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討
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︱

吉

海

直

人

【キ
ー
ワ
ー
ド
︼
下
の
句
か
る
た
・
北
海
道
・
室
井
商
店
・
会
津
発
祥
・

漢
詩
か
る
た一

︑
研
究
の
発
端

た
ま
た
ま
N
H
K
大
河
ド
ラ
マ
を
き
っ
か
け
に
︑
新
島
八
重
の
生
涯
を

調
べ
て
い
た
と
こ
ろ
︑
正
月
や
土
曜
日
の
夜
分
に
︑
新
島
邸
で
﹁
か
る
た

取
り
﹂
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
浮
上
し
た
︒
そ
の
こ
と
は
﹁
か

る
た
取
り
﹂
に
参
加
し
て
い
た
複
数
の
男
子
学
生

(女
子
学
生
の
証
言
な

し
)
が
︑
思
い
出
話
と
し
て
証
言
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

単
に
﹁
か
る
た
取
り
﹂
と
い
う
だ
け
な
ら
︑
取
り
立
て
て
論
じ
る
こ
と

も
あ
る
ま
い
︒
し
か
し
八
重
が
﹁
か
る
た
取
り
﹂
の
名
手
だ
っ
た
こ
と
︑

そ
れ
だ
け
で
な
く
会
津
藩
の
﹁
か
る
た
取
り
﹂
が
︑
一
般
的
な
や
り
方
と

は
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
︑
百
人
一
首
の
専
門
的
興
味
か

ら
︑
あ
ら
た
め
て
板
か
る
た
の
歴
史
に
つ
い
て
詳
し
く
調
べ
て
み
る
こ
と

に
し
た
︒

二
︑
会
津
特
有
の
板
か
る
た

新
島
邸
に
お
け
る
﹁
か
る
た
取
り
﹂
に
つ
い
て
は
︑
例
え
ば
卒
業
生
の

松
尾
音
治
郎
の
思
い
出
話
と
し
て
︑

小
生
が
二
十
一
歳
か
ら
二
十
三
四
歳
ま
で
の
間
の
事
で
あ
る
︒
正
月

の
休
暇
や
或
土
曜
日
の
夜
分
な
ど
に
新
島
先
生
の
お
宅
で
歌
可
留
多

の
会
が
よ
く
催
さ
れ
た
︒
其
の
頃
の
乱
暴
書
生
に
は
頗
る
不
似
合
な

会
と
も
見
ゆ
る
が
︑
元
来
奥
様
の
故
郷
な
る
会
津
藩
で
は
古
来
歌
可

五
五



留
多
が
流
行
し
た
と
の
事
で
︑
奥
様
が
大
自
慢
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ

る
︒
当
時
会
津
か
ら
来
校
し
て
居
た
書
生
が
望
月
興
三
郎
を
筆
頭
に

六
︑
七
人
も
居
た
の
で
︑
会
津
人
の
特
技
会
と
し
て
同
郷
人
の
友
誼

を
厚
ふ
す
る
意
味
合
ひ
も
あ
つ
て
催
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
然
る
に
小

生
は
明
石
人
で
会
津
人
で
無
か
つ
た
に
拘
わ
ら
ず
︑
奥
様
か
ら
特
別

の
思
召
で
会
津
人
並
み
の
取
扱
ひ
を
受
け
た
の
で
あ
つ
た
︒
そ
れ
で

下
手
な
が
ら
之
れ
に
参
加
し
た
の
だ
が
︑
奥
様
一
人
を
向
ふ
に
廻
し

て
五
六
人
の
書
生
が
一
団
と
な
つ
て
︑
戦
ふ
の
を
常
と
し
た
︒
と
て

も
奥
様
は
上
手
で
︑
い
つ
で
も
五
六
人
の
者
が
負
け
た
の
で
あ
る
︒

併
し
蜜
柑
だ
の
饅
頭
だ
の
は
沢
山
食
べ
て
帰
つ
た
が
︑
今
日
で
も
其

の
事
が
脳
底
に
残
つ
て
居
て
青
年
時
代
の
事
を
偲
ば
せ
る
︒

(同
志
社
校
友
同
窓
会
報
六
一
)

と
語
ら
れ
て
い
る
︒
こ
こ
に
﹁
奥
様

(八
重
)
の
故
郷
な
る
会
津
藩
で
は

古
来
歌
可
留
多
が
流
行
し
た
﹂
と
あ
る
が
︑
特
に
会
津
藩
で
﹁
か
る
た
取

り
﹂
が
流
行
し
て
い
た
と
い
う
事
実

(資
料
)
は
仄
聞
し
て
い
な
い
︒
ま

た
同
志
社
に
は
︑
望
月
興
三
郎
を
筆
頭
に
会
津
出
身
者
が
六
七
人
在
学
し

て
い
た
︒
そ
の
仲
間
内
で
﹁
か
る
た
取
り
﹂
が
催
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
事

