
間
有
聖
君　
　

笑
て
祝
す　

人
間
に
聖
君
有
る
こ
と
を

温
雅
老
勁
可
三
復
矣
。

温
雅
老
勁
、
三
復
す
る
べ
し
。

【
訳
文
】
竹
の
そ
よ
ぐ
音
、
谷
川
の
せ
せ
ら
ぎ
の
音
、
す
べ
て
秋
の
響
き
だ
。

閑
人
で
あ
る
私
は
寝
る
こ
と
も
な
く
、
一
晩
中
聞
い
て
い
る
。
猿
の
よ
う
な
俗

心
で
も
ぞ
っ
と
感
じ
さ
せ
る
の
は
、
池
面
に
月
が
映
っ
た
時
で
あ
る
し
、
鶴
の

よ
う
な
脱
俗
の
夢
の
中
に
冷
気
を
感
じ
る
の
は
、
巣
の
あ
る
松
が
雲
を
帯
び
た

時
だ
。
ゆ
っ
た
り
と
隠
遁
す
る
の
が
、
以
前
か
ら
私
が
た
だ
ひ
と
つ
の
仕
事
で
、

ど
う
し
て
、
生
活
に
必
要
な
木
こ
り
や
草
刈
り
以
外
の
仕
事
を
し
よ
う
か
。
天

の
形
を
仰
ぎ
見
て
、
時
代
が
穏
や
か
に
治
ま
っ
て
い
る
の
を
知
り
、
笑
っ
て
人

間
世
界
に
聖
君
が
居
る
こ
と
を
祝
う
の
で
あ
る
。
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穏
や
か
で
品
が
良
く
達
者
で
弛
み
の
な
い
詩
で
、
幾
た
び
も
繰
り
返
し
吟
じ
ら

れ
る
べ
き
だ
。

○
天
象　
「
天
垂
象
、
見
吉
凶
、
聖
人
象
之
。」『
易·

繫
辭
上
』
か
ら
天
体
の
現

象
を
い
う
。　

○
三
復　
「
南
容
三
復
白
圭
、
孔
子
以
其
兄
之
子
妻
之
。」『
論

語·

先
進
』
と
あ
り
、
孔
子
の
門
人
南
容
は
『
詩
経
大
雅
』
の
詩
「
白
圭
」
を
幾

た
び
も
吟
じ
認
め
ら
れ
た
。

◎
第
一
句
を
前
聯
が
、
第
二
句
を
後
聯
が
展
開
し
、
尾
聯
は
独
立
し
て
、
感
慨

を
述
べ
て
結
ぶ
構
成
で
あ
る
。

◎
上
平
声
十
二
文
。

89
　
◇
13

數
曲
溪
流
掩
窄
門　
　

數
曲
の
溪
流　

窄
門
を
掩
ふ

掩
門
樹
密
早
黄
昏　
　

門
を
掩
ふ
樹　

密
に
し
て　

黄
昏
早
し

月
升
半
岸
雲
先
白　
　

月　

半
岸
に
升
て　

雲　

先
づ
白
く

雨
過
深
山
水
暗
渾　
　

雨　

深
山
を
過
て　

水　

暗
に
渾
る

移
竹
元
因
一
時
興　
　

竹
を
移
す　

元
と
一
時
の
興
に
因
る

立
碑
寧
願
百
年
存　
　

碑
を
立
つ
る　

寧
ろ
百
年
に
存
す
る
を
願
は
ん
や

古
来
好
事
會
餘
跡　
　

古
来　

好
事　

會
ら
ず
跡
を
餘
す

此
處
應
名
柳
垞
村　
　

此
の
處　

應
に
柳
垞
村
と
名
づ
く
べ
し

三
四
佳
絶
先
暗
二
字
妙
。

三
四
佳
絶
、「
先
・
暗
」
の
二
字
、
妙
。

【
訳
文
】
何
回
も
湾
曲
す
る
溪
流
が
、
狭
い
門
を
塞
い
で
い
る
よ
う
で
、
そ
の

門
を
掩
っ
て
い
る
樹
木
は
鬱
蒼
と
し
て
い
て
早
く
黄
昏
時
が
来
る
よ
う
だ
。
月

は
岸
の
半
分
を
照
ら
す
よ
う
に
昇
っ
て
、
月
光
で
雲
が
先
ず
白
く
な
り
、
雨
は

深
い
山
を
過
ぎ
て
、
川
の
水
は
ひ
そ
か
に
濁
る
。
竹
を
移
し
植
え
る
の
は
、
も

と
も
と
一
時
の
座
興
に
因
っ
て
だ
し
、
碑
を
立
て
る
の
は
、
ま
さ
か
百
年
後
の

存
在
を
願
っ
た
り
し
よ
う
か
。
し
か
し
、
古
来
、
風
流
人
は
必
ず
事
跡
を
残
す

よ
う
だ
。
こ
の
山
居
の
場
所
も
、
柳
垞
村
と
で
も
名
づ
け
た
い
と
思
う
。

第
三
・
四
句
は
非
常
に
良
い
。「
先
」
と
「
暗
」
の
二
字
の
使
い
方
が
絶
妙
だ
。

○
月
升　
「
月
が
昇
る
」
と
い
う
の
は
月
な
の
に
日
の
字
が
入
っ
て
目
ざ
わ
り
な

の
で
、「
月
が
升
る
」
と
。
漢
詩
人
の
美
意
識
。　

○
半
岸　

山
の
端
か
ら
出
た

ば
か
り
の
月
で
岸
辺
の
一
方
し
か
照
ら
さ
な
い
こ
と
を
い
う
。

◎
第
一
句
が
四
句
、第
二
句
が
三
句
に
展
開
す
る
。
後
聯
が
尾
聯
の
前
提
と
な
っ

て
い
る
。
大
き
く
、前
半
四
句
の
四
句
の
山
居
の
環
境
に
対
し
て
、後
半
四
句
は
、

そ
の
中
で
の
事
業
を
述
べ
る
構
成
で
あ
る
。

◎
上
平
声
十
三
元
。

90
　
◇
14

穐
風
吹
盡
入
蓬
根　
　

穐
風　

吹
き
盡
し
て　

蓬
根
に
入
る
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野
菓
看
来
稍
陪
丹　
　

野
菓　

看
来
れ
ば　

稍
や
丹
を
陪
す

陰
地
雨
餘
生
驟
冷　
　

陰
地　

雨
餘
り
て　

驟
冷
を
生
じ

澄
潭
霜
老
覺
竒
寒　
　

澄
潭　

霜
老
て　

竒
寒
を
覺
ゆ

身
因
役
使
知
常
健　
　

身
は
役
使
す
る
に
因
て　

常
に
健
な
る
こ
と
を
知
り

心
罷
驅
馳
得
自
安　
　

心
は
驅
馳
す
る
こ
と
を
罷
て　

自
ら
安
き
こ
と
を
得
た
り

朝
伴
樵
夫
暮
歸
去　
　

朝
に
樵
夫
に
伴
て　

暮
に
歸
り
去
る

一
擔
風
月
醉
郷
寛　
　

一
擔
の
風
月　

醉
郷　

寛
し

次
聯
能
役
使
其
身
無
世
慮
驅
馳
其
心
所
以
常
健
自
安
也
。

次
聯
、
能
く
其
の
身
を
役
使
し
、
世
慮
の
其
の
心
を
驅
馳
す
る
こ
と
無
き
は
、「
常

に
健
に
し
て
、
自
ら
安
ん
ず
」
の
所
以
な
り
。

【
訳
文
】
秋
風
が
吹
き
尽
く
し
て
転
蓬
に
入
っ
て
転
が
し
て
い
き
、
野
の
果
実

を
見
て
い
る
と
や
や
赤
み
を
添
え
た
よ
う
だ
。
日
の
当
た
ら
な
い
土
地
で
は
、

雨
が
あ
が
っ
て
急
な
寒
さ
を
生
じ
、
澄
み
切
っ
た
潭
で
は
、
霜
も
重
な
っ
て
ひ

ど
い
寒
さ
を
感
じ
る
。
体
は
い
ろ
い
ろ
動
か
す
こ
と
で
、
常
に
健
康
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
り
、
心
は
い
ろ
い
ろ
と
気
を
使
う
こ
と
を
や
め
て
、
自
然
に
安
ら
か

