
｢
見
｣
　
字
　
再
　
考

一
｢
百
里
見
秋
竜
｣
の
解
釈
に
つ
い
て

秋
の
末
つ
か
た
'
鷹
狩
に
随
行
し
て
作
っ
た
｢
観
放
白
鷹
(
二
首
)
｣
と
題
す
る
李

白
の
詩
そ
の
一
は
次
の
よ
う
で
あ
る
｡

八
月
辺
風
高

胡
鷹
自
綿
毛

孤
飛
一
片
雪

盲
里
見
秋
竜

八
月
　
辺
風
高
し

胡
鷹
　
自
綿
毛

孤
飛
す
一
片
の
雪

百
里
　
秋
毒
見
ゆ

高
･
毛
･
竜
を
下
平
四
の
豪
の
韻
で
踏
む
灰
起
式
の
五
言
絶
句
で
あ
る
.
い
ま
'

こ
の
詩
の
解
釈
を
手
許
に
あ
る
三
種
の
本
で
調
べ
て
み
た
｡

A
　
『
李
太
白
詩
集
(
下
)
』
統
国
訳
漢
文
大
成

八
月
秋
の
半
に
於
て
'
辺
地
は
北
風
高
-
吹
き
す
さ
び
'
胡
地
に
産
す
る
白
鷹

は
'
錦
毛
愈
よ
麗
は
し
-
'
ま
こ
と
に
俊
姿
楓
爽
と
い
ふ
べ
き
程
で
あ
る
｡
こ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

れ
を
放
て
ば
'
一
片
の
雪
が
孤
飛
す
る
が
如
-
'
そ
し
て
'
白
鷹
は
'
限
界
百

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

里
に
亘
っ
て
'
秋
竃
の
末
ま
で
も
見
透
し
'
決
し
て
獲
物
を
逃
が
す
ま
い
と
い

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ふ
意
気
込
み
で
あ
る
｡
(
傍
点
筆
者
)

〔
余
論
〕
前
半
は
'
白
鷹
そ
の
物
を
写
し
'
後
半
は
'
こ
れ
を
放
･
つ
た
時
を
写

松
　
尾
　
善
　
弘
(
研
究
紀
要
　
第
三
十
六
巻
)

松
　
尾
　
幸
　
弘

(
一
九
八
四
年
九
月
十
五
日
　
受
理
)

L
t
　
全
首
を
通
じ
て
'
そ
の
姿
態
'
さ
な
が
ら
見
る
が
如
-
で
あ
る
｡

B
　
『
李
白
(
上
)
』
武
部
利
男
注
　
中
国
詩
人
選
集

_

八
月
に
は
国
境
の
風
が
空
高
-
吹
-
｡
え
び
す
の
地
に
産
す
る
鷹
は
'
白
色

で
'
も
よ
う
の
あ
る
毛
が
う
つ
-
し
い
｡
こ
れ
を
放
つ
と
'
ひ
と
り
飛
び
ゆ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

き
'
さ
な
が
ら
一
片
の
雪
の
よ
う
だ
｡
百
里
先
ま
で
行
っ
て
も
毛
の
こ
ま
か
い

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

と
こ
ろ
ま
で
見
え
る
｡

C
　
『
李
太
白
詩
歌
全
解
』
大
野
実
之
助
著
　
早
稲
田
大
学
出
版
部

秋
の
半
ば
頃
八
月
と
な
っ
て
国
辺
の
地
方
に
は
北
風
が
高
-
吹
き
渡
っ
て
'
胡

地
に
座
し
た
鷹
は
白
色
の
錦
毛
い
よ
い
よ
鮮
明
と
な
っ
て
美
し
い
｡
そ
の
鷹
が

一
羽
で
飛
び
獲
物
を
追
う
姿
は
あ
た
か
も
1
片
の
雪
が
飛
散
す
る
よ
う
に
見

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

え
'
首
里
の
遠
い
と
こ
ろ
を
飛
ん
で
い
て
も
秋
塵
の
末
ま
で
明
瞭
に
識
別
で
き

ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ

る
ほ
ど
で
あ
る
｡

結
句
の
｢
百
里
見
秋
竜
｣
に
注
目
し
つ
つ
三
者
の
解
釈
を
比
較
し
て
み
る
と
t
 
A

で
は
'
百
里
も
遠
-
は
な
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
秋
竜
を
見
る
の
は
白
鷹
で
あ
る
｡
つ
ま

り
'
こ
の
句
の
文
法
構
造
を
'
〔
白
鷹
(
主
語
)
首
里
見
秋
竜
(
目
的
語
)
〕
と
と
ら

え
て
い
る
　
P
Q
-
O
で
は
'
百
里
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
見
て
い
る
の
は
作
者
李
白
で
あ

り
'
秋
竜
は
白
鷹
の
そ
れ
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
そ
の
文
法
構
造
は
'
〔
我
(
李
白
)

百
里
見
秋
竜
〕
と
い
う
動
賓
構
造
に
な
る
｡
因
み
に
｢
秋
竜
｣
の
語
釈
は
t
 
A
t
極

め
て
微
細
な
る
も
の
に
誓
ふ
.
B
t
竜
は
細
い
毛
.
動
物
9
毛
は
秋
に
殊
に
細
く
な

三
五
一



｢
見
｣
字
　
再
　
考

る
の
で
'
き
わ
め
て
微
細
な
も
の
を
秋
竜
と
い
う
｡
C
t
秋
と
な
っ
て
寒
さ
の
た
め

に
極
め
て
細
小
と
な
っ
た
鳥
獣
の
毛
の
さ
き
｡

か
つ
て
筆
者
は
｢
見
｣
字
に
0
^
て
論
考
し
た
際
'
こ
の
結
句
に
つ
い
て
言
及

L
t
次
の
四
つ
の
例
解
を
示
し
た
｡

イ
'
百
里
も
遠
-
へ
飛
び
去
っ
た
鷹
の
羽
の
毛
の
先
ま
で
も
見
え
る
｡

P
t
百
里
先
ま
で
飛
ん
で
い
っ
た
贋
そ
の
も
の
が
秋
竜
の
よ
う
に
見
え
る
｡

ハ
'
山
上
か
ら
眺
め
る
と
周
囲
あ
-
ま
で
澄
み
き
っ
て
'
首
里
先
の
秋
毒
ま
で

見
る
こ
と
が
で
き
る
｡

ニ
'
そ
の
胡
贋
は
百
里
先
に
い
る
ど
ん
な
小
さ
な
動
物
を
も
見
つ
け
て
と
び
か

か
る
の
だ
｡

イ
説
は
B
･
C
の
解
釈
で
あ
る
｡
こ
の
場
合
'
｢
秋
毒
｣
を
作
者
が
現
時
点
で
観
て

い
る
白
鷹
の
羽
の
毛
先
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
'
そ
も
そ
も
筆
者
の
疑
問
が
生
じ

た
原
因
が
あ
る
｡
間
近
で
み
て
も
定
か
で
は
な
い
ほ
ど
微
細
な
羽
毛
｡
そ
れ
を
こ
と

も
あ
ろ
う
に
首
里
離
れ
た
(
た
と
え
そ
れ
が
数
百
メ
-
-
ル
の
距
離
と
仮
定
し
て

も
)
'
人
間
の
目
で
み
わ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
｡
あ
る
人
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

解
釈
し
て
み
せ
た
｡
こ
れ
は
白
鷹
の
鮮
や
か
さ
純
白
さ
を
強
調
す
る
象
徴
的
表
現
で

あ
る
'
と
｡
し
か
し
'
そ
れ
な
ら
ば
'
す
で
に
承
句
転
句
に
お
い
て
十
分
す
ぎ
る
ほ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ど
直
接
的
に
ま
た
象
徴
的
に
表
現
し
て
い
る
で
は
な
い
か
｡
胡
鷹
白
錦
毛
'
孤
飛
一

ヽ
　
　
ヽ

片
雪
｡何

か
を
強
調
す
る
た
め
の
象
徴
表
現
で
あ
る
と
し
た
場
合
'
も
う
一
つ
考
え
ら
れ

る
の
は
'
作
者
な
い
し
鷹
匠
の
眼
力
の
た
し
か
さ
を
述
べ
よ
う
と
し
た
も
の
と
と
る

こ
と
で
あ
る
｡
百
里
か
な
た
へ
飛
ん
で
い
っ
て
も
私
た
ち
の
眼
は
白
鷹
の
純
白
の
毛

の
先
を
み
わ
け
ら
れ
ま
す
よ
　
-
.
(
当
時
'
望
遠
鏡
は
な
か
っ
た
の
か
し
ら
と
い

-
連
想
が
働
ら
-
ほ
ど
珍
妙
な
訳
と
な
る
｡
)

以
上
'
イ
説
の
非
現
実
性
･
観
念
性
を
指
摘
す
る
過
程
で
'
し
か
し
'
ニ
説
が
悲

起
さ
れ
て
き
た
の
も
事
実
で
あ
る
｡
眼
力
の
た
し
か
さ
を
い
-
な
ら
'
そ
れ
こ
そ

〝
鷹
の
目
″
と
い
う
こ
と
こ
そ
正
当
で
は
な
い
か
｡
当
然
'
｢
秋
竜
｣
は
首
里
離
れ
る

三
五
二

と
極
め
て
微
綿
に
な
る
は
ず
の
兎
や
狐
あ
る
い
は
獲
物
に
す
る
鳥
な
ど
小
動
物
の
類

と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
我
わ
れ
の
こ
の
胡
地
産
の
鷹
は
優
秀
で
'
ど
ん
な
遠
く
に
い