実
の
よ
う
で
あ
る
︒
そ
れ
に
し
て
も
﹁
会
津
人
の
特
技
会
﹂
と
い
う
言
い

回
し
は
気
に
な
る
︒
明
石
出
身
の
松
尾
音
治
郎
の
目
に
は
︑
ど
の
よ
う
な

﹁
か
る
た
取
り
﹂
に
見
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

そ
こ
で
別
の
記
事
に
当
た
っ
て
見
た
と
こ
ろ
︑
﹁
か
る
た
取
り
﹂
が

違
っ
た
意
味
合
い
を
も
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
浮
上
し
て
き
た
︒
そ

れ
は
襄
の
世
話
を
し
て
い
た
看
護
婦
不
破
ゆ
う
の
証
言
で
あ
る
︒

又
上
州
御
病
中
︑
﹁
今
日
は
八
重
さ
ん
か
ら
大
変
い
い
便
り
が
あ
り

ま
し
た
⁝
⁝
⁝
﹂
と
仰
せ
に
な
り
ま
す
か
ら
突
き
進
ん
で
お
訪
ね
す

る
と
︑
夫
人
は
会
津
御
出
身
で
あ
ら
れ
た
為
め
︑
薩
摩
の
人
々
と
何

う
も
和
解
せ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
︑
到
々
或
る
機
会
に
鹿
児
島
人

を
招
ん
で
︑
か
る
た
会
を
せ
ら
れ
た
と
云
ふ
便
り
が
来
た
の
で
︑

﹁
す
べ
て
の
人
を
愛
せ
よ
﹂
と
云
ふ
教
訓
を
絶
え
ず
実
行
し
て
居
ら

れ
る
先
生
は
此
の
和
解
を
大
変
よ
ろ
こ
ん
で
居
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま

し
た
︒

(同
志
社
校
友
同
窓
会
報
九
五
)

上
州
で
療
養
中
の
襄
に
︑
京
都
の
八
重
か
ら
手
紙
が
届
い
た
ら
し
い
︒

内
容
は
八
重
が
自
邸
の
か
る
た
会
に
︑
鹿
児
島

(
薩
摩
)
出
身
の
生
徒
を

招
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
そ
れ
を
読
ん
だ
襄
は
︑
聖

書
の
教
訓
を
八
重
も
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
言
っ
て
大
変
喜
ん
だ
︒

そ
の
こ
と
を
間
接
的
に
不
破
ゆ
う
が
証
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

残
念
な
こ
と
に
︑
こ
の
時
の
襄
宛
の
八
重
の
書
簡
は
残
っ
て
い
な
い
の

で
︑
手
紙
に
ど
の
よ
う
な
文
面
が
書
か
れ
て
い
た
か
は
わ
か
ら
な
い
︒
し
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か
し
こ
れ
を
素
直
に
読
め
ば
︑
八
重
が
薩
摩
出
身
の
生
徒
を
︑
ず
っ
と
か

る
た
会
か
ら
遠
ざ
け
て
い
た
と
い
う
事
実
が
察
せ
ら
れ
る
︒
八
重
に
お
い

て
は
︑
戊
辰
戦
争
の
忌
ま
わ
し
い
記
憶
が
な
か
な
か
払
拭
で
き
な
か
っ
た

の
だ
ろ
う
︒
だ
か
ら
会
津
出
身
者
を
か
わ
い
が
る
の
と
は
正
反
対
に
︑
薩

摩
出
身
者
を
遠
ざ
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
が
こ
こ
に
至
っ

て
︑
よ
う
や
く
吹
っ
切
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
︑
襄
が
喜
ぶ
の
も
無

理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
︒

今
の
と
こ
ろ
こ
の
記
事
を
裏
付
け
る
資
料
は
他
に
見
当
た
ら
な
い
が
︑

八
重
主
催
の
か
る
た
会
は
︑
あ
る
意
味
で
会
津
人
の
交
流
の
場
と
な
っ
て

い
た
こ
と
は
間
違
い
な
さ
そ
う
で
あ
る
︒

三
︑
生
徒
達
の
証
言

で
は
ど
う
し
て
そ
れ
が
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
も
う
少
し
別
の
資
料

に
当
た
っ
て
み
よ
う
︒
卒
業
生
の
三
宅
一
は
﹁
新
年
廻
礼
﹂
に
︑

カ
ル
タ
好
き
の
人
達
は
新
島
先
生
の
未
亡
人
の
家
に
よ
く
出
か
け
て

カ
ル
タ
取
を
し
た
が
︑
私
は
斯
云
ふ
事
は
余
好
ま
な
か
つ
た
の
で

行
っ
た
事
は
な
か
つ
た
︒

(﹃
創
設
期
の
同
志
社
﹄
149
頁
)

と
記
し
て
い
る
︒
こ
こ
に
は
﹁
未
亡
人
﹂
と
あ
る
の
で
︑
襄
が
亡
く
な
っ

た
後
も
︑
八
重
は
自
邸
で
か
る
た
会
を
開
き
続
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