さ
を
得
た
。
朝
に
は
木
こ
り
に
伴
て
出
か
け
、
暮
に
な
る
と
帰
っ
て
く
る
。
一

か
つ
ぎ
の
荷
と
清
風
と
明
月
が
あ
れ
ば
、
酒
飲
み
の
国
で
ゆ
っ
た
り
く
つ
ろ
い

で
い
る
の
だ
。

後
聯
は
、
そ
の
体
を
使
う
こ
と
が
で
き
て
、
世
間
を
慮
っ
て
気
を
使
う
こ
と
が

な
い
の
は
、「
常
に
健
康
で
、
自
然
に
安
ら
か
」
の
所
以
だ
と
言
っ
て
い
る
。

○
醉
郷　

酒
に
酔
っ
た
気
分
を
別
天
地
に
喩
え
た
。

◎
起
聯
と
前
聯
は
第
八
句
「
風
月
」
を
具
体
化
し
た
も
の
で
、
後
聯
は
第
七
句

の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

◎
上
平
声
十
四
寒
、
一
句
末
「
根
」
は
上
平
声
十
三
元
で
通
韻
。

91
　
◇
15

笋
鞋
藤
杖
渉
潺
湲　
　

笋
鞋　

藤
杖　

潺
湲
を
渉
る

漫
歩
松
嵐
竹
霧
間　
　

漫
歩
す　

松
嵐
竹
霧
の
間

自
笑
心
因
山
水
醉　
　

自
ら
笑
ふ　

心
は
山
水
に
因
て
醉
ふ
こ
と
を

不
知
身
入
畫
圖
還　
　

知
ら
ず　

身
は
畫
圖
に
入
て
還
る
こ
と
を

桒
樞
處
士
名
元
憲　
　

桒
樞
の
處
士　

名
は
元
と
憲

陋
巷
先
生
姓
舊
顔　
　

陋
巷
の
先
生　

姓
は
舊
と
顔

此
意
尤
欣
古
人
在　
　

此
の
意　

尤
も
欣
ぶ　

古
人
の
在
る
こ
と
を

世
榮
於
我
復
何
關　
　

世
榮　

我
に
於
て　

復
た
何
ぞ
關
ら
ん

【
訳
文
】
竹
皮
の
草
鞋
と
藤
の
杖
で
、
小
川
の
流
れ
を
渉
り
、
松
や
竹
を
通
る

山
霧
の
中
を
散
歩
す
る
。
心
が
山
水
に
酔
い
し
れ
て
い
る
の
を
自
ら
笑
い
、
身

体
は
画
の
中
の
人
の
よ
う
に
な
っ
て
帰
る
の
に
気
づ
き
も
し
な
い
。
桑
を
と
ぼ

そ
に
す
る
処
士
と
言
え
ば
、
名
は
も
と
も
と
原
憲
だ
し
、
裏
店
に
喜
ん
で
暮
ら
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す
先
生
と
言
え
ば
、
姓
は
も
と
も
と
顔
回
だ
。
こ
う
し
た
貧
に
甘
ん
ず
る
気
持

ち
で
非
常
に
喜
ば
し
い
の
は
、
既
に
古
人
の
例
が
あ
る
こ
と
だ
。
世
間
で
の
営

達
な
ど
、
私
が
ど
う
し
て
二
度
と
関
わ
ろ
う
か
。

○
松
嵐
竹
霧　

松
竹
嵐
霧
と
同
じ
。
互
文
。　

○
桒
樞　

桑
の
木
の
と
ぼ
そ
。

貧
居
の
喩
え
。「
原
憲
居
魯
…
桑
以
為
樞
」『
莊
子
』
雜
篇
・
讓
王　

○
陋
巷　

う
ら
だ
な
。「
賢
哉
、
回
也
。
一
簞
食
、
一
瓢
飲
、
在
陋
巷
。」『
論
語
』
雍
也
。　

○
世
榮
「
不
義
而
富
且
貴
、
於
我
如
浮
雲
。」（『
論
語
』
述
而
）
と
同
意
。

◎
前
聯
は
起
聯
を
展
開
し
、
後
聯
は
尾
聯
「
古
人
」
を
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
。

全
体
と
し
て
、
前
半
四
句
で
山
居
の
内
容
を
、
後
半
四
句
で
隠
遁
生
活
の
覚
悟

を
述
べ
る
構
成
で
あ
る
。

◎
上
平
声
十
五
刪
。

92
　
◇
16

元
愛
地
偏
因
性
偏　
　

元
と
地
の
偏
な
る
を
愛
す
る
は　

性
の
偏
な
る
に
因
る

不
妨
人
喚
我
為
顛　
　

妨
げ
ず　

人
の
我
を
喚
て
顛
と
為
す
こ
と
を

朝
兼
草
露
収
山
藥　
　

朝　

草
露
を
兼
て
山
藥
を
収
め

夜
帯
松
風
烹
澗
泉　
　

夜　

松
風
を
帯
て
澗
泉
を
烹
る

有
節
工
夫
生
夢
裡　
　

節
有
り　

工
夫　

夢
裡
に
生
ぜ
ん

無
端
穏
字
到
吟
邊　
　

端
無
く
も　

穏
字　

吟
邊
に
到
る

閑
中
事
業
君
知
否　
　

閑
中
の
事
業　

君　

知
る
や
否
や

探
得
詩
函
改
舊
聯　
　

詩
函
を
探
り
得
て　

舊
聯
を
改
む

后
聯
道
沈
吟
之
状
尤
工
。
其
刻
意
若
是
宜
哉
其
詩
日
進
也
。

后
聯
、沈
吟
の
状
を
道
て
尤
も
工
な
り
。
其
の
刻
意
、是
の
若
し
。
宜
な
る
か
な
、

其
の
詩
、
日
々
に
進
む
や
。

【
訳
文
】
も
と
も
と
辺
鄙
な
土
地
が
好
き
な
の
は
性
格
が
変
わ
っ
て
い
る
か
ら

だ
。
ま
っ
た
く
か
ま
わ
な
い
、
人
が
私
が
狂
っ
て
い
る
と
呼
ぶ
事
も
。
朝
に
は
、

草
の
露
と
い
っ
し
ょ
に
山
の
薬
草
を
集
め
獲
っ
て
、
夜
に
は
、
松
風
を
帯
び
て

谷
川
の
湧
き
水
を
沸
か
す
。
区
切
り
が
あ
っ
て
、
詩
の
工
夫
が
夢
の
中
に
生
ま

れ
る
の
で
あ
ろ
う
、
ひ
ょ
っ
こ
り
と
、
適
切
な
表
現
の
字
が
、
詩
を
作
っ
て
い

る
と
こ
ろ
に
や
っ
て
く
る
。
さ
て
、
詩
を
作
ら
な
い
時
、
暇
な
時
の
仕
事
を
、

君
は
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
詩
の
箱
か
ら
以
前
作
っ
た
聯
を
探
し
て
出
し
て

推
敲
す
る
の
だ
。

後
聯
は
、
苦
吟
の
状
況
を
述
べ
て
非
常
に
巧
で
あ
る
。
そ
の
苦
心
は
、
こ
れ
ほ

ど
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
な
こ
と
だ
、
そ
の
詩
が
日
々
進
歩
し
て
い
る
の
は
。

○
地
偏　
「
心
遠
地
自
偏
。」「
飮
酒
其
五
」（
晉
・
陶
潛
）

◎
前
の
詩
と
構
成
と
し
て
は
同
じ
で
、
前
聯
は
起
聯
の
具
体
的
展
開
で
、
後
聯

は
尾
聯
の
具
体
的
前
提
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
半
四
句
が
後
半
四
句
の
前
提
と

な
る
構
成
で
あ
る
。

◎
下
平
声
一
先
。
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『
卜
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集
巻
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注
釈
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）
山
居
三
十
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93
　
◇
17