る
獲
物
も
見
逃
さ
ず
'
さ
っ
と
と
び
か
か
っ
て
も
の
に
し
ま
す
よ
と
白
鷹
の
眼
力
を

費
え
て
い
る
句
で
あ
る
と
解
釈
す
る
わ
け
で
あ
る
｡

結
論
か
ら
先
に
言
え
ば
'
前
記
の
拙
論
の
中
で
は
こ
の
こ
説
を
正
解
と
し
て
論
考

を
進
め
た
の
で
あ
る
が
'
実
は
今
回
こ
れ
を
撤
回
L
t
　
ハ
説
に
訂
正
し
た
く
思
う
｡

撤
回
す
る
と
言
っ
て
も
'
イ
説
t
 
p
説
に
比
べ
る
と
ま
だ
ま
だ
捨
て
が
た
い
解
釈
と

み
な
し
て
い
る
わ
け
で
'
今
回
ほ
よ
り
ハ
説
の
妥
当
性
が
増
し
た
と
い
-
根
拠
を
二

三
示
す
こ
と
に
し
た
い
｡
ハ
説
を
支
持
す
る
に
至
る
思
索
の
経
緯
お
よ
び
論
理
を
以

下
順
次
述
べ
る
こ
と
に
す
る
｡

イ
説
の
誤
解
は
'
ま
ず
結
句
を
｢
百
里
　
秋
毒
を
見
る
｣
と
訓
読
し
'
主
語
を
作

者
(
李
白
)
　
に
'
目
的
語
を
｢
秋
竜
｣
に
し
て
'
そ
れ
を
白
鷹
自
体
の
羽
毛
に
み
た

て
た
と
こ
ろ
に
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
ま
た
そ
れ
を
誘
発
す
る
も
う
一
つ
の
要
因

と
な
っ
た
の
が
｢
見
｣
字
の
意
味
の
と
り
方
に
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
｡
.
す
な

わ
ち
｢
見
｣
を
ほ
と
ん
ど
｢
看
｣
と
同
じ
意
味
で
意
識
し
解
釈
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
｡
そ
の
点
は
こ
説
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
｡
主
語
を
白
鷹
に
と
り
か
え
'
｢
秩

竜
｣
を
小
動
物
の
意
味
に
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
イ
説
と
表
面
的
に
見
解
を
異
に
し

て
い
る
が
'
｢
見
｣
の
意
味
の
と
り
よ
う
に
つ
い
て
い
え
ば
両
者
は
同
じ
で
あ
る
｡
鷹

ヽ

ヽ

ヽ

が
獲
物
を
見
る
　
(
発
見
す
る
)
｡
と
こ
ろ
が
｢
見
(
s
e
e
)
｣
字
は
本
来
そ
の
よ
う
な

強
い
意
志
性
を
持
た
な
い
語
な
の
で
あ
る
｡
目
を
皿
の
よ
う
に
し
て
み
た
り
'
眼
光

鋭
く
注
視
す
る
と
い
-
解
釈
と
は
縁
遠
い
語
義
を
持
つ
漢
字
な
の
で
あ
る
｡
従
っ

て
'
こ
の
両
者
が
｢
看
(
-
o
o
k
)
｣
と
変
ら
ぬ
語
釈
を
さ
れ
る
以
上
'
妥
当
性
が
少

い
と
判
定
さ
れ
て
も
仕
方
の
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
結
句
は
'
｢
百
里
秋
毒
見
ゆ
｣
と

訓
ん
で
'
百
里
四
方
に
わ
た
っ
て
秋
竜
ほ
ど
の
微
細
な
も
の
ま
で
自
然
に
目
に
見
え

る
(
ほ
ど
眺
望
が
す
ぼ
ら
し
い
)
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

題

目

い
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同
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=
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今
回
ハ
説
に
訂
正
す
る
必
要
を
感
じ
た
最
大
の
理
由
は
'
杜
甫
の
｢
山
寺
｣
と
題

す
る
五
律
詩
に
同
一
表
現
句
が
あ
り
'
や
は
り
解
釈
も
同
一
に
揃
え
て
お
く
の
が
ふ

さ
わ
し
い
と
思
っ
た
こ
と
に
あ
る
｡

野
寺
残
僧
少

山
園
細
路
高

廃
香
眠
石
竹

鵜
鵡
啄
金
桃

乱
水
通
人
過

懸
崖
置
屋
牢

上
方
重
閣
晩

百
里
見
秋
毒

S
I
?

野
寺
　
残
僧
少
な
り
'

山
園
　
細
路
高
し
｡

廓
香
は
石
竹
に
眠
り
'

鵜
鵡
は
金
桃
に
啄
む
｡

よ

乱
水
　
通
る
人
過
ぎ
り
'

懸
崖
　
屋
を
置
き
て
牢
な
り
｡

く
れ

上
方
　
重
閣
の
晩
'

百
里
　
秋
毒
見
ゆ
｡

野
寺
す
な
わ
ち
詩
題
の
山
寺
は
秦
州
東
南
の
麦
横
山
上
に
あ
っ
た
瑞
応
寺
と

い
う
｡
そ
の
寺
で
は
も
う
残
り
少
な
に
な
っ
た
僧
侶
が
そ
れ
で
も
毎
日
の
勤
行

怠
り
な
い
｡
山
園
に
は
羊
腸
の
小
道
が
高
く
続
き
'
途
中
'
廃
香
鹿
が
石
竹
の

も
と
に
眠
り
'
鶴
鵡
が
金
桃
を
啄
む
山
林
風
景
は
一
種
仙
境
の
風
趣
が
あ
る
｡

幾
筋
か
の
水
が
集
ま
っ
て
流
れ
る
小
さ
な
滝
の
あ
た
り
を
'
誰
か
人
が
通
り
す

ぎ
て
行
-
の
が
見
え
た
｡
懸
崖
に
置
か
れ
た
家
は
意
外
に
し
っ
か
り
し
て
い

る
｡
山
頂
上
方
の
重
閣
か
ら
眺
め
る
と
'
す
で
に
夕
碁
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
'
百
里
遠
方
の
秋
竜
が
見
透
せ
る
ほ
ど
す
ぼ
ら
し
い
眺
め
で
あ
る
｡

結
句
の
｢
百
里
見
秋
竜
｣
は
'
山
上
の
方
丈
に
辿
り
つ
い
た
作
者
が
お
そ
ら
-
そ

の
一
角
に
あ
る
重
関
か
ら
展
望
し
た
と
こ
ろ
'
す
で
に
陽
は
西
に
懐
い
て
い
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
'
百
里
四
方
の
微
細
な
も
の
が
目
に
見
え
る
ほ
ど
眺
望
が
す
ぼ
ら
し
い

と
象
徴
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
｡
夕
方
の
遠
大
な
景
観
を
う
た
い
'
壮
大
か
つ

清
列
な
気
宇
さ
え
た
だ
よ
わ
せ
る
い
か
に
も
杜
甫
ら
し
い
表
現
形
式
と
な
っ
て
い
る

松
　
尾
　
善
　
弘
　
(
研
究
紀
要
　
第
三
十
六
巻
)

と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
｡
こ
こ
で
は
'
こ
の
句
は
明
ら
か
に
｢
見
晴
ら
し
の
す
ぼ
ら

し
さ
｣
を
う
た
っ
た
も
の
と
解
す
る
以
外
に
は
な
い
｡
少
な
-
と
も
鷹
の
羽
毛
と
は

何
の
関
係
も
な
い
こ
と
論
を
倹
た
な
い
｡

そ
こ
で
こ
の
｢
四
方
を
見
渡
せ
ば
ど
こ
ま
で
も
ど
こ
ま
で
も
見
晴
ら
し
の
き
-
雄

大
な
景
観
で
あ
る
｣
と
い
う
訳
　
(
ハ
説
)
　
を
李
白
の
詩
に
あ
て
は
め
て
概
観
し
て
み

ょ
う
｡
李
白
は
ま
ず
起
句
で
｢
八
月
　
辺
風
高
し
｣
と
時
期
が
秋
の
半
ば
　
(
十
月
)