も
ち
ろ
ん
襄
の
生
前
も
︑
か
る
た
会
は
八
重
が
し
き
っ
て
い
た
は
ず
で
あ

る
︒同

様
に
児
玉
亮
太
郎
の
﹁
新
年
廻
礼

(カ
ル
タ
会
)﹂
に
も
︑

新
年
に
は
校
長
宅
で
学
生
を
カ
ル
タ
会
に
招
待
す
る
の
が
常
で
あ
つ

た
︒
新
島
未
亡
人
︑
小
崎
校
長
夫
人
等
は
斯
界
の
勇
将
で
︑
其
雷
鳴

を
轟
か
し
︑
新
島
未
亡
人
の
如
き
は
特
に
五
六
人
の
敵
を
一
人
に
て

引
受
け
︑
連
戦
連
勝
で
あ
っ
た
程
の
名
将
で
あ
つ
た
︒

(﹃
創
設
期
の
同
志
社
﹄
204
頁
)

と
あ
る
︒
や
や
誇
張
も
含
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
八
重
は
か
る

た
取
り
の
名
手
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
小
崎
弘
道
夫
人

(岩

村
千
代
)
も
﹁
か
る
た
取
り
﹂
の
名
手
と
さ
れ
て
い
る(1

)
︒
ま
た
東
郷
昌
武

の
﹁
旧
懐
﹂
に
も
︑

在
学
中
何
よ
り
も
楽
し
か
つ
た
こ
と
は
︑
新
島
未
亡
人
の
御
邸
に
催

さ
る
る
︑
正
月
カ
ル
タ
会
に
招
か
る
る
こ
と
で
あ
つ
た
︒
女
学
校
の

生
徒
達
と
一
緒
に
︑
パ
ー
ラ
ー
の
広
間
に
︑
八
重
子
刀
自
が
︑
お
か

ら
だ
に
似
合
は
ぬ
︑
や
さ
し
い
声
で
︑
﹁
声
聞
く
時
ぞ
秋
は
悲
し
き
﹂

な
ん
て
︑
高
ら
か
に
読
み
給
ひ
た
る
歌
に
応
じ
嬉
々
と
︑
時
々
は
態わ

ざ

と
女
生
達
の
手
を
︑
引
き
掻
き
つ
つ
︑
遊
ば
せ
て
頂
い
た
こ
と
は
︑

未
だ
に
顔
前
に
髣
髴

ほ
う
ふ
つ

と
す
る
︒

(
同
志
社
校
友
同
窓
会
報
六
一
)
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と
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
男
女
交
え
て
の
﹁
か
る
た
取
り
﹂
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
︒
尾
崎
紅
葉
の
﹃
金
色
夜
叉
﹄
を
引
用
す
る
ま
で
も
な
く
︑

当
時
の
﹁
か
る
た
取
り
﹂
は
︑
若
い
男
女
が
夜
間
で
も
一
緒
に
集
ま
っ
て

遊
ぶ
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
の
で
︑
男
子
生
徒
に
と
っ
て
は
貴
重
な
女
子

と
の
交
流
の
場
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

こ
の
記
事
か
ら
︑
八
重
は
﹁
か
る
た
取
り
﹂
が
上
手
だ
っ
た
だ
け
で
な

く
︑
読
み
手
の
力
量
も
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
︒﹁
お
か
ら
だ
に
似
合
は

ぬ
︑
や
さ
し
い
声
﹂
と
い
う
の
は
︑
当
時
肥
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
か
︒
こ
こ
で
い
さ
さ
か
気
に
な
る
の
は
︑﹁
声
聞
く
時
ぞ
秋
は
悲
し

き
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
普
通
な
ら
﹁
奥
山
に
紅
葉
踏
み
分

け
﹂
と
上
の
句
が
詠
み
あ
げ
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ

な
の
に
ど
う
し
て
下
の
句
な
の
か
と
い
う
と
︑
ど
う
や
ら
八
重
の
催
し
て

い
た
か
る
た
会
で
使
用
さ
れ
て
い
た
か
る
た
が
︑
普
通
の
か
る
た
で
は
な

か
っ
た
か
ら
の
よ
う
で
あ
る
︒
そ
の
こ
と
は
同
じ
く
東
郷
昌
武
が
﹁
新
年

廻
礼
﹂
で
︑

新
年
に
際
し
最
も
愉
快
で
あ
り
︑
且
つ
一
年
中
に
大
な
る
楽
し
み

と
し
て
居
つ
た
の
は
︑
新
島
未
亡
人
に
招
か
れ
て
歌
ガ
ル
タ
を
取
る

事
で
あ
つ
た
︒
其
場
所
は
新
島
先
生
の
応
接
室
で
︑
可
成
広
い
座
敷

で
あ
つ
た
︒
何
時
も
女
学
校
の
人
が
半
分
︑
男
学
校
の
方
が
半
数
と

云
ふ
事
で
︑
御
馳
走
は
寿
し
︑
蜜
柑
等
で
あ
つ
た
が
︑
殆
ど
朝
よ
り

夕
近
く
迄
盛
ん
に
此
歌
ガ
ル
タ
を
し
た
も
の
で
あ
る
︒

札
は
板
で
あ
つ
た
か
ら
︑
其
札
の
為
め
に
︑
若
し
く
は
相
手
の
爪

の
為
め
に
大
に
手
に
負
傷
を
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
︑
相
手
は
女
学