斜
倚
雲
根
架
小
橋　
　

斜
に
雲
根
に
倚
て　

小
橋
を
架
す

非
通
酒
舎
乃
僧
寮　
　

酒
舎
に
通
ず
る
に
非
ん
ば
乃
ち
僧
寮

半
叢
殘
菊
經
霜
健　
　

半
叢
の
殘
菊　

霜
を
經
て
健
に

一
水
餘
烟
至
午
消　
　

一
水
の
餘
烟　

午
に
至
て
消
ず

墨
為
嫌
埃
頻
滌
硯　
　

墨
は
埃
を
嫌
ふ
が
為
に
頻
に
硯
を
滌
ひ

茶
因
愛
氣
密
封
瓢　
　

茶
は
氣
を
愛
す
る
に
因
て
密
に
瓢
を
封
ず

閑
来
更
取
唐
詩
批　
　

閑
来　

更
に
唐
詩
を
取
て
批
す

得
意
之
塲
在
寂
寥　
　

得
意
の
塲
は
寂
寥
に
在
り

【
訳
文
】
あ
ぶ
な
っ
か
し
く
、
山
の
高
所
に
小
さ
な
橋
を
渡
し
て
あ
る
。
酒
屋

に
通
ず
る
以
外
に
は
、
僧
の
寮
へ
通
ず
る
く
ら
い
だ
。
叢
の
半
分
の
残
っ
た
菊

は
、
秋
の
冷
気
を
あ
び
て
か
え
っ
て
生
き
生
き
と
し
、
一
本
の
川
の
消
え
残
っ

た
霧
は
、
昼
に
な
っ
て
す
っ
か
り
消
え
た
。
墨
と
言
え
ば
、
埃
を
嫌
う
の
で
頻

り
に
硯
を
洗
い
、茶
と
言
え
ば
、そ
の
生
気
を
好
む
の
で
瓢
箪
に
密
封
し
て
お
く
。

暇
が
あ
れ
ば
、
更
に
唐
詩
を
取
り
出
し
て
批
評
す
る
。
そ
の
最
も
意
に
適
う
箇

所
は
寂
寥
の
詩
で
あ
る
。

◎
起
聯
と
前
聯
は
、大
風
景
と
小
風
景
の
関
係
で
、後
聯
は
尾
聯
で
言
う
「
更
に
」

の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
前
半
四
句
は
景
、
後
半
は
山
居
の
情
を
述
べ
る
。

◎
下
平
声
二
蕭

94
　
◇
18

柴
門
深
鎖
被
雲
包　
　

柴
門　

深
く
鎖
し
て　

雲
に
包
ま
る

萬
事
渾
於
箇
裏
抛　
　

萬
事　

渾
て
箇
の
裏
に
於
て
抛
つ

幽
味
厭
煩
兼
客
斷　
　

幽
味　

煩
を
厭
て　

客
と
斷
つ
も

閑
情
愛
淡
與
僧
交　
　

閑
情　

淡
を
愛
し
て　

僧
と
交
は
る

一
篇
花
譜
添
評
寫　
　

一
篇
の
花
譜　

評
を
添
て
寫
し

數
巻
山
書
省
注
抄　
　

數
巻
の
山
書　

注
を
省
て
抄
す

半
夜
人
清
天
正
霽　
　

半
夜　

人　

清
く
し
て　

天　

正
に
霽
る

亭
々
寒
月
中
松
梢　
　

亭
々
た
る
寒
月　

松
梢
に
中
る

花
譜
一
篇
耳
。
故
添
評
寫
之
。
山
書
則
數
巻
所
以
省
注
而
抄
也
。
前
對
厭
煩
愛

淡
之
意
也
。

花
譜
、
一
篇
の
み
、
故
に
評
を
添
へ
、
之
を
寫
す
。
山
書
、
則
ち
數
巻
、
注
を

省
て
抄
す
る
所
以
な
り
。
前
對
、
煩
を
厭
ひ
淡
を
愛
す
る
の
意
な
り
。

【
訳
文
】
粗
末
な
柴
の
門
戸
を
深
く
鎖
し
て
、
あ
た
り
は
雲
に
包
ま
れ
て
い
る
。

万
事
は
全
て
こ
の
場
所
で
は
放
棄
し
て
い
る
。
静
か
な
味
を
求
め
、
煩
わ
し
い

の
を
嫌
っ
て
客
は
断
っ
て
い
る
が
、
閑
か
な
気
持
ち
で
、
淡
い
の
を
好
ん
で
僧

と
だ
け
は
交
流
し
て
い
る
。
一
篇
の
花
の
図
鑑
に
、
評
語
を
添
え
て
手
づ
か
ら

写
し
、
数
巻
の
山
の
書
は
、
注
の
部
分
を
省
い
て
抜
き
書
き
す
る
。
夜
中
に
、

人
は
清
ら
か
な
気
持
ち
に
な
り
、
天
は
ち
ょ
う
ど
晴
れ
て
き
た
。
冬
の
月
が
、
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高
く
聳
え
立
つ
よ
う
に
松
の
梢
の
と
こ
ろ
に
来
た
。

花
の
図
鑑
は
一
篇
だ
け
で
短
い
の
で
評
語
を
添
え
て
写
し
、
山
の
書
は
数
巻
と

長
い
の
で
、
注
を
省
い
て
抜
き
書
き
す
る
。
前
対
は
、
煩
わ
し
い
の
を
嫌
い
、

淡
い
気
持
ち
を
好
む
、
の
意
味
で
あ
る
。

◎
起
聯
を
前
後
聯
で
展
開
し
、
山
居
の
生
活
態
度
を
述
べ
る
。
尾
聯
で
は
、
そ

の
心
中
に
ふ
さ
わ
し
い
景
を
描
く
構
成
で
あ
る
。

◎
下
平
声
三
肴
。

95
　
◇
19

許
般
塵
網
得
全
逃　
　

許
般
の
塵
網　

全
く
逃
る
こ
と
を
得
る
も

未
免
身
因
幽
事
労　
　

未
だ
免
れ
ず　

身
は
幽
事
に
因
て
労
す
る
こ
と
を

碁
閣
復
経
消
竹
雨　
　

碁
閣　

経
を
復
し
て　

竹
雨
を
消
じ

琴
窓
案
譜
寫
松
濤　
　

琴
窓　

譜
を
案
じ
て　

松
濤
を
寫
す

山
枯
處
々
多
竒
石　
　

山
は
枯
て　

處
　々

竒
石
多
く

泉
烈
家
々
足
美
醪　
　

泉
は
烈
し
て　

家
　々

美
醪
足
る

五
畝
肥
磽
君
莫
議　
　

五
畝
の
肥
磽　

君　

議
す
る
こ
と
莫
れ

梅
花
標
格
痩
来
高　
　

梅
花
の
標
格　

痩
せ
来
て
高
し

【
訳
文
】
こ
の
よ
う
な
俗
世
間
の
し
が
ら
み
か
ら
完
全
に
逃
れ
る
こ
と
が
で
き

た
が
、
い
ま
だ
に
免
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
の
は
、
風
流
事
に
体
を
労
さ
な
く

て
は
い
け
な
い
こ
と
だ
。
碁
を
打
つ
小
部
屋
で
は
、
経
典
を
復
唱
し
て
、
竹
に

そ
そ
ぐ
雨
音
を
消
し
、
琴
を
弾
く
部
屋
で
は
、
楽
譜
を
考
え
て
松
風
の
音
を
写

し
取
る
。
山
は
枯
れ
て
、到
る
と
こ
ろ
名
石
奇
石
が
多
く
、湧
き
水
は
激
し
く
て
、

家
々
で
は
美
し
い
酒
が
十
分
あ
る
。
五
畝
の
土
地
が
肥
え
て
い
る
の
痩
せ
て
い

る
の
と
言
わ
な
い
で
欲
し
い
。
梅
花
の
品
格
と
い
う
の
は
、
痩
せ
て
い
て
こ
そ

な
の
だ
か
ら
。

◎
前
聯
は
起
聯
を
具
体
的
に
展
開
さ
せ
、
後
聯
は
尾
聯
の
具
体
的
前
提
で
あ
る
。

前
半
四
句
は
第
八
句
の
「
標
格
」
の
具
体
的
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