頃
で
あ
る
こ
と
'
場
所
は
国
境
の
と
あ
る
岩
山
の
山
上
　
(
ま
た
は
中
腹
か
)
　
で
'
天

高
-
澄
み
わ
た
る
秋
空
に
は
雲
一
つ
な
-
'
か
な
り
強
い
風
が
吹
き
す
さ
ん
で
い
る

状
況
を
述
べ
て
い
る
｡
次
に
そ
の
よ
う
な
時
候
･
地
点
･
状
況
を
承
け
て
'
自
分
た

ち
の
鷹
狩
用
の
贋
を
紹
介
す
る
｡
｢
胡
鷹
　
自
綿
毛
｣
　
贋
の
中
で
も
そ
の
優
秀
さ
を

知
ら
れ
る
胡
地
産
の
贋
は
鮮
や
か
な
銀
白
色
'
錦
の
模
様
の
羽
を
し
て
い
る
｡
そ
の

贋
が
一
た
び
放
た
れ
る
と
さ
な
が
ら
一
片
の
雪
の
如
-
天
空
高
-
舞
い
上
る
｡
｢
孤

飛
す
一
片
の
雪
｣
　
さ
て
あ
ら
た
め
て
周
囲
を
眺
め
る
と
'
さ
な
が
ら
百
里
遠
方
の

微
細
な
も
の
が
目
に
見
え
る
ほ
ど
見
晴
ら
し
の
き
-
す
ぼ
ら
し
い
景
観
で
あ
る
｡

｢
百
里
　
秋
毒
見
ゆ
｣

前
回
二
説
を
支
持
し
た
時
は
'
こ
の
結
び
方
が
い
か
に
も
テ
ー
マ
に
そ
ぐ
わ
な
い

ぎ
こ
ち
な
い
も
の
に
感
ぜ
ら
れ
た
｡
転
句
ま
で
鷹
狩
の
状
況
を
措
写
し
た
り
贋
そ
の

も
の
の
紹
介
を
し
た
り
し
て
き
な
が
ら
'
結
句
に
至
っ
て
贋
に
つ
い
て
は
も
う
我
閑

せ
ず
と
ば
か
り
'
腕
組
み
し
て
ま
わ
り
の
景
色
に
み
と
れ
る
｡
テ
ー
マ
に
も
そ
ぐ
わ

な
い
し
構
成
上
も
疎
外
感
を
拭
い
き
れ
な
い
｡
そ
の
点
'
李
白
は
鷹
狩
を
観
察
し

て
'
鷹
匠
の
扱
う
こ
の
胡
鷹
こ
そ
'
期
待
に
違
わ
ず
ど
ん
な
遠
方
に
い
る
獲
物
も
め

ざ
と
-
み
つ
け
て
襲
い
か
か
り
ま
す
よ
と
誇
ら
し
げ
に
表
現
し
て
い
る
と
と
ら
え
る

こ
説
の
方
が
雰
囲
気
的
に
も
ハ
説
を
凌
駕
す
る
｡
贋
の
視
力
の
鋭
さ
と
精
惇
な
動
き

を
目
の
あ
た
り
に
見
る
思
い
が
す
る
で
は
な
い
か
｡

し
か
し
'
残
念
な
が
ら
'
ニ
説
は
次
の
二
つ
の
理
由
に
ょ
っ
て
い
わ
ば
独
断
的
解

釈
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
判
る
｡
一
つ
は
'
｢
見
｣
を
即
｢
発
見
｣
に
解
す
る
こ
と
の

無
理
で
あ
る
｡
｢
見
｣
が
意
志
性
の
少
な
い
｢
見
る
｣
と
い
う
行
為
で
あ
る
以
上
'

三
五
三



｢
見
｣
字
　
再
　
考

｢
注
視
す
る
｣
あ
る
い
は
｢
察
知
す
る
｣
と
い
う
意
志
性
の
強
い
語
に
置
き
換
え
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
｡
二
つ
目
の
理
由
は
'
｢
観
放
白
鷹
(
二
首
)
｣
と
題
す
る
こ
の

詩
の
二
首
目
で
'
李
白
は
再
び
こ
の
胡
贋
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
｡

寒
冬
十
二
月

蒼
鷹
八
九
毛

寄
言
燕
雀
実
相
時

日
有
雲
零
万
里
高

寒
冬
　
十
二
月

蒼
鷹
　
八
九
毛

言
を
寄
す
燕
雀
相
嘩
す
る
こ
と
莫
か
れ

自
ら
雲
零
万
里
の
高
き
有
り

孤
雁
不
飲
啄

飛
鳴
声
念
群

誰
憐
一
片
影

相
失
万
重
雲

ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ

望
尽
似
猶
見

哀
多
如
更
聞

野
鶴
無
意
緒

鳴
嘆
白
紛
紛

三
五
四

孤
雁
　
飲
啄
せ
ず

飛
び
鳴
き
て
声
群
を
念
ふ

誰
か
憐
れ
む
一
片
の
影

相
失
な
ふ
万
重
の
雲

望
み
尽
-
れ
ど
も
猶
は
見
ゆ
る
に
似
た
り

哀
し
み
多
-
し
て
更
に
聞
ゆ
る
が
如
し

野
鶴
　
意
緒
な
し

鳴
曝
し
て
自
ず
か
ら
紛
紛
た
り

寒
い
冬
の
十
二
月
の
頃
'
は
じ
め
て
描
え
ら
れ
た
蒼
鷹
は
八
㌧
　
九
本
の
強
い

羽
の
-
き
を
斬
り
取
ら
れ
'
遠
挙
取
去
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
さ
れ

る
｡
そ
こ
で
燕
や
雀
な
ど
の
小
鳥
ど
も
に
言
っ
て
お
-
が
'
決
し
て
こ
の
蒼
鷹

を
口
や
か
ま
し
-
噸
り
笑
う
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
ぞ
｡
や
が
て
二

年
三
年
と
経
過
し
て
障
狩
用
の
立
派
な
鷺
に
成
長
し
た
暁
に
は
'
自
然
'
大
空

万
里
の
高
さ
ま
で
飛
和
し
'
あ
ら
ゆ
る
獲
物
を
掃
え
て
'
そ
の
勇
姿
を
呈
す
る

こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
｡

表
現
形
式
は
雑
言
古
詩
'
毛
･
高
が
下
平
四
の
豪
で
押
韻
し
て
い
る
｡
第
一
首
で

鷹
狩
の
様
子
お
よ
び
周
囲
の
景
観
を
う
た
っ
た
作
者
は
'
こ
の
第
二
首
で
そ
の
鷹
狩

に
使
用
す
る
蒼
鷹
に
つ
い
て
う
た
っ
て
い
る
｡
荘
子
の
大
鵬
図
南
を
下
敷
に
し
た
大

ら
か
な
作
品
で
あ
る
が
'
と
も
か
-
'
こ
の
二
首
目
の
補
足
に
注
意
す
れ
ば
'
先
の

一
首
目
の
結
句
を
強
い
て
胡
鷹
描
写
に
ひ
き
つ
け
て
考
え
る
必
要
は
お
の
ず
と
な
-

な
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
｡
以
上
の
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
'
多
少
の
不
満
は
残
し
っ
つ

も
ハ
説
を
支
持
せ
ざ
る
を
得
な
い
理
由
が
明
白
に
な
っ
た
と
思
う
｡

最
後
に
ロ
説
に
つ
い
て
そ
の
当
否
如
何
を
問
わ
れ
れ
ば
'
次
の
詩
を
も
っ
て
答
え

と
し
よ
う
｡
杜
甫
の
｢
孤
雁
｣
と
題
す
る
五
言
律
詩
で
あ
る
｡

も
と
も
と
ロ
説
は
｢
正
解
｣
を
模
索
す
る
過
程
で
生
じ
た
い
わ
ば
思
い
つ
き
で
め

っ
た
｡
イ
説
の
'
百
里
彼
方
に
飛
び
去
っ
た
贋
の
羽
の
毛
の
先
が
肉
眼
で
見
る
こ
と

が
不
可
能
と
す
る
な
ら
ば
'
ま
た
た
-
間
に
百
里
も
飛
び
去
っ
た
鷹
自
体
が
ス
ッ
と

細
い
糸
(
秋
竜
)
の
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
訳
の
方
は
'
あ
な
が
ち
不
適
切
と
は
言
え

ま
い
｡
む
し
ろ
'
そ
の
ス
ピ
ー
ド
感
と
い
い
軽
快
さ
と
い
い
李
白
ら
し
さ
を
体
現
し

て
い
る
と
さ
え
言
え
る
.
文
法
的
に
も
'
〔
(
戟
)
-
見
-
秋
竜
〕
と
い
う
動
賓
構
造
と

し
て
把
え
れ
ば
問
題
は
な
い
t
　
と
頭
初
一
人
で
悦
に
入
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
｡
と

ヽ
ヽ

こ
ろ
が
喜
こ
ん
だ
の
も
束
の
間
'
調
べ
て
み
る
と
ど
う
し
て
も
｢
見
｣
を
｢
･
-
･
･
の
よ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

う
に
見
え
る
｣
と
訳
せ
る
例
文
が
み
つ
か
ら
な
い
｡
逆
に
否
定
的
例
と
し
て
右
の
請

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

の
五
旬
日
の
よ
う
に
'
｢
見
え
る
よ
う
だ
｣
と
い
う
の
が
み
つ
か
っ
た
｡
本
来
｢
-

･
･
･
の
よ
う
だ
｣
と
い
う
漢
語
は
'
像
･
似
･
猶
･
如
･
類
な
ど
で
あ
り
'
｢
孤
飛
一

片
雲
｣
の
よ
う
に
そ
れ
ら
の
漢
字
を
使
わ
ず
に
｢
恰
も
-
-
の
よ
う
だ
｣
と
い
う
意

(
2
)

を
表
わ
す
文
章
も
多
多
あ
る
｡

右
の
詩
'
群
･
雲
･
聞
･
紛
が
上
平
十
二
の
文
の
韻
｡
群
を
離
れ
た
孤
雁
が
仲
間

を
求
め
鳴
き
渡
る
｡
遠
-
を
眺
め
望
ん
で
も
も
う
見
え
る
は
ず
も
な
い
の
に
恰
も
ま

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

だ
見
え
る
が
如
-
首
を
の
ば
L
t
哀
し
げ
に
鳴
-
様
子
は
さ
な
が
ら
仲
間
の
呼
ぶ
声

が
聞
こ
え
る
よ
う
な
風
情
で
あ
る
｡
(
こ
こ
の
望
･
見
･
閲
に
つ
い
て
は
後
述
し
た

ヽ

ヽ

ヽ

い
｡
)
要
す
る
に
｢
□
□
見
○
○
｣
と
い
う
構
文
を
'
｢
□
口
は
　
(
を
)
○
○
の
よ
う



ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

に
見
え
る
　
(
の
よ
う
に
見
る
)
｣
と
訳
す
こ
と
は
ま
ず
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
｡

〓
　
｢
見
｣
と
｢
看
｣
お
よ
び
｢
聞
｣
と
｢
聴
｣

に
な
い
と
い
え
ば
い
い
過
ぎ
に
な
る
だ
ろ
う
か
｡
自
然
と
の
一
体
感
に
浸
り
な
が

ら
'
し
か
し
完
全
に
自
然
の
中
に
埋
没
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
｡
か
す
か
に
自
己