校
の
生
徒
で
あ
つ
た
か
ら
︑
寧
ろ
面
白
半
分
に
女
学
生
の
方
を
引
掻

き
毟む

し

つ
て
い
ぢ
め
た
も
の
で
あ
る
︒
同
志
社
在
学
中
︑
夫
人
と
言
葉

を
接
す
る
の
は
︑
唯
一
年
中
此
一
日
で
あ
つ
た
︒

(﹃
創
設
期
の
同
志
社
﹄
131
頁
)

と
詳
し
く
語
っ
て
い
た
︒
こ
こ
に
﹁
札
は
板
﹂
と
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た

い
︒
一
般
の
か
る
た
札
は
言
う
ま
で
も
な
く
紙
製
で
あ
る
︒
京
都
で
板
製

の
か
る
た
は
︑
当
時
珍
し
い
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る(2

)
︒
こ
こ
で
は
会
津

特
産
と
さ
れ
て
い
る
﹁
板
か
る
た
﹂
を
使
用
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
板

で
あ
れ
ば
少
々
乱
暴
に
扱
っ
て
も
︑
折
れ
た
り
破
れ
た
り
す
る
こ
と
は
あ

る
ま
い
︒

と
い
う
以
上
に
︑
新
島
邸
の
﹁
か
る
た
取
り
﹂
は
︑
か
な
り
乱
暴
な
も

の
だ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
︒﹁
相
手
の
爪
の
為
め
に
大
に
手
に
負
傷
を
せ

ら
れ
た
﹂
・﹁
引
掻
き
毟む

し

つ
て
い
ぢ
め
た
﹂
と
い
う
の
は
︑
か
る
た
取
り
と

し
て
尋
常
で
は
あ
る
ま
い
︒

板
か
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四
︑
﹁
板
か
る
た
﹂
を
め
ぐ
っ
て

残
念
な
こ
と
に
︑
現
在
の
会
津
若
松
市
で
は
︑
板
か
る
た
は
ま
っ
た
く

と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
遊
ば
れ
て
い
な
い

(も
は
や
絶
滅
か
)︒
か
ろ
う
じ

て
北
海
道
で
は
︑
今
も
下
の
句
か
る
た
と
し
て
残
っ
て
い
る
が
︑
そ
れ
は

幕
末
・
明
治
期
に
会
津
藩
の
人
間
が
北
海
道
に
移
住
し
た
際
︑
一
緒
に
持

ち
込
ま
れ
た
か
ら
と
説
明
さ
れ
て
い
る
︒

し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ま
で
は
調
査
不
足
も
あ
っ
て
︑
会
津
特
産
と
い
う

確
か
な
証
拠

(現
物
)
は
提
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
そ
の
た
め
板
か
る

た
の
研
究
論
文
は
見
当
た
ら
ず
︑
唯
一
︑
高
橋
浩
徳
氏
﹁
下
の
句
か
る
た

(板
か
る
た
)
に
つ
い
て
﹂
大
阪
商
業
大
学
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
産
業
研

究
所
紀
要
8
・
平
成
十
八
年
三
月
が
存
す
る
く
ら
い
で
あ
る
︒
た
だ
し
こ

れ
は
遊
戯
法
を
主
と
し
た
も
の
で
︑
板
か
る
た
の
歴
史
に
関
し
て
は
︑
宮

野
勝
氏
﹁
下
の
句
か
る
た
の
由
来
﹂
全
日
本
下
の
句
歌
留
多
協
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
が
も
っ
と
も
参
考
に
な
る
︒

と
こ
ろ
が
﹁
八
重
の
桜
﹂
効
果
と
い
う
の
か
︑
最
近
︑
古
い
板
か
る
た

に
注
目
し
て
い
た
と
こ
ろ
︑
箱
に
﹁
会
津
特
産
﹂
と
明
記
さ
れ
た
商
売
物

の
板
か
る
た
が
見
つ
か
っ
た

(図
版
1
)︒
そ
れ
だ
け
で
な
く
会
津
若
松

の
室
井
商
店
が
︑
北
海
道
向
け
に
板
か
る
た
を
商
っ
て
い
た
こ
と
も
わ

板
か
る
た
の
歴
史

五
九

図版 1 会津特産板かるた



か
っ
て
き
た
︒

遡
っ
て
明
治
時
代
の
板
か
る
た
は
︑
手
書
き
・
手
作
り
の
も
の
が
ほ
と

ん
ど
だ
が
︑
箱
に
所
蔵
者
の
名
前
や
住
所
・
制
作
年
な
ど
が
記
さ
れ
て
い

る
場
合
も
少
な
く
な
い
︒
そ
う
い
っ
た
情
報
に
よ
れ
ば
︑
会
津
は
も
と
よ

り
白
河
・
米
沢
・
天
童
・
宮
城
・
越
後
で
も
古
い
板
か
る
た
が
見
つ
か
っ

て
い
る

(図
版
2
)︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
会
津
周
辺
で
板
か
る
た
が
遊
ば