◎
下
平
声
四
豪
。

96
　
◇
20

微
風
淡
々
弄
陽
和　
　

微
風　

淡
々
と
し
て　

陽
和
を
弄
す

野
鳥
相
呼
入
薜
蘿　
　

野
鳥　

相
呼
て　

薜
蘿
に
入
る

遠
岸
添
花
雲
色
重　
　

遠
岸　

花
を
添
て　

雲
色　

重
く

近
隣
隔
竹
雨
聲
多　
　

近
隣　

竹
を
隔
て
て　

雨
聲　

多
し

如
非
道
士
携
経
到　
　

如
し
道
士
の
経
を
携
へ
到
る
に
非
ず
ん
ば

必
有
山
人
載
酒
過　
　

必
ず
山
人
の
酒
を
載
て
過
る
有
り

薄
暮
客
帰
眠
亦
醒　
　

薄
暮　

客
帰
り　

眠
り　

亦
た
醒
む

香
烟
一
篆
遶
書
窠　
　

香
烟　

一
篆　

書
窠
を
遶
る

七
之
句
曰
客
歸
眠
亦
醒
其
對
客
眠
可
知
矣
坐
忘
之
意
在
文
字
之
外
而
可
掬
也
。
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山
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旬　
『
卜
居
集
巻
之
下
』
注
釈
（
一
）
山
居
三
十
首

七
の
句
、「
客
帰
り
眠
り
亦
た
醒
む
」
を
曰
ふ
。
其
の
、
客
に
對
し
て
眠
る
、
を

知
る
べ
し
。
坐
忘
の
意
、
文
字
の
外
に
在
り
て
、
掬
す
べ
き
な
り
。

【
訳
文
】
そ
よ
風
が
あ
っ
さ
り
と
、
の
ど
か
な
春
景
色
を
弄
ぶ
よ
う
に
吹
き
、

野
の
鳥
は
互
い
に
呼
び
あ
っ
て
蔦
蔓
の
中
に
入
っ
て
い
く
。
遠
く
の
岸
べ
に
は

花
が
見
え
景
色
に
添
え
て
い
る
が
、
霞
は
重
く
垂
れ
込
め
、
隣
近
所
と
は
竹
薮

を
隔
て
て
い
る
の
で
、雨
に
あ
た
っ
て
音
が
大
き
い
。こ
こ
に
や
っ
て
来
る
の
は
、

も
し
経
典
を
携
え
て
や
っ
て
来
る
道
士
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
必
ず
酒
を
積
ん

で
過
ぎ
る
木
こ
り
な
の
で
あ
る
。
夕
暮
れ
時
、
客
が
帰
っ
て
、
私
は
眠
り
そ
し

て
目
が
覚
め
る
。
そ
う
す
る
と
、
お
香
の
、
篆
書
の
よ
う
な
煙
が
一
筋
、
書
斎

を
め
ぐ
っ
て
い
る
の
だ
。

第
七
句
め
の
、「
客
が
帰
っ
て
眠
り
が
醒
め
た
」
と
言
う
そ
の
意
味
は
、「
客
が

い
る
の
に
眠
っ
て
い
た
」
の
に
気
づ
く
べ
き
だ
。
無
我
の
境
地
に
遊
ぶ
意
味
が
、

書
い
て
あ
る
文
字
以
外
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
を
、
読
み
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

◎
起
聯
で
春
の
大
風
景
を
述
べ
、
前
聯
で
そ
れ
を
遠
近
の
小
風
景
に
展
開
す
る
。

後
聯
は
第
七
句
「
客
」
を
具
体
的
に
述
べ
た
も
の
で
、
前
半
四
句
は
春
景
、
後

半
四
句
は
そ
の
中
で
山
居
の
一
場
面
を
述
べ
る
構
成
で
あ
る
。

◎
下
平
声
五
歌
。

97
　
◇
21

書
窠
詩
窖
我
生
涯　
　

書
窠　

詩
窖　

我
が
生
涯

鞍
馬
葢
車
寧
足
誇　
　

鞍
馬　

葢
車　

寧
ぞ
誇
る
に
足
ら
ん
や

丘
壑
興
如
波
底
月　
　

丘
壑
の
興
は
波
底
の
月
の
如
く

市
朝
事
似
雨
前
花　
　

市
朝
の
事
は
雨
前
の
花
に
似
た
り

月
光
雖
汲
常
無
盡　
　

月
光　

汲
む
と
雖
ど
も　

常
に
盡
る
こ
と
無
く

花
色
一
衰
終
叵
加　
　

花
色　

一
た
び
衰
る
と
き
は　

終
に
加
ふ
べ
か
ら
ず

寄
語
世
間
多
少
士　
　

語
を
寄
す　

世
間
多
少
の
士

莫
貪
富
貴
忘
烟
霞　
　

富
貴
を
貪
て
烟
霞
を
忘
る
る
こ
と
莫
か
れ

丘
壑
興
承
詩
書
市
朝
事
承
車
馬
。
以
第
五
觧
第
三
以
第
六
觧
第
四
以
富
貴
烟
霞

結
之
。
一
竒
體
也
。
連
詠
之
間
所
以
避
雷
同
也
已
。

丘
壑
の
興
、
詩
書
を
承
け
、
市
朝
の
事
、
車
馬
を
承
く
。
第
五
を
以
て
第
三
を

觧
き
、第
六
を
以
て
第
四
を
觧
き
、富
貴
烟
霞
を
以
て
之
を
結
ぶ
。
一
竒
體
な
り
。

連
詠
の
間
、
雷
同
を
避
く
る
所
以
な
る
の
み
。

【
訳
文
】
書
斎
で
詩
に
ひ
た
る
人
、
そ
れ
が
我
が
生
涯
だ
。
鞍
を
置
い
た
良
馬

や
天
蓋
の
附
い
た
豪
奢
な
車
な
ど
、
ど
う
し
て
誇
る
に
値
し
よ
う
か
。
山
の
興

趣
は
波
に
映
る
月
の
よ
う
で
、
街
中
の
事
は
雨
の
前
の
花
に
似
て
い
る
。
そ
の

わ
け
は
、
月
の
光
は
、
い
く
ら
汲
ん
で
も
常
に
尽
き
る
こ
と
が
な
い
が
、
花
の

色
は
、
一
た
び
衰
え
る
と
、
も
う
付
け
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
。

だ
か
ら
言
葉
を
送
ろ
う
、
世
間
の
多
く
の
人
々
よ
、
富
貴
を
貪
っ
て
風
流
を
忘
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れ
て
は
い
け
な
い
、
と
。