の
存
在
意
識
の
痕
跡
を
と
ど
め
な
が
ら
｢
見
｣
字
は
禅
的
心
境
や
一
種
独
特
の
虚
脱

感
を
読
む
者
に
伝
え
て
く
れ
る
｡

｢
見
｣
が
意
識
性
の
薄
い
｢
み
る
｣
と
い
う
行
為
を
表
わ
す
語
で
'
語
感
的
に
は

｢
有
｣
に
近
い
と
い
う
証
拠
は
次
の
詩
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
｡

ヽ

空
山
不
見
入

ヽ

但
聞
人
語
響

空
山
　
人
見
え
ず

但
だ
人
語
の
響
-
を
聞
-
の
み

舎
南
舎
北
皆
春
水

但
見
群
鴎
日
日
釆

舎
南
舎
北
　
皆
　
春
水

但
だ
見
る
群
鴎
の
日
日
来
た
れ
る
を

ヽ

杜
甫
の
｢
客
至
｣
と
題
す
る
七
律
詩
の
起
連
で
あ
る
｡
二
旬
日
の
｢
但
見
｣
の
割

ヽ

注
に
｢
一
作
有
｣
と
あ
り
'
こ
こ
で
は
平
灰
の
上
で
も
(
t
o
t
　
意
味
の
上
で
も
両

者
を
取
り
換
え
て
差
支
え
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
｢
見
｣
と
｢
有
｣

の
語
義
が
近
似
す
る
と
い
う
所
以
で
あ
る
｡
但
し
'
文
法
的
に
説
明
す
る
場
合
'
両

者
は
動
賓
構
造
と
処
動
構
造
(
存
現
文
形
式
)
と
い
う
厳
然
た
る
区
別
を
持
つ
｡
例

え
ば
有
名
な
陶
淵
明
の
｢
飲
酒
(
其
五
)
｣
の
次
の
句
に
お
い
て
'
｢
見
｣
は
限
り
な

ヽ

く
｢
有
｣
に
近
い
が
'
｢
悠
然
と
し
て
南
山
有
り
｣
と
し
て
自
己
と
南
山
を
隔
絶
す

ヽ

る
方
向
で
は
な
-
'
｢
悠
然
と
し
て
南
山
見
ゆ
｣
と
し
て
あ
-
ま
で
自
己
と
南
山
つ

ま
り
は
自
然
と
微
妙
な
関
わ
り
合
い
を
持
た
せ
つ
つ
'
自
然
と
の
一
体
感
を
表
出
し

:
G
サ
.

よ
う
と
し
た
陶
淵
明
の
意
図
を
汲
み
取
る
べ
き
な
の
で
あ
る
｡

采
菊
東
離
下
　
　
菊
を
采
る
東
範
の
下

ヽ

悠
然
見
南
山
　
　
悠
然
と
し
て
南
山
見
ゆ

自
然
と
の
か
か
わ
り
合
い
に
お
い
て
自
己
の
意
識
を
優
位
に
立
た
せ
る
の
で
な

く
'
か
と
い
っ
て
単
な
る
客
観
的
描
写
に
終
ら
せ
る
の
で
も
な
い
｡
そ
の
不
即
不
離

の
関
係
を
伝
え
て
見
事
に
読
者
に
会
得
さ
せ
る
の
に
'
こ
の
｢
見
｣
字
を
お
い
て
他

松
　
尾
　
幸
　
弘
(
研
究
紀
要
　
第
三
十
六
巻
)

有
名
な
王
経
の
｢
鹿
柴
｣
の
起
承
句
で
あ
る
｡
｢
静
｣
の
詩
人
と
い
わ
れ
る
通
り
'

全
体
的
に
禅
的
色
調
の
濃
い
自
然
と
の
融
合
を
詠
ん
だ
作
品
が
多
い
が
'
こ
の
句
に

ヽ
ヽ

お
い
て
も
｢
人
有
ら
ず
｣
と
つ
き
放
し
て
し
ま
う
の
で
も
な
-
'
ま
し
て
｢
人
を
看

ず
｣
と
主
意
性
を
持
た
せ
て
自
己
存
在
を
主
張
し
ょ
う
と
す
る
の
で
も
な
い
｡
森
倭

に
端
坐
す
る
作
者
が
ふ
と
思
索
を
は
な
れ
て
目
を
あ
げ
て
も
'
視
界
の
届
-
範
囲
で

人
影
が
み
あ
た
ら
な
い
｡
決
し
て
誰
か
人
は
い
な
い
か
と
あ
た
り
を
キ
ョ
ロ
キ
ョ
ロ

み
わ
た
し
て
い
る
の
で
は
な
い
｡
た
だ
し
か
L
t
　
人
声
だ
け
は
ボ
ソ
ボ
ソ
と
ど
こ
か

ら
と
も
な
く
耳
に
は
い
っ
て
く
る
　
(
聞
)
｡
こ
れ
ま
た
何
か
物
音
の
一
つ
も
し
な
い

ヽ

か
な
と
色
気
を
出
し
て
耳
を
傾
け
聴
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
.
隈
想
に
耽
り

な
が
ら
自
然
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
る
作
者
の
境
地
が
如
実
に
読
む
者
の
心
に
イ
メ

ー
ジ
さ
れ
る
｡

李
白
の
　
｢
黄
鶴
楼
送
孟
浩
然
之
広
陵
｣
　
の
後
半
二
句
も
そ
の
よ
う
に
読
む
な
ら

ば
'
ま
た
一
段
と
作
者
の
荘
然
自
失
･
無
我
の
境
に
湧
き
起
る
哀
切
の
情
を
汲
み
敬

る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

孤
帆
遺
影
碧
空
尽

ヽ

唯
見
長
江
天
際
流

孤
帆
の
遺
影
碧
空
に
尽
き

唯
だ
見
る
長
江
の
天
際
に
流
る
る
を

友
人
孟
浩
然
の
乗
っ
た
帆
船
が
は
る
か
に
水
平
線
の
彼
方
に
没
し
た
｡
あ
と
に
残

三
五
五



｢
見
｣
字
　
再
　
考

メ

さ
れ
た
作
者
は
な
す
す
べ
も
な
-
う
つ
ろ
に
揚
子
江
の
流
れ
に
目
を
や
っ
て
い
る
｡

た
だ
'
そ
の
心
境
は
虚
脱
感
を
伴
い
な
が
ら
も
決
し
て
な
げ
や
り
で
は
な
い
｡
こ
れ

ヽ

が
も
し
｢
た
だ
あ
と
に
は
長
江
が
天
の
は
て
ま
で
潤
滑
と
流
れ
て
有
る
だ
け
｣
と
表

現
し
て
あ
れ
ば
'
読
者
は
作
者
の
気
持
ち
と
自
然
と
の
接
点
を
み
き
わ
め
ら
れ
な
い

ば
か
り
か
'
い
さ
さ
か
自
暴
自
棄
気
味
の
作
者
の
心
情
を
想
像
す
る
か
も
知
れ
な

い
｡
し
か
し
そ
う
で
は
な
-
'
我
わ
れ
は
見
字
の
も
つ
意
識
性
と
無
意
識
性
の
微
妙

な
ア
ヤ
の
中
に
詩
人
の
感
情
の
襲
を
探
り
あ
て
'
惜
別
の
僧
を
追
体
験
し
て
永
遠
の

共
感
を
覚
え
る
の
で
あ
る
｡

｢
見
｣
字
の
語
義
が
そ
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
こ
と
の
一
つ
の
証
左
は
'
上
例
で

も
散
見
で
き
る
よ
う
に
'
｢
見
｣
の
修
飾
語
と
し
て
の
副
詞
に
｢
只
｣
と
か
｢
但
｣

｢
唯
｣
な
ど
｢
ほ
ん
の
少
し
'
わ
ず
か
に
｣
の
意
味
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が

あ
げ
ら
れ
る
｡
す
な
わ
ち
'
修
飾
語
と
し
て
｢
大
い
に
｣
と
か
｢
非
常
に
｣
な
ど
諺

大
表
現
の
語
が
使
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡
｢
た
だ
ち
ょ
っ
と
｣
と
か
｢
ほ
ん
の

少
し
｣
と
い
-
副
詞
が
｢
見
｣
字
の
語
義
の
微
妙
さ
を
規
定
し
物
語
っ
て
い
る
と
い

え
よ
う
｡

三
五
六

張
明
澄
氏
は
'
｢
忽
見
栢
頭
楊
柳
色
｣
を
'
｢
ふ
と
'
あ
ぜ
み
ち
の
柳
の
色
を
見

ヽ
ヽ

て
｣
と
日
本
語
訳
L
t
　
現
代
中
国
白
話
文
で
は
｢
忽
然
看
見
田
路
上
楊
柳
的
顔
色
｣

(
4
)

と
注
釈
し
て
い
る
｡
ま
た
'
｢
但
見
涙
痕
湿
｣
に
つ
い
て
も
'
｢
目
に
つ
-
の
は
額
に

涙
の
あ
と
｣
と
訳
し
'
｢
看
｣
は
｢
自
主
的
に
見
る
｣
で
あ
り
'
｢
見
｣
は
｢
自
然
に

(
5
)

目
に
入
る
こ
と
｣
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
｡

さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
こ
め
て
用
い
ら
れ
る
｢
見
｣
で
あ
る
が
'
な
か
で
も

頻
繁
に
使
わ
れ
る
の
が
'
｢
会
う
･
逢
う
･
遇
う
｣
意
味
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
｡