れ
て
い
た
こ
と
が
ほ
ぼ
証
明
さ
れ
た
︒
一
説
に
よ
れ
ば
︑
朴
の
木
の
余
り

切
れ
を
使
っ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
︒

さ
ら
に
八
重
の
調
査
に
活
用
し
た
﹁
会
津
会
雑
誌
﹂
を
調
べ
て
み
た
と

こ
ろ
︑
板
か
る
た
に
関
す
る
記
述
が
複
数
見
つ
か
っ
た
︒
ま
ず
雑
誌
三
十

二
号

(昭
和
三
年
七
月
)
の
﹁
京
都
会
津
第
二
回
例
会
兼
新
年
互
礼
会
﹂

に
︑

板
歌
留
多
争
覇
戦
を
本
堂
に
開
く
︒
老
も
若
も
数
組
に
入
り
乱
れ
て

相
闘
ふ
︒
此
の
日
新
城
博
士
対
奥
田
将
軍
の
対
戦
は
殊
に
目
覚
ま
し

か
り
き
︒
戦
闘
半
ば
に
し
て
記
念
撮
影
を
な
す
︒

と
出
て
い
た
︒
続
い
て
一
年
後
の
会
津
会
雑
誌
三
十
四
号

(
昭
和
四
年
七

月
)
の
﹁
新
年
互
礼
会
﹂
に
も
︑

会
津
独
特
の
下
の
句
を
読
み
て
下
の
句
を
と
る
歌
か
る
た
遊
に
歓
を

尽
し
て
︑
散
会
し
た
の
は
電
灯
の
点
ず
る
時
刻
で
あ
り
ま
し
た
︒

と
記
さ
れ
て
い
た
︒
こ
こ
に
わ
ざ
わ
ざ
﹁
会
津
独
特
の
下
の
句
を
読
み
て

下
の
句
を
と
る
﹂
と
い
う
競
技
法
の
説
明
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目

し
た
い
︒
同
様
の
こ
と
は
会
津
会
雑
誌
三
十
六
号

(昭
和
五
年
七
月
)
の

﹁
新
年
例
会
﹂
に
も
︑

食
事
が
終
る
と
歌
が
る
た
遊
び
︑
そ
れ
も
お
国
ぶ
り
を
発
揮
し
て
︑

下
の
句
を
読
ん
で
下
の
句
を
取
る
競
技
を
四
五
人
づ
ゝ
に
別
れ
二
ヶ

処
で
戦
ひ
ま
し
た
が
︑
新
島
刀
自
も
参
加
せ
ら
れ
︑
新
城
帝
大
総
長

も
こ
の
日
ば
か
り
は
昔
の
学
生
の
元
気
に
立
か
へ
つ
て
勇
敢
に
戦
は

れ
ま
し
た
︒
と
て
も
強
く
て
新
城
さ
ん
の
傍
に
よ
り
つ
く
好
敵
手
は

板
か
る
た
の
歴
史

六
〇

図版 2 明治四十二年の板かるた



若
人
・
年
寄
の
中
誰
一
人
も
あ
り
ま
せ
ん
︒
奥
田
将
軍
の
読
み
と
来

た
ら
天
下
一
品
︑
こ
れ
ま
た
他
の
追
随
を
許
さ
ぬ
技
倆
を
有
つ
て
居

ら
れ
ま
す
︒

と
あ
っ
た
︒
こ
こ
に
も
﹁
お
国
ぶ
り
を
発
揮
し
て
︑
下
の
句
を
読
ん
で
下

の
句
を
取
る
競
技
﹂
と
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
﹁
四
五
人
づ
ゝ
に
別

れ
﹂
と
あ
る
こ
と
で
︑
一
対
一
で
は
な
く
団
体
戦
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
︒
し
か
も
こ
の
日
の
か
る
た
取
り
に
は
︑
八
十
四
歳
の
八
重
も
参