第
三
句
「
丘
壑
の
興
」
は
、
第
一
・
二
句
の
「
詩
・
書
」
を
受
け
、
第
四
句
「
市

朝
の
事
」
は
、
や
は
り
第
一
・
二
句
の
「
車
・
馬
」
を
受
け
て
い
る
。
第
五
句
で

第
三
句
を
解
き
明
か
し
、第
六
句
で
第
四
句
を
解
き
明
か
す
。そ
し
て
第
八
句「
富

貴
・
烟
霞
」
で
全
体
を
結
ぶ
。
珍
し
い
一
形
式
で
あ
る
。
連
作
の
中
間
で
、
他

の
詩
と
似
通
う
の
を
避
け
た
所
以
で
あ
る
。

○
書
窠　

前
詩
の
末
尾
「
書
窠
」
を
継
い
で
い
る
。　

○
叵　

不
可
の
合
字
。

◎
中
野
素
堂
評
に
あ
る
よ
う
に
、
一
、三
、五
句
と
二
、四
、六
句
が
そ
れ
ぞ
れ
一

連
と
な
っ
て
、
前
者
が
第
八
句
の
「
烟
霞
」
後
者
が
「
富
貴
」
を
受
け
る
構
成

と
な
っ
て
い
る
。
素
堂
が
「
一
奇
体
」
と
い
う
こ
う
し
た
構
成
は
以
前
に
も
あ
っ

た
が
、三
句
か
ら
五
句
は「
月
」四
句
か
ら
六
句
は「
花
」と
字
を
重
用
し
て
お
り
、

続
き
方
が
よ
り
明
確
で
あ
る
。

◎
下
平
声
六
麻
。

98
　
◇
22

屋
後
園
庭
三
畝
強　
　

屋
後
の
園
庭　

三
畝
強

四
時
将
欲
貯
群
芳　
　

四
時　

将
に
群
芳
を
貯
ん
と
欲
す

随
僧
受
保
落
花
咒　
　

僧
に
随
て
落
花
を
保
す
る
の
咒
を
受
て

因
客
求
醫
病
竹
方　
　

客
に
因
て
病
竹
を
醫
す
る
の
方
を
求
む

山
雨
到
頭
雲
脚
重　
　

山
雨　

到
頭　

雲
脚
重
く

林
風
過
底
水
聲
香　
　

林
風　

過
底　

水
聲
香
し

無
涯
景
象
晨
昏
改　
　

涯
無
き
景
象　

晨
昏
に
改
る

都
属
幽
人
醉
一
塲　
　

都
て
幽
人
に
属
し
て　

醉
ふ
こ
と
一
塲
せ
し
む

三
四
之
句
頗
僻
。

三
四
の
句
、
頗
る
僻
。

【
訳
文
】
建
物
の
後
ろ
の
庭
は
三
畝
強
の
広
さ
で
、
四
季
折
々
、
様
々
な
花
々

を
貯
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
僧
に
従
っ
て
落
花
を
防
ぐ
た
め
の
呪
文
を
受
け
て
、

客
か
ら
病
竹
を
治
す
方
法
を
求
め
る
。
山
の
雨
が
到
る
と
こ
ろ
で
は
、
雲
が
脚

の
よ
う
に
重
く
伸
び
、林
の
風
が
過
ぎ
る
下
で
は
、川
音
が
香
し
く
感
じ
ら
れ
る
。

涯
も
な
く
風
景
は
朝
晩
に
入
れ
替
わ
る
。
そ
れ
ら
は
全
て
私
の
よ
う
な
風
流
人

の
も
の
で
、
一
回
ず
つ
酔
わ
せ
て
く
れ
る
。

第
三
・
四
句
は
、
や
や
変
わ
っ
て
い
る
。

○
醉
一
場　

唐
・
白
居
易
「
感
櫻
桃
花
因
招
飲
客
」
詩
に
「
誰
能
聞
此
來
相
勸
、

共
泥
春
風
醉
一
場
。」
の
句
が
あ
る
。

◎
前
聯
は
起
聯
を
具
体
的
に
展
開
し
た
も
の
。
そ
の
前
半
四
句
と
後
聯
を
第
七

句
「
景
象
」
で
受
け
て
結
ぶ
構
成
で
あ
る
。

◎
下
平
声
七
陽
。
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農
舎
春
深
斷
送
迎　
　

農
舎　

春　

深
く
し
て　

送
迎
を
斷
つ

溪
光
山
色
總
閑
清　
　

溪
光　

山
色　

總
て
閑
清

飛
花
満
地
人
不
掃　
　

飛
花　

満
地　

人　

掃
は
ず

落
日
孤
村
鳥
自
啼　
　

落
日　

孤
村　

鳥　

自
ら
啼
く

貧
去
唯
慙
添
酒
債　
　

貧
し
去
て　

唯
だ
慙
づ　

酒
債
を
添
ふ
る
こ
と
を

病
来
不
管
少
詩
名　
　

病
来　

管
せ
ず　

詩
名
を
少か

く
を

醒
疑
醉
裡
瞢
騰
夢　
　

醒
て
疑
ふ　

醉
裡　

瞢
騰
の
夢

何
事
更
追
流
水
行　
　

何
事
の
更
に
流
水
を
追
て
行
く

前
對
柳
垞
得
意
處
凡
施
圏
點
者
皆
然
通
百
世
詩
家
不
得
廢
者
也
。

前
對
、
柳
垞
、
得
意
の
處
な
り
。
凡
そ
圏
點
を
施
す
者
、
皆
な
然
り
。
百
世
を

通
じ
て
、
詩
家
の
廢
す
る
を
得
ざ
る
者
な
り
。

【
訳
文
】
農
家
で
は
、
春
も
深
ま
っ
て
客
の
送
迎
は
す
っ
か
り
絶
っ
て
い
る
。

谷
川
の
風
景
や
山
の
景
色
、
す
べ
て
人
に
見
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
清
ら
か
だ
。

飛
び
散
っ
た
花
び
ら
は
地
面
い
っ
ぱ
い
で
、
だ
れ
も
掃
い
も
し
な
い
が
、
孤
絶

し
た
村
に
日
が
沈
み
か
か
る
こ
ろ
、そ
れ
で
も
鳥
は
自
然
に
鳴
く
。
貧
乏
し
き
っ

て
い
る
が
、
た
だ
慙
じ
る
の
は
、
酒
の
借
り
が
あ
る
こ
と
だ
け
で
、
病
し
て
か

ら
は
、
詩
名
の
あ
が
ら
な
い
こ
と
な
ど
ど
う
で
も
よ
く
な
っ
た
。
酔
っ
て
い
る

最
中
に
う
っ
と
り
と
夢
み
た
の
を
、醒
て
か
ら
は
疑
わ
し
く
な
る
。夢
の
中
で
は
、

何
の
た
め
に
更
に
水
の
流
れ
を
追
い
か
け
て
行
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
現
状
に
満

足
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
桃
源
郷
を
求
め
な
く
て
も
い
い
の
に
。

前
対
は
、
詩
佛
の
得
意
の
箇
所
で
あ
る
。
ま
ず
、
詩
に
圏
点
を
加
え
て
批
評
す

る
ほ
ど
の
者
な
ら
誰
で
も
そ
う
す
る
だ
ろ
う
。
百
代
の
後
ま
で
も
、
詩
人
と
し

て
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
作
品
で
あ
る
。

◎
第
一
句
は
三
句
、
第
二
句
は
四
句
に
展
開
し
、
山
居
の
孤
高
と
閑
静
な
景
を

述
べ
、
後
聯
は
尾
聯
「
醉
裡
」
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
前
半
部
は
、
流
水
を

追
う
必
要
が
な
い
と
い
う
第
八
句
の
前
提
と
な
る
構
成
で
あ
る
。

◎
下
平
声
八
庚
。「
啼
」
は
上
平
声
八
齊
の
韻
目
。「
鳴
」（
下
平
声
八
庚
）
か
。

100
　
◇
24

鳥
啼
響
枕
睡
初
醒　
　

鳥
啼　

枕
に
響
て　

睡
り
初
て
醒
む

日
影
時
移
午
欲
亭　
　

日
影　

時
移
り
て　

午　

亭
な
ら
ん
と
欲
す

摘
菜
應
唯
従
竈
婢　
　

菜
を
摘
む　

應
に
唯
だ
竈
婢
に
従
す
べ
し

灌
園
何
必
課
畦
丁　
　

園
に
灌
ぐ　

何
ぞ
必
ず
し
も
畦
丁
を
課
せ
ん

蕉
元
一
種
佳
牋
紙　
　

蕉
は
元
と
一
種
の
佳
牋
紙

山
是
天
然
好
画
屏　
　

山
は
是
れ
天
然
の
好
画
屏

満
眼
風
光
取
無
禁　
　

満
眼
の
風
光　

取
る
と
も
禁
ず
る
こ
と
無
し

多
々
皆
入
我
詩
馨　
　

多
　々

皆
な
我
が
詩
に
入
て
馨
し



−226−

成
蹊
人
文
研
究　

第
二
十
一
号
（
二
〇
一
三
）

額
聯
隠
居
之
實
境
可
嘉
。

額
聯
、
隠
居
の
實
境
、
嘉
す
べ
し
。

【
訳
文
】
鳥
の
鳴
き
声
が
、
枕
元
に
響
い
て
眠
り
か
ら
や
っ
と
覚
め
た
。
日
の

影
は
、
時
に
従
っ
て
移
っ
て
い
き
、
も
う
正
午
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。
野
菜