ヽ
ヽ

長
安
一
相
見

呼
我
諦
仙
人

長
安
一
た
び
相
見
れ
ば

我
を
呼
ぶ
　
詞
仙
人
と

(
李
白
｢
対
酒
憶
賀
監
｣
)

ヽ
ヽ

児
童
相
見
不
相
識

笑
問
客
従
何
処
来

児
童
相
見
る
も
相
識
ら
ず

笑
ひ
て
問
ふ
客
何
処
よ
り
釆
た
る
や
と

(
賀
知
章
｢
回
郷
偶
書
｣
)

ヽ
ヽ

忽
見
隔
頭
楊
柳
色

悔
教
夫
婿
寛
封
侯

忽
ち
見
る
隔
頭
　
楊
柳
の
色

悔
ゆ
ら
-
ほ
夫
婿
を
し
て
封
侯
を
覚
め
し
む
る
を

ヽ

岐
王
宅
里
尋
常
見ヽ

崖
九
堂
前
幾
度
聞

岐
王
の
宅
里
　
尋
常
に
見

雀
九
の
堂
前
幾
度
か
聞
-

(
王
昌
齢
｢
閏
怨
｣
)

(
杜
甫
｢
江
南
逢
李
亀
年
｣
)

ヽ
ヽ但

見
涙
痕
湿

不
知
心
恨
誰

但
だ
見
る
涙
痕
の
湿
れ
る
を

知
ら
ず
心
に
誰
を
か
恨
む
を

ヽ

若
非
群
玉
山
頭
見ヽ

会
向
瑞
台
月
下
逢

若
し
群
玉
山
頭
に
て
見
る
に
非
ず
ん
ば

会
ら
ず
塔
台
月
下
に
て
蓬
は
ん

(
李
白
｢
怨
情
｣
)

朝
日
残
鴛
伴
妾
噂

ヽ
ヽ

開
簾
只
見
草
妻
妾

朝
日
　
残
篤
を
伴
ひ
て
噂
き

簾
を
開
け
ば
只
だ
見
る
草
の
妻
妾
た
る
を

(
劉
方
平
｢
代
春
怨
｣
)

(
李
白
｢
清
平
詞
詞
一
｣
)

ヽ
ヽ

有
時
自
発
鐘
磐
響
　
　
時
有
り
て
自
ら
発
す
鐘
磐
の
響

ヽ
ヽ

落
日
更
見
漁
礁
人
　
　
落
日
更
ご
も
見
る
漁
礁
の
人

(
杜
甫
｢
在
民
東
山
草
堂
｣
)



二
相
見
｣
の
｢
相
｣
は
｢
互
い
に
｣
と
い
-
意
味
で
は
な
く
要
す
る
に
動
詞
｢
見

(
逢
う
)
｣
の
相
手
の
あ
る
こ
と
を
示
す
語
で
あ
る
｡
｢
見
｣
と
｢
逢
｣
は
対
語
と
し

て
使
わ
れ
て
お
り
'
杜
甫
の
五
律
詩
｢
不
見
｣
や
李
白
の
五
律
詩
｢
訪
戴
天
山
道
士

ヽ

不
遇
｣
な
ど
の
例
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
そ
れ
ぞ
れ
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
は
あ
る

も
の
の
'
こ
れ
ら
の
詩
句
で
の
｢
見
｣
は
殆
ん
ど
｢
逢
･
会
･
遇
･
遭
｣
な
ど
と
大

き
く
ひ
と
ま
と
め
に
括
っ
て
理
解
し
て
い
い
こ
と
が
わ
か
る
｡

｢
見
｣
は
こ
の
外
に
'
ふ
れ
る
(
見
風
'
見
光
)
'
み
て
と
れ
る
･
あ
ら
わ
れ
出
る

(
見
効
'
･
見
長
)
'
見
識
(
一
得
之
見
)
'
わ
か
る
'
な
ど
の
語
義
を
内
包
す
る
｡

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

朝
ぼ
ら
け
有
明
の
月
と
見
る
ま
で
に

吉
野
の
里
に
降
れ
る
白
雪
(
『
古
今
集
』
坂
上
是
則
)

別
離
己
昨
日
　
　
別
離
　
己
に
昨
日

ヽ

国
見
古
人
情
　
　
困
り
て
古
人
の
情
を
見
る

(
杜
甫
｢
送
達
｣
)

更
に
受
身
の
助
字
と
し
て
使
わ
れ
た
り
(
信
而
見
疑
'

忠
而
被
誘
)
t
 
x
i
a
n
と
読

(
6
)

ん
で
｢
見
現
同
じ
｣
き
'
現
象
の
あ
る
こ
と
は
衆
知
の
こ
と
で
あ
る
｡

か
く
し
て
｢
見
｣
字
の
語
義
の
守
備
範
囲
の
広
さ
が
わ
か
っ
た
が
'

こ
こ
で
忘
れ

て
な
ら
な
い
の
は
'
初
め
に
述
べ
た
｢
見
｣
字
を
｢
見
る
｣
と
訳
す
場
合
の
語
義
の

特
殊
性
で
あ
る
｡
そ
こ
で
'
｢
目
が
外
界
の
事
物
に
対
し
て
あ
る
感
覚
を
得
る
こ
と

(
眼
晴
対
於
外
界
事
物
'
得
到
一
種
感
覚
)
｣
(
『
字
桑
』
)
と
説
明
さ
れ
る
｢
見
｣
を
'

｢
観
察
･
視
･
監
守
｣
な
ど
の
語
に
置
き
か
え
て
説
明
さ
れ
る

よ
り
.
一
層
そ
の
特
質
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
｡

｢
看
｣
と
対
比
し
て
'

ヽ

林
前
者
月
光

疑
是
地
上
霜

ヽ

挙
頭
望
山
月

低
頭
思
故
郷

林
前
　
月
光
を
看
る

疑
ふ
ら
-
は
走
れ
地
上
の
霜
か
と

頭
を
挙
げ
て
山
月
を
望
み

頭
を
低
れ
て
故
郷
を
思
ふ

松
　
尾
　
善
　
弘
(
研
究
紀
要
　
第
三
十
六
巻
)

坂
上
是
則
の
｢
見
る
ま
で
に
｣
は
'
明
ら
か
に
李
白
｢
静
夜
思
｣
で
は
｢
疑
是
｣

に
あ
た
る
｡
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
地
面
に
降
り
た
霜
で
は
な
い
か
と
見
る
ま
で
に
至
っ

ヽ
ヽ

た
の
は
'
ベ
ッ
ド
の
前
の
土
間
に
ふ
り
そ
そ
ぐ
月
の
光
を
凝
視
し
た
結
果
得
ら
れ
た

錯
覚
で
あ
る
｡
こ
の
あ
と
作
者
は
頭
を
あ
げ
て
山
の
端
に
か
か
る
月
を
眺
め
や
っ
て

(
望
)
'
思
い
を
故
郷
に
馳
せ
る
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
も
し
作
者
が
何
の
気
な
し
に
地

上
を
照
ら
す
月
光
を
｢
見
｣
た
の
で
あ
れ
ば
'
霜
か
と
見
ま
が
う
余
地
も
生
じ
な
か

っ
た
筈
で
あ
る
｡

ヽ

今
人
不
見
古
時
月

今
月
曽
経
照
古
人

古
人
今
人
若
流
水

ヽ

共
看
明
月
皆
如
此

今
人
は
見
ず
古
時
の
月

今
月
曽
経
て
古
人
を
照
ら
せ
り

古
人
今
人
流
水
の
若
し

共
に
明
月
を
看
る
や
皆
此
の
如
し

(
李
白
｢
把
酒
閏
月
｣
)

ヽ

君
看
似
花
処

偏
在
洛
陽
東

B
E

君
看
よ
や
花
の
似
き
処

偏
へ
に
洛
陽
の
東
に
在
る
を

(
劉
方
平
｢
春
雪
｣
)

ヽ

歩
膏
僑
杖
看
牛
斗

銀
漢
造
応
接
鳳
城

(
杜
甫
｢
夜
｣
)

膏
に
歩
し
杖
に
借
り
て
牛
斗
を
看
る

銀
漠
造
か
に
応
に
鳳
城
に
接
す
べ
し

い
ず
れ
も
｢
注
視
す
る
･
自
主
的
に
見
る
｣
意
で
あ
る
｡
｢
看
｣
と
｢
見
｣
が
｢
意

識
性
｣
と
い
う
軸
で
見
事
に
左
右
対
称
に
置
か
れ
る
字
で
あ
る
こ
と
が
判
る
｡
更
町

三
五
七



｢
見
｣
字
　
再
　
考

お
も
し
ろ
い
こ
と
に
は
'
以
上
の
引
用
語
の
中
に
も
散
見
す
る
よ
う
に
'
｢
聞

(
h
e
a
r
)
｣
と
｢
聴
(
l
i
s
t
e
n
)
｣
も
音
を
き
-
と
い
う
行
為
に
お
い
て
'
同
じ
｢
意
識

性
｣
を
軸
と
す
る
対
称
語
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
｡

G i

且

看
〉

聴

^

見

聞

(意識性)

剣
外
忽
停
収
新
北

ヽ

初
聞
沸
涙
満
衣
裳

ヽ

却
看
妻
子
愁
何
在

漫
巻
詩
書
喜
欲
狂

三
五
八

剣
外
忽
ち
伝
ふ
新
北
を
収
む
と

初
め
聞
き
て
沸
涙
衣
裳
に
満
つ

妻
子
を
却
り
看
れ
ば
愁
ひ
何
こ
に
在
り
や

漫
り
に
詩
書
を
巻
き
喜
こ
び
狂
は
ん
と
欲
す

(
杜
甫
｢
聞
官
軍
収
河
南
河
北
｣
)

ヽ

樹
深
時
見
鹿

ヽ

渓
午
不
聞
鐘

樹
は
深
-
し
て
時
に
鹿
を
見

た
に
ひ
る

渓
午
に
し
て
鐘
聞
こ
え
ず

(
李
白
｢
訪
戴
天
山
道
士
不
遇
｣
)

｢
見
｣
と
｢
聞
｣
が
対
語
と
し
て
使
わ
れ
'
き
れ
い
な
対
句
に
な
っ
て
い
る
｡
右

図
で
い
え
ば
そ
れ
ら
は
左
側
の
相
に
属
す
る
｡
前
記
の
王
経
の

｢
江
南
逢
李
亀
年
｣
'
｢
孤
雁
｣
な
ど
同
類
で
あ
る
.