加
し
て
い
る
が
︑
さ
す
が
に
老
齢
に
は
勝
て
ず
︑
往
年
の
強
さ
は
披
露
で

き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
京
都
大
学
総
長
の
新
城
博
士
が
目

立
っ
て
い
た
︒
ま
た
﹁
奥
田
将
軍
の
読
み
と
来
た
ら
天
下
一
品
﹂
と
あ
る

が
︑
一
体
ど
の
よ
う
な
読
み
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

つ
い
で
に
﹃
同
志
社
ロ
ー
マ
ン
ス
﹄
の
記
事
も
あ
げ
て
お
こ
う
︒

御
年
始
が
す
む
と
︑
カ
ル
タ
取
り
︑
大
抵
新
島
未
亡
人
か
ら
招
か
れ
︑

女
学
校
の
方
と
半
々
︑
年
に
一
ど
の
男
女
混
淆
の
遊
び
︑
板
の
き
ず
︑

爪
の
跡
︑
随
分
激
戦
を
や
っ
た
︒
未
亡
人
は
会
津
式
の
板
カ
ル
タ
で

は
︑
五
六
人
を
相
手
に
連
戦
連
勝
の
功
を
独
占
せ
ら
れ
る
︒
昔
会
津

落
城
の
時
の
凛
々
し
い
面
影
を
偲
ぶ
の
は
︑
此
時
に
限
る
︒
小
崎
校

長
夫
人
も
︑
亦
カ
ル
タ
に
於
て
は
︑
斯
界
の
勇
将
と
︑
雷
鳴
嘖
々
で

あ
っ
た
︒

こ
こ
に
﹁
五
六
人
を
相
手
に
﹂
と
あ
る
の
は
︑
一
対
五

(六
)
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
か
︒
板
か
る
た
の
最
大
の
特
徴
は
︑
下
の
句
を
読
み
あ
げ

て
下
の
句
札
を
取
り
合
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
﹁
下
の
句
か
る
た
﹂

と
称
さ
れ
て
い
る

(普
通
の
か
る
た
取
り
は
﹁
上
の
句
か
る
た
﹂
)︒
要
す

る
に
上
の
句
を
無
視
し
て
下
の
句
か
ら
読
み
あ
げ
る
の
で
︑
必
ず
し
も
歌

を
暗
記
し
て
い
な
く
て
も
︑
﹁
い
ろ
は
か
る
た
﹂
の
よ
う
に
読
ま
れ
た
札

に
す
ぐ
に
反
応
で
き
る
の
で
あ
る
︒

し
か
も
今
と
違
っ
て
荒
っ
ぽ
い
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
︑
先
に
札
に
手
を

触
れ
た
く
ら
い
で
は
自
分
の
取
り
札
と
は
な
ら
ず
︑
か
な
り
激
し
い
奪
い

合
い
が
当
た
り
前
だ
っ
た
ら
し
い
︒
座
布
団
の
下
に
入
れ
る
︑
あ
る
い
は

膝
の
間
に
入
れ
る
ま
で
は
︑
互
い
に
奪
い
合
う
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
ら

し
い
︒﹁
引
っ
掻
き
傷
﹂
云
々
の
話
も
︑
板
か
る
た
だ
か
ら
出
て
く
る
の

で
あ
る
︒

こ
う
い
っ
た
特
殊
な
板
か
る
た
と
な
れ
ば
︑
必
然
的
に
会
津
出
身
者
の

連
帯
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
︒
逆
に
会
津
以
外
の
人
に

と
っ
て
︑
板
か
る
た
は
珍
し
か
っ
た
は
ず
だ
し
︑﹁
下
の
句
か
る
た
﹂
と

い
う
ル
ー
ル
に
馴
れ
て
い
な
い
人
は
︑
た
と
え
﹁
か
る
た
取
り
﹂
に
参
加

で
き
た
と
し
て
も
︑
か
な
り
戸
惑
っ
た
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

会
津
出
身
の
八
重
の
﹁
か
る
た
取
り
﹂
は
︑
板
か
る
た
・
下
の
句
か
る

板
か
る
た
の
歴
史

六
一



た
と
い
う
地
方
色
を
有
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒﹁
か
る
た
取
り
﹂
に
お
い