を
摘
む
の
は
、
た
だ
炊
事
婦
に
任
せ
よ
う
と
思
う
が
、
庭
に
水
を
撒
く
の
は
、

ど
う
し
て
必
ず
し
も
作
男
に
や
ら
せ
る
ま
で
も
な
い
。
芭
蕉
の
葉
は
も
と
も
と

一
種
の
美
し
い
紙
と
言
え
る
し
、
山
々
は
ま
さ
に
天
然
の
素
晴
ら
し
い
画
の
屏

風
だ
。
目
い
っ
ぱ
い
に
ひ
ろ
が
る
風
景
は
い
く
ら
で
も
取
り
放
題
だ
。
多
く
の

風
景
は
皆
な
私
の
詩
の
中
に
入
っ
て
も
ら
っ
て
、
り
っ
ぱ
に
な
っ
て
い
る
。

前
聯
は
、
隠
居
の
実
際
の
様
子
で
、
な
か
な
か
よ
い
。

◎
前
半
四
句
は
隠
居
の
実
際
、
後
聯
は
周
囲
の
環
境
、
尾
聯
で
両
方
の
関
係
を

述
べ
て
ま
と
め
る
構
成
で
あ
る
。

◎
下
平
声
九
青
。

101
　
◇
25

未
容
人
用
酒
仙
稱　
　

未
だ
容
さ
ず　

人
の
酒
仙
を
用
て
稱
す
る
こ
と
を

痩
盡
茲
身
興
自
仍　
　

茲
の
身
を
痩
せ
盡
し
て　

興　

自
ら
仍
る

醉
眼
看
花
明
作
暈　
　

醉
眼　

花
を
看
れ
ば　

明　

暈
を
作
す

詩
腸
説
水
冷
生
癥　
　

詩
腸　

水
を
説
け
ば　

冷　

癥
を
生
ず

穿
来
叢
竹
呼
飢
鶴　
　

叢
竹
を
穿
ち
来
り
て　

飢
鶴
を
呼
び

踏
破
深
苔
訪
病
僧　
　

深
苔
を
踏
破
し
て　

病
僧
を
訪
ふ

冉
々
溪
烟
天
欲
晩　
　

冉
々
た
る
溪
烟　

天　

晩
れ
ん
と
欲
す

夕
陽
斜
射
亂
雲
層　
　

夕
陽　

斜
に
射
る　

亂
雲
の
層

【
訳
文
】
ま
だ
ま
だ
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
、
人
が
酒
仙
と
私
を
呼
ぶ
こ
と
は
。

そ
う
は
い
っ
て
も
、
こ
の
身
は
痩
せ
き
っ
た
の
で
、
自
然
に
興
も
増
え
て
き
た
。

例
え
ば
、
酔
っ
た
眼
で
花
を
見
れ
ば
、
明
る
さ
に
暈
が
生
じ
る
し
、
詩
の
心
か
ら
、

酒
で
な
い
た
だ
の
水
を
表
現
す
れ
ば
、
冷
た
さ
に
腸
に
し
こ
り
が
で
き
る
よ
う

だ
。
竹
薮
を
穿
つ
よ
う
に
通
り
飢
え
た
鶴
を
呼
び
、
深
い
苔
を
踏
ん
で
、
病
い

の
僧
を
訪
ね
る
。
し
な
や
か
な
谷
川
の
靄
が
出
て
き
て
、
空
も
晩
れ
よ
う
と
し

て
い
る
。
夕
陽
が
斜
に
、
乱
れ
雲
の
層
か
ら
射
し
て
い
る
。　

○
酒
仙　

杜
甫
の
「
飲
中
八
仙
歌
」
に
李
白
を
描
い
て
「
自
称
臣
是
酒
中
仙
」

の
句
が
あ
る
。

◎
起
聯
の
酒
仙
の
興
を
前
聯
で
具
体
的
に
展
開
す
る
。
後
聯
は
、
第
七
句
「
天

欲
晩
」
の
前
の
時
間
の
行
動
を
示
す
。
前
半
四
句
は
山
居
の
一
般
的
な
感
慨
で

あ
り
、
後
半
は
あ
る
日
あ
る
時
の
情
景
で
あ
る
。

◎
下
平
声
十
蒸

102
　
◇
26
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亂
雲
層
裡
草
堂
幽　
　

亂
雲
層
裡　

草
堂　

幽
な
り

風
物
且
看
終
古
稠　
　

風
物　

且
つ
看
る　

終
古
に
稠
き
を

壊
道
草
荒
藤
上
石　
　

壊
道　

草
荒
て　

藤　

石
に
上
り

斷
橋
苔
合
竹
臨
流　
　

斷
橋　

苔
合
し
て　

竹　

流
に
臨
む

花
朝
有
句
命
児
寫　
　

花
朝　

句
有
り　

児
に
命
じ
て
寫
さ
し
め

月
夕
無
醪
與
婦
謀　
　

月
夕　

醪
無
し　

婦
と
謀
る

疎
懶
頼
因
逢
聖
世　
　

疎
懶　

頼
に
聖
世
に
逢
ふ
に
因
て

未
知
進
退
先
人
憂　
　

未
だ
知
ら
ず　

進
退
の
人
に
先
じ
て
憂
る
こ
と
を

齊
韻
青
韻
詩
起
句
承
前
詩
合
句
麻
韻
及
此
詩
起
頭
用
前
詩
末
字
造
意
不
一
所
以

使
人
不
厭
看
也
。

齊
韻
・
青
韻
の
詩
の
起
句
、
前
詩
の
合
句
を
承
く
。
麻
韻
、
及
び
此
の
詩
、
起
頭
、

前
詩
の
末
字
を
用
ゐ
る
。
造
意
、
一
な
ら
ず
。
人
を
し
て
看
る
を
厭
は
ざ
ら
し

む
所
以
な
り
。

【
訳
文
】
乱
れ
雲
が
重
な
る
中
に
、
草
堂
が
ひ
っ
そ
り
と
建
っ
て
い
る
。
そ
こ

の
風
物
は
、
長
い
年
月
に
茂
っ
て
い
る
の
を
、
あ
ち
こ
ち
で
見
る
。
例
え
ば
、

壊
れ
た
道
で
は
、
草
が
荒
れ
放
題
で
、
藤
の
ツ
タ
は
石
に
は
い
上
っ
て
お
り
、

落
ち
て
渡
れ
ぬ
橋
で
は
、
苔
が
合
わ
さ
っ
て
、
竹
は
流
れ
に
に
臨
む
よ
う
に
伸

び
て
い
る
。
春
の
花
の
朝
に
は
、詩
句
が
で
き
、児
に
命
じ
て
写
さ
せ
て
お
く
が
、

秋
の
月
の
夕
べ
に
は
、
ど
ぶ
ろ
く
も
な
い
の
で
、
妻
と
算
段
を
す
る
。
も
の
ぐ

さ
な
人
間
で
あ
る
が
、
幸
い
に
よ
く
治
ま
っ
た
世
に
め
ぐ
り
逢
っ
た
の
で
、
い

ま
だ
に
、
国
が
進
む
か
退
く
か
を
民
よ
り
先
に
心
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な

ど
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

上
平
声
八
齊
の
韻
の
詩
と
下
平
声
九
青
の
韻
の
詩
の
一
句
目
は
、
前
の
詩
の
最

後
の
句
の
内
容
を
受
け
て
い
る
。
ま
た
、
下
平
声
六
麻
の
韻
の
詩
と
こ
の
詩
は
、

一
句
目
の
冒
頭
、
前
の
詩
の
末
の
字
を
用
い
て
い
る
。
そ
の
工
夫
は
、
一
通
り

で
は
な
い
。
読
者
に
飽
き
さ
せ
な
い
た
め
で
あ
る
。

○
先
人
憂　
「
先
憂
後
楽
」
の
成
語
が
あ
る
。
民
衆
に
先
だ
っ
て
天
下
の
こ
と
を

憂
え
、
民
衆
が
生
活
を
楽
し
め
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
ち
、
楽
し
む
。
政
治