｢
鹿
柴
｣
'
杜
甫
の

竜
驚
不
敢
水
中
臥

ヽ

猿
噺
時
聞
巌
下
音

我
宿
黄
山
碧
渓
月

ヽ聴
之
却
罷
松
間
琴

竜
は
驚
き
敢
て
水
中
に
臥
さ
ず

猿
は
噺
き
て
時
に
聞
-
巌
下
の
音

我
は
宿
す
黄
山
碧
漢
の
月

之
を
聴
け
ば
却
っ
て
罷
む
松
間
の
琴

｢
聞
｣
を
使
っ
た
の
で
す
ん
な
り
い
け
ば
｢
見
｣
と
-
る
わ
け
だ
が
'
こ
こ
で
は

逆
に
｢
看
｣
を
使
っ
て
思
い
が
裏
腹
な
こ
と
を
見
事
に
表
現
し
て
い
る
｡
｢
却
｣
が

そ
の
転
換
を
表
わ
す
助
字
で
あ
る
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
が
'
少
な
か
ら
ず
意
表
を

突
か
れ
た
思
い
が
す
る
の
は
筆
者
ば
か
り
で
は
あ
る
ま
い
｡
(
上
図
参
照
)

官
軍
が
新
北
地
方
を
収
復
し
た
と
伝
え
聞
き
'
初
め
涙
で
衣
裳
を
し
と
ど
に
濡
ら

し
た
も
の
だ
.
な
ん
と
妻
子
を
見
守
っ
て
い
る
う
ち
に
愁
い
な
ぞ
ど
^
.
 
)
へ
や
ら
書
籍

を
ま
と
め
て
素
頓
狂
に
な
っ
て
喜
こ
ん
だ
.
｢
聞
　
-
　
見
｣
'
｢
聴
1
着
｣
を
逆
に

結
び
つ
け
て
｢
聞
1
着
｣
め
ま
ぐ
る
し
い
気
拝
の
変
転
を
如
実
に
読
者
に
伝
え
て

い
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
｡

(
李
白
｢
夜
泊
黄
山
間
駿
十
四
呉
吟
｣
)

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

猿
の
鳴
き
声
が
時
に
巌
下
よ
り
聞
こ
え
て
-
る
｡
聴
こ
う
と
思
っ
た
ら
松
林
の
琴

の
音
が
絶
え
て
し
ま
っ
た
｡

次
の
例
は
一
見
｢
聞
｣
と
｢
看
｣
が
同
じ
相
に
属
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
が
'
読
み
解
い
て
ゆ
け
ぼ
や
は
-
反
対
の
相
　
(
右
図
)
　
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
｡
い
や
そ
れ
以
上
に
'
逆
相
の
手
を
使
っ
て
達
意
の
効
果
を
狙
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
｡

三
　
む
す
び
に
か
え
て

数
年
前
'
｢
見
｣
字
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
た
際
'
す
で
に
論
理
の
不
備
に
う
す
う

す
気
が
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
が
'
筆
の
勢
い
も
あ
っ
て
'
李
白
の
詩
の
結
句
｢
育

里
見
秋
竜
｣
に
対
し
こ
説
を
正
解
と
す
る
論
文
を
書
い
た
｡
そ
の
後
｢
温
故
知
新
｣

よ
ろ
し
-
'
な
お
考
察
を
継
続
し
た
結
果
'
す
で
に
か
な
り
以
前
に
今
回
訂
正
の

結
論
に
至
っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
'
な
か
な
か
稿
を
新
た
に
す
る
チ
ャ
ン
ス

を
み
い
だ
せ
な
い
ま
ま
'
そ
の
間
'
靴
中
に
小
石
を
入
れ
た
よ
-
な
気
分
で
'
今
日

ま
で
い
わ
ば
棚
上
げ
し
て
き
た
｡
今
度
で
き
る
だ
け
こ
の
問
題
に
し
ぼ
っ
て
本
稿
を

も
の
し
て
は
み
た
も
の
の
'
い
さ
さ
か
恒
恨
た
る
思
い
な
し
と
し
な
い
｡
た
だ
'
漢

詩
の
解
釈
に
関
し
て
は
最
近
い
-
つ
か
の
発
見
も
あ
る
の
で
'
ま
た
改
め
て
ま
と
め



て
み
ょ
う
と
思
っ
て
い
る
｡

最
後
に
'
こ
れ
も
前
回
書
き
残
し
て
お
い
た
問
題
の
一
つ
｢
不
見
沙
場
愁
殺
人
｣

の
文
法
構
造
に
関
し
て
若
干
の
考
察
を
加
え
'
補
足
し
て
お
き
た
い
｡

辺
塞
詩
人
卑
参
の
作
品
に
'
｢
首
清
隆
寄
家
人
｣
と
題
す
る
七
言
絶
句
が
あ
る
0

灰
起
式
'
春
･
巾
･
人
が
上
平
一
一
真
の
韻
で
押
韻
す
る
｡

首
荷
蜂
辺
逢
立
春

胡
産
河
上
涙
清
巾

閏
中
只
是
空
相
憶

不
見
沙
場
愁
殺
人

官
帝
蜂
辺
　
立
春
に
逢
ひ

胡
産
河
上
　
涙
　
巾
を
清
は
す

間
中
只
だ
走
れ
空
し
-
相
憶
は
ん

沙
場
の
人
を
愁
殺
す
る
を
見
じ

官
宿
蜂
の
あ
た
り
で
'
ち
よ
う
ど
立
春
を
迎
え
た
｡
胡
産
河
の
ほ
と
り
に
立

ち
'
涙
は
袖
を
ぬ
ら
す
ほ
ど
｡
お
前
は
今
ご
ろ
'
部
屋
の
中
で
む
な
し
-
私
の

こ
と
を
想
像
し
て
-
れ
て
い
る
だ
ろ
う
が
'
砂
漠
の
風
物
が
人
を
深
い
憂
い
に

沈
ま
せ
る
あ
り
さ
ま
は
'
お
前
に
は
見
え
る
よ
し
も
な
い
こ
と
だ
｡
(
『
唐
詩
選
』

前
野
直
彬
注
解
　
岩
波
文
庫
)

前
記
張
明
澄
氏
は
日
本
の
漢
学
者
た
ち
が
漢
文
読
解
上
'
種
々
誤
訳
を
し
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
'
特
に
そ
れ
が
漢
詩
訳
読
上
に
多
い
と
述
べ
て
い
る
｡
漢
詩
読
解
の

際
に
'
具
体
的
事
物
の
点
検
,
､
､
ス
が
目
立
つ
と
と
も
に
'
漢
文
を
中
国
語
と
し
て
正

し
-
認
識
し
な
い
根
本
原
因
が
尾
を
引
い
て
'
音
韻
的
あ
る
い
は
文
法
的
誤
解
が
随

所
に
み
ら
れ
る
と
い
う
｡
と
り
わ
け
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
｢
見
｣
字
の
解
釈
に
関

し
て
'
い
-
つ
も
の
誤
訳
例
を
と
り
あ
げ
て
い
る
が
'
そ
の
点
筆
者
も
同
感
で
あ

り
'
常
に
心
に
い
ま
し
め
て
お
-
べ
き
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
｡

そ
う
い
う
中
の
一
例
と
し
て
'
張
氏
は
右
の
詩
の
結
句
｢
不
見
沙
場
愁
殺
人
｣
を

(
7
)

次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
｡

松
　
尾
　
善
　
弘
　
(
研
究
紀
要
　
第
三
十
六
巻
)

大
方
の
訳
は
'
妻
が
主
語
と
な
り
'
｢
沙
場
愁
殺
人
｣
と
い
う
風
景
が
目
的
語
で

あ
り
'
動
詞
を
｢
不
見
｣
に
お
い
て
い
る
｡
(
す
な
わ
ち
動
賓
構
造
と
し
て
捉
え
て

い
る
　
-
　
筆
者
注
)
　
つ
ま
り
'
｢
お
前
は
風
景
が
見
え
な
い
｣
と
い
い
'
ど
ん
な
風

景
か
と
い
う
と
'
｢
沙
漠
が
人
を
愁
い
に
お
と
し
い
れ
る
｣
風
景
で
あ
る
｡
と
こ
ろ

が
本
当
の
目
的
語
は
風
景
で
な
-
て
人
間
な
の
で
あ
る
｡
こ
の
文
句
の
か
か
り
は
'