て
も
︑
八
重
は
会
津
を
引
き
ず
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

五
︑
板
か
る
た
の
歴
史

板
か
る
た
に
関
す
る
記
述
を
い
ろ
い
ろ
調
べ
て
み
た
が
︑
会
津
に
お
け

る
板
か
る
た
の
紹
介
記
事

(研
究
論
文
)
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
︒
そ
う

な
る
と
八
重
の
﹁
か
る
た
取
り
﹂
の
記
録
は
︑
板
か
る
た
の
資
料
と
し
て

も
貴
重
な
も
の
と
言
え
る(3

)
︒

こ
れ
で
調
査
は
行
き
詰
ま
り
か
と
諦
め
か
け
て
い
た
と
こ
ろ
︑
朗
報
が

飛
び
込
ん
で
き
た
︒﹃
会
津
若
松
市
史
﹄
に
貴
重
な
記
録
が
あ
る
こ
と
が
︑

北
海
道
の
板
か
る
た
関
係
者

(宮
野
勝
氏
)
か
ら
知
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る(4

)
︒

そ
こ
で
早
速
現
物
に
当
た
っ
て
み
た
︒
ま
ず
﹃
会
津
若
松
市
史
﹄
上
巻

(昭
和
十
六
年
)
に
﹁
第
五
節

歌
留
多
﹂
と
い
う
項
目
が
あ
り
︑
そ
こ

に
︑

昔
時
は
殿
中
奥
方
に
て
︑
字
賛
か
る
た
と
称
し
て
︑
人
物
の
上
に

種
々
の
古
歌
を
書
せ
し
を
用
ひ
た
り
︒
後
ち
士
庶
を
問
は
ず
︑
小
倉

百
人
一
首
の
歌
を
書
せ
し
を
用
ふ
︒
何
れ
も
厚
紙
製
な
り
︒
字
賛
か

る
た
は
頗
る
美
麗
に
し
て
︑
一
組
二
百
枚
︑
別
に
読
本
一
部
を
添
ふ
︒

近
世
に
及
ん
で
は
︑
百
人
一
首
の
か
る
た
は
紙
製
を
廃
し
︑
朴
板
に

し
て
之
を
造
り
︑
且
つ
歌
の
頭
字
を
大
書
し
て
見
や
す
か
ら
し
め
た

り
︒
対
列
競
技
す
る
時
は
︑
其
板
相
触
れ
︑
憂
然
と
し
て
声
あ
り
︒

或
は
躍
り
上
り
時
と
し
て
天
井
を
打
つ
こ
と
あ
り
て
︑
転う

た

た
勇
壮
の

態
を
呈
す
︒
陰
暦
の
新
年
に
は
男
女
相
集
り
て
競
合
し
︑
暁
に
達
す

る
を
常
と
す
︒
但
し
会
津
の
歌
留
多
は
下
の
句
を
読
み
て
下
の
句
を

採
る
習
ひ
な
り
︒
戊
辰
前
藩
士
間
に
は
詩
か
る
た
と
称
し
︑
唐
詩
選

の
五
言
起
承
二
句
を
楷
書
に
て
記
せ
し
も
の
あ
り
し
が
今
は
廃
れ
た

り
︒

(
911
頁
)

と
出
て
い
る
︒
﹁
字
賛
か
る
た
﹂
と
は
︑
ど
う
や
ら
高
価
な
﹁
肉
筆
歌
か

る
た
﹂
を
指
す
よ
う
で
あ
る

(﹁
自
讃
歌
か
る
た
﹂
も
あ
る
が
︑
こ
れ
に

歌
仙
絵
は
な
い
)︒﹁
読
本
﹂
は
﹁
添
本
﹂
と
も
い
い
︑
上
の
句
札
で
は
下

の
句
ま
で
読
め
な
い
た
め
︑
こ
れ
を
利
用
し
て
下
の
句
を
読
み
あ
げ
る
こ

と
で
︑﹁
か
る
た
取
り
﹂
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

｢近
世
に
及
ん
で
は
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
最
初
の
﹁
昔
時
﹂
を
近
世

以
前
と
考
え
た
く
な
る
が(5

)
︑
そ
も
そ
も
百
人
一
首
か
る
た
が
成
立
し
た
の

は
近
世
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
か
ら
︑
こ
れ
は
む
し
ろ
﹁
近
世
後
期
以

降
﹂
と
見
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
︒﹁
紙
製
を
廃
し
︑
朴
板
に
し
て
之

を
造
り
﹂
と
あ
る
の
は
︑
必
ず
し
も
全
国
的
な
状
況
で
は
な
く
︑
会
津
に

お
け
る
独
特
の
傾
向
で
あ
ろ
う
︒
和
紙
が
高
価
だ
っ
た
か
ら
と
い
う
よ
り

板
か
る
た
の
歴
史

六
二



も
︑
身
近
に
あ
る
材
料
を
活
用
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
﹁
歌

の
頭
字
を
大
書
し
て
﹂
と
あ
り
︑
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
北
海
道
の
板
か
る
た

に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
し
か
も
﹁
但
し
会
津
の
歌
留
多
は

下
の
句
を
読
み
て
下
の
句
を
採
る
習
ひ
な
り
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
会
津
が

﹁
下
の
句
か
る
た
取
り
﹂
で
あ
っ
た
と
い
う
特
徴
も
銘
記
さ
れ
て
い
た
︒

さ
ら
に
﹃
会
津
若
松
市
史
22
﹄﹁
職
人
の
世
界
﹂
(平
成
十
四
年
)
の
コ

ラ
ム
﹁
侍
の
内
職
﹂
に
は
︑

そ
の
よ
う
な
中
で
今
で
は
失
わ
れ
た
も
の
の
一
つ
に
板
カ
ル
タ
が
あ

る
︒
森
林
資
源
に
恵
ま
れ
た
会
津
独
特
の
も
の
で
︑
重
箱
や
お
盆
製

作
の
際
に
出
る
端
材
の
朴
板
を
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
朴
板

に
小
倉
百
人
一
首
を
墨
書
す
る
︒
上
の
句
︑
下
の
句
が
そ
れ
ぞ
れ
に

記
さ
れ
︑
下
の
句
を
読
み
︑
上
の
句
の
カ
ル
タ
を
取
り
合
う
と
い
う
︑

普
通
と
は
反
対
の
遊
び
方
を
す
る
︒
こ
れ
は
文
化
文
政

(一
八
〇
四

～
二
九
)
頃
に
武
家
や
商
家
で
始
ま
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
︒
昭
和
の

初
め
頃
ま
で
は
商
家
で
盛
ん
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
が
︑
今
で
は
ほ