家
た
る
者
の
心
が
け
。〔
范
仲
淹
・
岳
陽
楼
記
〕

◎
八
齊
の
詩
は
本
稿
で
は
通
し
番
号
84
、
九
青
の
詩
は
100
、
六
麻
の
詩
は
97
で

あ
る
。

◎
第
一
句
「
幽
」
を
前
聯
で
、第
二
句
「
風
物
」
を
後
聯
で
具
体
的
に
展
開
さ
せ
、

前
聯
と
後
聯
を
第
七
句
の
「
疎
懶
」
で
受
け
る
構
成
で
あ
る
。

◎
下
平
声
十
一
尤
。

103
　
◇
27

日
取
詩
牌
費
苦
心　
　

日
々
に
詩
牌
を
取
て
苦
心
を
費
す

心
中
未
受
點
塵
侵　
　

心
中　

未
だ
點
塵
の
侵
す
を
受
け
ず

将
添
鶃
々
足
三
友　
　

将
に
鶃
々
を
添
て
三
友
に
足
さ
ん
と
す
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非
學
呦
呦
試
五
禽　
　

呦
呦
を
學
て
五
禽
を
試
む
る
に
非
ず

風
快
蘋
花
平
岸
緑　
　

風
は
快
な
り　

蘋
花　

平
岸
の
緑

月
竒
蕉
葉
半
床
陰　
　

月
は
竒
な
り　

蕉
葉　

半
床
の
陰

使
人
狂
處
看
々
見　
　

人
を
狂
せ
し
む
る
處　

看
す
み
す
見
よ

別
有
幽
情
一
段
深　
　

別
に
幽
情
一
段
の
深
き
有
り

呦
々
林
和
靖
所
養
鹿
名
。
竒
對
也
。
若
入
楊
博
南
謝
華
啓
秀
則
可
以
壓
巻
矣
。

呦
々
は
、林
和
靖
の
養
ふ
所
の
鹿
の
名
な
り
。
竒
對
な
り
。
若
し
楊
博
南
が
『
謝

華
啓
秀
』
に
入
れ
ば
、
則
ち
以
て
巻
を
壓
す
べ
き
な
り
。

【
訳
文
】
日
々
、
三
十
韻
を
記
し
た
作
詩
用
の
札
を
取
り
上
げ
て
は
苦
心
を
し

て
い
る
。
頭
の
中
は
そ
れ
で
い
っ
ぱ
い
で
、
い
ま
だ
に
わ
ず
か
な
俗
事
も
受
け

付
け
な
い
。
ゲ
キ
ゲ
キ
と
鳴
く
鵞
鳥
を
三
友
に
加
え
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
林

和
靖
の
飼
い
鹿
の
ヨ
ウ
ヨ
ウ
が
ヨ
ウ
ヨ
ウ
と
鳴
く
の
を
学
ん
で
五
禽
と
い
う
動

物
を
真
似
す
る
養
生
法
を
試
み
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
風
は
快
く
吹
き
、
浮

草
の
花
の
緑
は
広
々
し
た
岸
に
い
っ
ぱ
い
で
、
月
は
美
し
く
耀
き
、
芭
蕉
の
葉

の
陰
を
床
半
分
に
落
と
し
て
い
る
。
人
を
狂
わ
せ
る
よ
う
な
苦
吟
を
し
て
い
る

時
、
よ
く
周
り
を
見
つ
め
よ
。
そ
こ
に
は
特
別
に
趣
向
の
一
段
と
深
い
も
の
が

あ
る
の
だ
。

呦
々
と
い
う
の
は
、
宋
の
詩
人
林
和
靖
が
養
っ
て
い
た
鹿
の
名
で
あ
る
。
珍
し

い
対
と
い
え
よ
う
。
も
し
、
明
の
楊
博
南
が
名
対
を
集
め
た
そ
の
著
書
『
謝
華

啓
秀
』
に
入
れ
れ
ば
、
全
巻
の
他
の
対
を
圧
倒
す
る
で
あ
ろ
う
。

○
詩
牌　

上
下
三
十
韻
を
し
る
し
た
紙
、
ま
た
は
木
札
。
詩
会
で
韻
目
を
各
人

に
分
け
る
の
に
用
い
る
。
こ
の
場
合
、
三
十
韻
全
て
を
使
っ
た
こ
の
三
十
首

連
作
の
こ
と
を
言
う
。　

○
鶃
　々

鵞
鳥
の
鳴
き
声
。
鶃
は
鳥
名
。　

○
呦
呦　

鹿
の
鳴
き
声
。
ま
た
、素
堂
評
に
あ
る
よ
う
に
林
和
靖
の
飼
い
鹿
の
名
と
い
う
。　

○
五
禽　

五
禽
戯
。
漢
末
の
名
名
医
華
陀
が
考
え
た
一
種
の
健
康
術
。
五
種
の

禽
獣
の
動
作
を
模
倣
す
る
。
五
種
は
虎
、
鹿
、
熊
、
猿
、
鳥
と
い
う
。　

○
林

和
靖　

林
逋
（
九
六
七
～
一
〇
二
八
年
）
は
宋
代
の
詩
人
。
字
は
君
復
。　

○

楊
博
南　

楊
慎
。
明
の
人
。『
謝
華
啓
秀
』
の
著
者
。　

○
謝
華
啓
秀　

対
句
を

集
め
た
佳
句
集
。

◎
前
聯
は
起
聯
を
具
体
的
に
展
開
し
詩
人
の
心
中
を
述
べ
、
第
七
句
の
「
狂
處
」

に
つ
な
が
り
、
後
聯
は
第
八
句
の
「
幽
情
一
段
深
」
の
具
体
的
前
提
と
な
っ
て

い
る
。

◎
下
平
声
十
二
侵
。

104
　
◇
28

山
中
風
味
我
能
諳　
　

山
中
の
風
味　

我　

能
く
諳
ん
ず

只
恨
無
人
可
共
談　
　

只
だ
恨
む　

人
の
共
に
談
ず
べ
き
無
き
こ
と
を

竈
與
地
黄
蒸
白
木　
　

竈
は
地
黄
と
與
に
白
木
を
蒸
し

園
同
蔥
白
斂
黄
柑　
　

園
は
蔥
白
と
同
じ
く
黄
柑
を
斂
む
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老
松
横
水
半
枝
浸　
　

老
松　

水
に
横
て　

半
枝　

浸
し

長
葛
懸
崖
數
蔓
　
　

長
葛　

崖
に
懸
て　

數
蔓　

ふ

牽
杖
閑
行
求
句
去　
　

杖
を
牽
て　

閑
行　

句
を
求
め
去
れ
ば

斜
陽
認
得
欲
成
嵐　
　

斜
陽　

認
め
得
た
り　

嵐
と
成
ん
と
欲
す
る
を

前
聯
老
手
段
。
以
字
法
勝
者
也
。

前
聯
、
老
手
段
。
字
法
を
以
て
勝
る
者
な
り
。

【
訳
文
】
山
の
中
の
食
物
の
味
わ
い
深
さ
と
い
う
も
の
を
、私
は
す
べ
て
わ
か
っ

て
い
て
口
に
上
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
残
念
な
の
は
、
共
に
話
し
合
う
こ
と

が
で
き
る
人
が
い
な
い
こ
と
だ
。
竈
で
は
地
黄
と
共
に
白
木
耳
を
蒸
し
、
庭
で

は
白
蔥
と
い
っ
し
ょ
に
蜜
柑
な
ど
を
集
め
植
え
て
い
る
。
老
い
松
は
川
の
面
に

横
た
わ
っ
て
、
枝
の
半
分
は
水
に
浸
る
ほ
ど
で
、
長
い
葛
は
崖
に
懸
か
っ
て
、

蔓
が
何
本
か
は
び
こ
っ
て
い
る
。
杖
を
撞
い
て
散
歩
し
て
詩
句
を
求
め
行
く
と
、

斜
め
に
か
た
む
く
夕
日
が
、
嵐
気
と
な
ろ
う
と
し
て
い
る
の
を
見
定
め
ら
れ
た
。

前
聯
、
老
練
な
手
段
で
あ
る
。
字
の
用
い
方
が
優
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