｢
沙
場
｣
で
｢
愁
殺
｣
し
た
｢
人
｣
が
｢
不
見
｣
と
い
う
意
味
で
'
読
み
方
も
｢
見
え

ず
'
沙
場
で
愁
殺
せ
し
人
を
｣
あ
る
い
は
'
｢
沙
場
で
愁
殺
せ
し
人
を
見
じ
｣
と
読

む
べ
き
で
あ
る
｡

こ
の
文
句
は
前
句
と
か
か
わ
り
を
持
っ
て
お
り
'
前
句
は
'
｢
妻
よ
'
そ
な
た
は

家
に
あ
っ
て
'
空
し
-
我
を
憶
う
の
み
｣
で
あ
る
か
ら
'
む
な
し
-
憶
う
の
が

ヽ
ヽ

(
憶
う
相
手
が
か
　
-
　
筆
者
注
)
我
と
い
う
｢
人
｣
な
ら
ば
'
見
え
な
い
の
も
沙
場

で
愁
い
に
沈
む
｢
人
｣
な
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
｢
お
前
に
は
'
沙
場
で
愁
い
に
汰

ん
で
い
る
人
が
見
え
な
い
｣
'
し
た
が
っ
て
'
｢
た
だ
間
中
で
む
な
し
-
そ
の
人
を
思

う
の
み
｣
な
の
で
あ
り
'
目
的
語
は
あ
-
ま
で
人
で
あ
っ
て
'
風
景
で
は
な
い
｡
留

守
居
妻
が
む
な
し
-
思
っ
た
り
'
見
た
い
と
思
っ
た
り
す
る
の
は
'
戦
場
に
い
る
夫

で
あ
っ
て
'
戦
場
の
風
景
で
は
な
い
｡

そ
れ
ゆ
え
正
訳
は
'
｢
お
前
が
部
屋
で
私
を
思
っ
た
と
て
空
し
か
ろ
う
'
な
ぜ
な

ら
ば
'
お
前
に
は
戦
場
で
愁
い
に
沈
む
私
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
　
(
つ
ま
り

見
え
な
い
)
｣
と
い
う
べ
き
で
あ
る
｡

い
さ
さ
か
引
用
が
長
-
な
っ
た
が
'
張
氏
の
言
い
分
は
こ
う
で
あ
る
｡
こ
の
文
句

は
｢
不
見
-
･
･
･
人
｣
で
あ
り
'
｢
沙
場
愁
殺
｣
は
｢
人
｣
に
対
す
る
説
明
で
あ
る
｡

け
っ
し
て
｢
不
見
愁
場
｣
に
な
り
'
｢
愁
殺
人
｣
が
｢
沙
場
｣
を
説
明
す
る
と
い
う

の
で
は
な
い
｡
つ
ま
り
｢
不
見
｣
は
｢
人
｣
が
｢
不
見
｣
で
あ
り
'
｢
沙
場
｣
に
｢
愁

殺
｣
さ
れ
た
｢
人
｣
が
｢
不
見
｣
な
の
で
あ
る
｡
そ
れ
を
諸
訳
本
は
'
｢
愁
殺
人
｣
の

｢
沙
場
｣
が
｢
不
見
｣
と
し
て
お
り
'
明
ら
か
に
文
章
の
か
か
り
に
お
い
て
ま
ち
が

い
を
犯
し
て
い
る
t
　
と
い
う
の
で
あ
る
｡

筆
者
も
基
本
的
に
張
氏
の
見
解
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
が
'
次
の
い
-
つ
か
の

三
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九



｢
見
｣
字
　
再
　
考

点
で
問
題
な
し
と
し
な
い
｡

先
ず
訓
読
の
仕
方
に
つ
い
て
｡
日
本
語
の
訓
読
は
そ
れ
な
り
に
古
文
の
文
法
に
則

っ
て
読
み
下
す
と
い
-
規
則
が
あ
っ
て
'
正
当
且
つ
正
確
に
訓
む
と
い
う
条
件
の

も
と
で
'
一
応
認
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
｡
と
こ
ろ
で
'
問
題
の
句

ヽ

を
張
氏
は
｢
沙
場
で
｣
と
読
む
よ
う
に
提
案
さ
れ
て
い
る
が
'
古
文
文
法
に
順
う
か

ヽ

ぎ
り
'
そ
れ
は
無
理
な
話
で
'
張
氏
の
説
を
生
か
す
な
ら
ば
'
｢
沙
場
に
｣
ま
た
は

｢
沙
場
　
愁
殺
せ
し
人
｣
と
訓
む
こ
と
に
な
ろ
う
｡
し
か
し
な
が
ら
'
問
題
は
そ
の

よ
う
に
訓
読
し
た
途
端
'
文
法
上
で
は
こ
の
旬
を
処
動
構
造
で
捉
え
た
と
い
う
こ
と

ヽ

を
意
味
す
る
｡
一
万
㌧
　
｢
沙
場
の
人
を
愁
殺
す
る
を
見
ず
｣
は
明
ら
か
に
動
賓
構
造

で
捉
え
て
い
る
わ
け
で
'
張
氏
も
そ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
'
動
賓
構
追

で
捉
え
れ
ば
'

〔
主
語
〕
　
〔
動
詞
〕

(
圃
困
一
)
(
不
)
見

〔目的語〕

〔主語〕

沙1.｣場~

〔
動
　
詞
〕
　
　
〔
目
的
語
〕

樹
~
商
　
　
　
人

三
六
〇

は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
　
-
　
荒
参
た
る
｢
沙
場
｣
が
そ
こ
に
い
る
｢
人
｣
(
私
)
を

｢
愁
殺
｣
す
る
の
で
あ
る
が
'
そ
の
深
い
憂
愁
に
沈
ん
で
い
る
｢
人
｣
(
私
)
を
お
前

(
閑
人
-
妻
)
　
は
見
る
よ
し
も
な
い
の
だ
か
ら
　
-
 
0

ヽ

筆
者
は
こ
の
句
を
｢
沙
場
の
人
を
愁
殺
す
る
を
見
ず
｣
と
訓
読
す
る
方
に
'
つ
普

り
動
賓
構
造
と
し
て
把
え
る
方
に
左
担
し
た
い
｡
だ
が
'
折
角
そ
う
訓
ん
で
も
現
代

日
本
語
訳
の
方
を
｢
こ
の
荒
涼
た
る
戦
場
が
'
人
間
を
か
ぎ
り
な
い
憂
愁
に
お
と
し

ヽ
ヽ

い
れ
る
さ
ま
を
目
に
鬼
は
し
な
い
の
だ
か
ら
｣
と
い
-
風
に
し
て
'
誤
解
や
誤
訳
を

ヽ

招
-
方
向
に
流
れ
る
-
ら
い
な
ら
'
張
氏
の
説
(
但
し
｢
沙
場
に
愁
殺
せ
し
人
を
｣

鮎
動
構
造
)
に
従
い
う
ま
ち
が
い
な
い
訳
を
す
る
方
を
採
用
し
た
い
.

よ
り
正
確
な
訳
出
を
期
待
す
る
と
い
う
意
味
で
'
両
者
い
ず
れ
を
可
と
し
て
も
刺

に
尤
め
だ
て
さ
れ
る
筋
合
は
な
い
と
思
う
が
t
 
L
か
L
t
だ
か
ら
と
言
っ
て
問
題
が

消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
い
｡
動
賓
構
造
か
処
動
構
造
か
と
い
う
レ
ッ
キ
と
し
た
問
題

が
依
然
残
さ
れ
て
い
る
｡

と
な
り
'
中
国
語
の
基
本
的
文
型
(
w
-
>
1
0
)
　
の
重
な
っ
た
構
造
と
し
て
解
説

で
き
る
｡
処
動
構
造
の
場
合
は
'

年
年
至
日
長
為
客

ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ

忽
忽
窮
愁
泥
殺
人

(
杜
甫
｢
冬
至
｣
)

I
E
3

年
年
　
至
日
長
に
客
と
為
り

忽
忽
た
る
窮
慾
は
人
を
泥
殺
す

〔
主
語
〕
　
〔
動
詞
〕

(
闇
凶
)
(
不
)
見

〔
目
的
語
〕

〔
場
　
所
〕

沙
　
場

〔
動
　
詞
〕
　
　
〔
主
　
語
〕

忽
忽
た
る
窮
愁
　
(
主
語
)

が
人
　
(
目
的
語
)
を
泥
殺
す
る
(
動
詞
)
の
で
あ
る
が
'

愁
　
殺
　
　
　
　
人

と
な
っ
て
'
動
賓
構
造
と
の
,
､
､
ッ
ク
ス
し
た
形
と
し
て
解
説
す
る
わ
け
で
あ
る
｡
張

氏
は
こ
の
両
者
を
混
同
し
て
　
(
解
釈
は
前
者
'
文
法
す
な
わ
ち
よ
み
は
後
者
)
説
明

し
て
い
る
の
で
な
か
な
か
理
解
す
る
の
に
難
渋
す
る
の
だ
が
'
初
め
か
ら
文
法
的
に

区
別
し
て
説
明
す
れ
ば
混
乱
は
お
こ
ら
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
｡

ヽ

｢
沙
場
の
-
-
｣
の
｢
の
｣
は
'
主
格
の
｢
の
｣
で
あ
る
｡
従
っ
て
こ
の
よ
み
(
即

ち
文
法
)
に
忠
実
に
従
っ
て
過
不
足
な
く
訳
出
す
れ
ば
'
張
氏
の
誤
鰍
を
招
-
こ
と

ぐ
た
ぐ
た
に
-
じ
け
て
し
ま
う
の
は
も
ち
ろ
ん
人
　
(
私
)
　
で
あ
る
｡

秋
堪
女
史
の
'

ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
(
8
)

秋
風
秋
雨
愁
殺
人
　
　
秋
風
秋
雨
　
人
を
愁
殺
す

も
明
ら
か
に
秋
風
秋
雨
　
(
主
語
)
が
人
(
目
的
語
)
　
を
愁
殺
す
る
　
(
動
詞
)
　
と
い
う

動
賓
構
造
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
し
か
し
'
こ
の
場
合
も
｢
愁
殺
｣
の