○
地
黄　

薬
草
の
名
。　

○
白
木　

白
木
耳
。
茸
の
一
種
で
、不
老
長
寿
の
薬
。　

○
蔥
白　

葱
の
白
い
部
分
。
こ
こ
は
葱
。　

○
黄
柑　

柑
橘
類
の
一
種
。　

○

嵐　

嵐
気
。
山
の
清
ら
か
な
風
や
空
気
。

◎
前
聯
の
字
法
と
は
、
地
黄
と
白
木
、
蔥
白
と
黄
柑
と
白
と
黄
を
逆
に
し
て
対

に
し
た
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。

◎
前
聯
は
、
第
一
句
「
風
味
」
の
具
体
的
展
開
で
、
後
聯
は
第
七
句
「
閑
行
」

の
具
体
的
な
景
で
あ
る
。
前
半
の
「
無
人
可
共
談
」
が
後
半
の
「
閑
行
」
に
つ

な
が
る
。

◎
下
平
声
十
三
覃
。

105
　
◇
29

更
覺
寒
威
漸
々
添　
　

更
に
覺
ふ　

寒
威　

漸
々
と
添
ふ
る
を

雨
聲
忽
急
霰
聲
兼　
　

雨
聲　

忽
ち
急
に
し
て　

霰
聲　

兼
ぬ

児
扶
避
漏
移
藜
榻　
　

児
に
扶
れ
て　

漏
を
避
て　

藜
榻
を
移
し

手
自
修
窗
補
紙
簾　
　

手
自
ら　

窗
を
修
て　

紙
簾
を
補
ふ

近
日
詩
皆
因
病
得　
　

近
日
の
詩
は
皆
な
病
に
因
て
得

来
春
晴
預
為
花
占　
　

来
春
の
晴
は
預
め
花
の
為
に
占
ふ

傍
人
莫
恠
吾
癡
了　
　

傍
人　

恠
し
む
こ
と
莫
れ　

吾
が
癡
了
す
る
を

風
雪
之
時
酒
禁
嚴　
　

風
雪
の
時　

酒
禁　

嚴
な
り

【
訳
文
】
一
段
と
、
寒
威
が
じ
わ
じ
わ
と
加
わ
る
の
を
感
じ
る
。
外
で
は
雨
音

が
急
に
起
こ
り
、
霰
の
音
も
交
じ
っ
て
い
る
。
児
に
手
伝
っ
て
も
ら
い
、
雨
漏

り
の
箇
所
を
避
け
て
藜
の
長
椅
子
を
移
動
し
、
手
づ
か
ら
窓
を
修
理
し
て
、
障

子
紙
を
繕
っ
た
。
近
ご
ろ
の
詩
は
皆
な
病
気
か
ら
発
想
を
得
て
い
る
が
、
来
春

こ
そ
は
と
、
そ
の
晴
れ
具
合
を
花
の
た
め
に
予
め
占
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
傍
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ら
の
人
た
ち
よ
、
怪
し
ん
で
は
い
け
な
い
、
私
が
そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
ば
か
り

し
て
い
る
の
を
。こ
の
風
雪
の
寒
い
時
期
は
、病
の
為
の
酒
の
禁
が
特
に
厳
し
く
、

酒
が
飲
め
な
い
の
だ
。

◎
前
聯
は
起
聯
の
具
体
的
展
開
で
、
前
半
は
第
八
句
「
風
雪
之
時
」
を
表
し
、

後
聯
は
第
七
句
「
癡
了
」
の
具
体
的
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
七
句
「
癡
了
」
の

所
以
を
第
八
句
で
述
べ
て
結
ぶ
。

◎
下
平
声
十
四
塩
。

106
　
◇
30

吾
是
常
南
一
布
衫　
　

吾
は
是
れ
常
南
の
一
布
衫

多
年
為
客
落
塵
凡　
　

多
年　

客
と
為
て　

塵
凡
に
落
つ

人
情
寧
怪
冷
於
凍　
　

人
情　

寧
ろ
怪
ん
や　

凍
よ
り
も
冷
な
る
を

世
路
偏
悲
險
似
巉　
　

世
路　

偏
に
悲
し
む　

巉
よ
り
も
險
な
る
を

寒
竹
一
叢
今
孰
領　
　

寒
竹
一
叢　

今　

孰
か
領
す

殘
花
數
點
合
蜂
銜　
　

殘
花
數
點　

合
に
蜂
の
み
銜
む
べ
し

何
時
風
景
得
真
對　
　

何
れ
の
時
か　

風
景　

真
に
對
す
る
を
得
む

須
改
茲
詩
開
韻
函　
　

須
ら
く
茲
の
詩
を
改
め
て
韻
函
を
開
く
べ
し

人
在
市
朝
賦
山
居
之
題
者
多
不
免
為
強
作
徒
言
矣
。
此
一
詩
竒
々
怪
々
實
出
人

意
之
外
。

人
の
市
朝
に
在
て
山
居
の
題
を
賦
す
者
、
多
く
は
強
作
徒
言
を
為
す
を
免
れ
ず
。

此
の
一
詩
、
竒
々
怪
々
、
實
に
人
意
の
外
に
出
づ
。

【
訳
文
】
私
は
常
陸
の
南
の
一
庶
民
に
過
ぎ
な
い
。
長
年
、
旅
人
と
な
っ
て
俗

世
間
の
塵
の
中
に
墜
ち
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
ど
う
し
て
怪
し
も
う
か
、
人
情

が
氷
よ
り
も
冷
た
い
こ
と
を
。
そ
し
て
、
ひ
た
す
ら
悲
し
む
こ
と
だ
、
世
を
渡

る
道
が
切
り
立
っ
た
山
々
よ
り
も
険
し
い
こ
と
を
。
故
郷
で
は
、
冬
の
竹
が
一

群
、
今
は
誰
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
残
っ
た
花
が
数
個
あ
る
が
、

こ
れ
は
蜂
だ
け
が
啄
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
い
つ
に
な
っ
た
ら
、
詩
の
上

で
な
く
本
物
の
風
景
に
対
峙
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
ら
是

非
と
も
詩
の
箱
を
開
い
て
、
こ
の
山
居
の
詩
を
改
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

街
中
に
住
ん
で
い
る
の
に
山
居
の
題
の
詩
を
賦
す
詩
人
の
多
く
は
無
理
で
無
駄

な
言
葉
を
弄
す
る
の
を
免
れ
な
い
。
こ
の
一
詩
は
、
素
晴
ら
し
い
こ
と
に
、
珍

し
く
本
当
に
人
の
意
表
を
突
く
出
来
ば
え
だ
。

○
常
南　

詩
佛
は
常
陸
国
久
慈
郡
袋
田
村
の
生
ま
れ
で
あ
る
。

◎
前
聯
は
第
二
句「
塵
凡
」を
具
体
的
に
述
べ
、後
聯
は
第
一
句
の
故
郷
の「
常
南
」

の
景
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
第
七
句
の
「
風
景
」
の
「
真
」
に
つ
な
が
る
。

第
八
句
は
連
作
全
体
の
結
び
と
な
っ
て
い
る
。

◎
連
作
最
後
の
詩
は
、
こ
の
「
山
居
」
詩
は
江
戸
住
ま
い
の
作
者
が
故
郷
常
陸

の
風
景
を
想
起
し
て
作
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
か
す
、
と
い
う
意
外
な
内
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三
十
首

容
に
な
っ
て
い
る
の
を
、
山
居
を
題
詠
す
る
だ
け
で
な
い
真
情
が
表
れ
て
い
る

点
で
素
堂
は
評
価
し
て
い
る
。

◎
下
平
声
十
五
咸
。