淵
に
沈
ん
で
い
る
の
は
人
(
自
分
)
　
で
あ
り
'
い
わ
ば
文
法
上
の
目
的
語
｢
人
｣
は



意
味
の
上
で
は
主
語
(
戟
)
と
な
り
｢
再
帰
代
名
詞
｣
的
機
能
を
持
つ
｡
文
法
的
に

は
他
動
詞
と
し
て
の
｢
愁
殺
｣
も
'
意
味
的
に
は
自
動
詞
で
あ
り
(
秋
風
秋
雨
に
接

し
て
自
分
が
愁
殺
す
る
)
'
こ
れ
も
｢
再
帰
動
詞
｣
と
し
て
解
釈
す
れ
ば
無
事
説
明

(
9
)

が
つ
く
よ
う
だ
.
少
な
-
と
も
｢
悩
殺
｣
や
｢
笑
殺
｣
な
ど
一
連
の
動
詞
に
目
的
語

(S)

｢
人
｣
が
つ
-
形
は
'
一
応
文
法
上
は
動
賓
構
造
と
み
な
す
が
'
意
味
を
と
る
際
に

は
再
び
深
層
に
も
ど
っ
て
'
隠
さ
れ
た
主
語
を
取
り
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
そ
こ
普

で
周
到
に
用
意
し
て
か
か
ら
な
い
と
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
な
誤
訳
を
引
き
起
す

破
目
に
陥
る
の
で
あ
る
｡
要
は
漢
文
を
訳
出
す
る
と
き
'
そ
の
文
法
構
造
を
も
し
っ

か
り
見
極
め
て
と
り
か
か
ら
な
い
と
'
思
わ
ぬ
陥
井
が
待
ち
受
け
て
い
る
こ
と
を
し

っ
か
り
肝
に
銘
ず
べ
き
な
の
で
あ
る
｡

か
-
し
て
ま
た
持
論
に
立
ち
も
ど
っ
た
｡
我
わ
れ
は
漢
詩
(
と
い
わ
ず
漢
文
一
般
)

を
読
み
解
い
て
い
-
場
合
'
と
か
-
漢
字
と
い
う
魔
術
師
に
躍
ら
さ
れ
て
'
安
易
に

字
面
を
な
で
る
だ
け
で
了
解
し
た
と
思
い
こ
ソ
外
が
ち
だ
が
､
語
義
･
発
音
･
文
法
の

全
面
に
亘
っ
て
'
つ
ま
り
は
中
国
語
と
し
て
き
ち
ん
と
認
定
し
て
取
り
か
か
る
姿
勢

を
持
つ
べ
き
な
の
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
な
基
本
姿
勢
が
あ
っ
て
こ
そ
'
初
め
て
さ
普

ざ
ま
な
誤
解
や
誤
訳
を
最
大
限
に
防
止
し
'
限
り
な
-
正
解
に
近
ず
-
こ
と
が
保
証

さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

69

(注)

1
　
｢
見
｣
字
考
　
-
　
六
朝
･
唐
詩
の
解
釈
を
通
し
て
　
ー
　
『
加
賀
博
士
退
官
記
念
車
国
文
史

ヽ

ヽ

ヽ

桃
花
流
水
督
然
去
　
別
有
天
地
非
人
間
(
李
白
｢
山
中
問
答
｣
)

悠
然
1
暮
'
督
然
1
去
と
い
ず
れ
も
動
詞
に
か
か
る
副
詞
と
み
る
｡

ヽ
ヽ

相
看
両
不
厭
　
只
有
故
事
山
(
李
白
｢
独
坐
敬
亭
山
｣
)
　
-
い
つ
ま
で
な
が
め
あ
っ
て

も
互
い
に
あ
き
の
こ
な
い
の
は
'
敬
亭
山
よ
'
お
前
だ
け
だ
.
-
陶
淵
明
の
詩
と
比

較
し
つ
つ
｢
看
｣
と
｢
有
｣
の
用
法
の
妙
味
を
看
取
す
べ
き
詩
で
あ
る
｡
双
方
共
'
主

張
は
自
然
と
の
一
体
感
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
｡

張
明
澄
著
『
間
違
い
だ
ら
け
の
漢
文
』
久
保
書
店

同
右
　
『
誤
訳
･
愚
訳
』

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

紗
窓
日
落
漸
黄
昏
　
金
屋
無
人
見
涙
痕
(
劉
方
平
｢
春
怨
｣
)
　
-
誰
も
涙
の
あ
と
を
見

る
人
と
て
い
な
い
'
と
で
も
な
ろ
う
か
｡

『
辞
海
下
』
二
七
五
五
ペ
ー
ジ
｡
他
に
｢
き
-
｣
や
｢
引
き
会
わ
す
｣
な
ど
の
意
味
も

ヽ

ヽ

ヽ

あ
る
｡
現
代
語
の
｢
聴
見
'
看
見
望
不
見
｣
な
ど
と
の
出
自
･
関
連
も
今
後
調
査
究
明

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

『
誤
訳
･
愚
訳
』
七
三
ペ
ー
ジ
以
下
｡

西
湖
畔
に
た
て
ら
れ
た
記
念
碑
に
は
｢
秋
雨
秋
風
愁
殺
人
｣
と
刻
ま
れ
て
い
る
ら
し

い
｡
武
田
泰
淳
『
秋
風
秋
雨
人
を
愁
殺
す
』
七
二
ペ
ー
ジ
｡
音
読
上
あ
る
い
は
見
た
目

に
は
｢
秋
風
秋
雨
｣
の
方
が
な
じ
み
易
い
が
'
平
灰
的
に
は
｢
秋
雨
秋
風
｣
の
方
が
規

則
に
か
な
っ
て
い
る
.
(
o
t
<
○
平
o
t
<
○
)

ヽ

そ
も
そ
も
｢
愁
｣
自
体
は
本
来
(
人
が
)
愁
え
る
と
い
う
自
動
詞
で
あ
る
が
'
｢
1
殺
｣

ヽ

と
か
｢
-
絶
｣
な
ど
の
程
度
補
語
を
と
り
や
す
-
'
ま
た
使
役
文
の
形
式
に
使
わ
れ
や

ヽ
ヽ

す
い
｡
正
当
今
夕
断
腸
処
　
鷹
歌
愁
絶
不
忍
聴
(
李
白
｢
覇
陵
行
送
別
｣
)

ヽ

ヽ

ヽ

総
為
浮
雲
能
蔽
日
　
長
安
不
見
使
人
愁
(
李
白
｢
登
金
陵
鳳
風
台
｣
)
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哲
学
論
集
』
昭
s
-
ォ
　
｢
百
里
見
秋
竜
｣
の
解
釈
に
つ
い
て
『
漢
文
教
室
』
昭

ヽ

水
路
疑
霜
雪
　
林
棲
見
羽
毛
'
(
杜
甫
｢
八
月
十
五
夜
月
｣
)
集
註
｢
見
羽
毛
'
(
月
光
)

照
林
中
'
棲
鳥
羽
毛
皆
可
見
也
.
｣
　
-
　
月
が
林
を
照
ら
し
て
棲
鳥
の
羽
毛
も
見
え
る
ほ

ど
で
あ
る
｡

ヽ

虚
明
見
放
竜
　
羽
虫
亦
飛
揚
(
杜
甫
｢
夏
夜
欺
｣
)
　
-
　
織
竜
が
見
え
る
(
ほ
ど
明
る

い)0
｢
悠
然
｣
の
文
法
上
の
働
ら
き
に
つ
い
て
は
前
注
1
　
｢
見
｣
字
考
の
中
で
論
じ
た
.

ヽ

ヽ

ヽ

悠
然
遠
山
暮
　
独
向
白
雲
帰
(
王
維
｢
帰
園
田
作
)
)

松
　
尾
　
善
　
弘
(
研
究
紀
要
　
第
三
十
六
巻
)

1
 
0
　
『
中
国
大
辞
典
』
二
一
八
ペ
ー
ジ
に
'
｢
愁
人
｣
の
例
文
と
し
て
'
｢
愁
人
莫
向
愁
人
説
'

ヽ

ヽ

ヽ

説
向
愁
人
愁
殺
人
(
愁
人
は
愁
人
に
語
っ
て
は
い
け
な
い
｡
愁
人
に
語
れ
ば
い
よ
い
よ

ひ
ど
-
悲
し
ま
せ
る
)
｣
と
い
う
の
が
あ
る
｡
こ
の
場
合
の
｢
人
｣
は
単
に
相
手
の
｢
愁

人
｣
で
あ
る
｡
つ
ま
り
本
人
(
主
語
)
に
再
帰
し
な
い
か
ら
か
か
る
形
式
の
文
は
動
賓

構
造
と
み
な
す
の
が
一
番
ぴ
っ
た
り
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
更
に
つ
け
加
え
る

と
'
｢
沙
場
愁
殺
人
｣
の
場
合
は
'
｢
沙
場
｣
が
｢
沙
漠
の
戦
場
｣
と
い
う
場
所
を
表
わ

す
語
な
の
で
'
一
見
'
処
動
構
造
に
と
れ
な
く
も
な
さ
そ
う
だ
が
'
そ
の
他
の
例
文
と

見
較
べ
る
と
'
こ
れ
も
や
は
り
主
語
と
と
っ
て
　
(
戦
場
が
)
'
動
賓
構
造
に
帰
属
さ
せ

る
の
が
最
も
妥
当
な
よ
う
で
あ
る
｡