と
ん
ど
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
北
海
道
で
は
今
で
も
板
カ

ル
タ
で
カ
ル
タ
取
り
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
会
津
産
板
カ
ル
タ
が
海
を

越
え
て
北
海
道
ま
で
移
出
さ
れ
て
い
た
名
残
で
あ
る
︒
本
家
で
は
廃

れ
て
も
幸
い
に
も
大
切
に
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

(9
頁
)

と
あ
り
︑
板
か
る
た
の
図
版
ま
で
掲
載
さ
れ
て
い
た
︒
話
の
流
れ
で
は
︑

武
士
の
内
職
と
し
て
板
か
る
た
作
り
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
た

だ
し
﹁
下
の
句
を
読
み
︑
上
の
句
の
カ
ル
タ
を
取
り
合
う
﹂
と
い
う
の
は

尋
常
で
は
な
い
︒
相
当
の
上
級
者
な
ら
と
も
か
く
︑
初
心
者
で
は
か
な
り

困
難
な
遊
び
方
で
あ
ろ
う(6

)
︒
ど
う
や
ら
こ
こ
に
は
誤
解
が
生
じ
て
い
る
ら

し
い
︒

ま
た
こ
こ
で
は
板
か
る
た
の
成
立
を
文
化
文
政
頃
と
し
て
い
る
が
︑
そ

の
根
拠

(
資
料
)
は
示
さ
れ
て
い
な
い
︒
そ
も
そ
も
﹁
上
の
句
︑
下
の
句

が
そ
れ
ぞ
れ
に
記
さ
れ
﹂
と
あ
る
の
だ
か
ら
︑
こ
れ
は
単
に
板
札
で
百
人

一
首
を
作
っ
た
に
過
ぎ
な
い
︒
前
述
の
よ
う
に
︑
下
の
句
か
る
た
に
お
い

て
は
上
の
句
札
は
読
み
札
と
し
て
機
能
し
な
い
︒
要
す
る
に
初
期
の
板
か

る
た
は
通
行
の
か
る
た
で
あ
っ
て
︑
決
し
て
下
の
句
か
る
た
で
は
な
か
っ

た
こ
と
に
な
る
︒

『会
津
若
松
市
史
﹄
の
板
か
る
た
は
︑
下
の
句
か
る
た
取
り
と
い
う
こ

と
で
︑
下
の
句
を
読
ん
で
下
の
句
が
書
か
れ
た
板
か
る
た
を
取
る
と
い
う

説
明
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
れ
が
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
は
記
さ
れ
て
い

な
い
が
︑
そ
の
遊
び
方
は
既
に
会
津
で
は
廃
れ
︑
北
海
道
に
伝
承
さ
れ
て

現
在
も
残
っ
て
い
る
︒

板
か
る
た
の
歴
史

六
三



六
︑
幻
の
漢
詩
か
る
た

板
か
る
た
の
歴
史
が
だ
い
ぶ
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
が
︑
そ
れ
に
よ
っ

て
新
た
な
課
題
も
浮
上
し
て
き
た
︒
前
述
の
﹃
会
津
若
松
市
史
﹄
上
巻
の

末
尾
︑
に
﹁
戊
辰
前
藩
士
間
に
は
詩
か
る
た
と
称
し
︑
唐
詩
選
の
五
言
起

承
に

(二
)
句
を
楷
書
に
て
記
せ
し
も
の
あ
り
し
が
今
は
廃
れ
た
り
﹂
と

あ
る
点
が
そ
れ
で
あ
る
︒

も
と
も
と
江
戸
時
代
に
お
い
て
︑
仮
名
は
女
性
・
漢
字
は
男
性
が
修
得

し
た
︒
そ
の
流
れ
で
女
性
は
百
人
一
首
︑
武
家
の
男
性

(少
年
)
は
漢
詩

か
る
た
で
遊
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
要
す
る
に
男
性
と
女
性
は
別
々

の
か
る
た
で
遊
ん
で
い
た
わ
け
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
会
津
だ
け
の

特
長
で
は
あ
る
ま
い
︒
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
︑
全
国
の
藩
で
同
様
の
こ

と
が
行
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒

と
い
う
の
も
江
戸
後
期
に
は
︑
木
版
の
漢
詩
か
る
た
が
複
数
刊
行
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る(7

)
︒﹁
唐
詩
選
﹂
を
利
用
し
た
も
の
と
し
て
︑
唐
詩
選

所
収
の
五
言
絶
句
七
十
四
首
を
か
る
た
に
仕
立
て
た
も
の
が
も
っ
と
も

オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
だ
っ
た
︒
五
言
絶
句
を
二
分
し
︑
上
の
句
札
と
下
の
句

札
に
仕
立
て
る
と
︑
七
十
四
組
百
四
十
八
枚
の
詩
か
る
た
と
な
る
︒
ま
た

七
言
絶
句
だ
と
百
六
十
五
首
な
の
で
︑
百
六
十
五
組
三
百
三
十
枚
の
詩
か

る
た
が
で
き
る
︒
そ
れ
を
精
選
し
て
四
十
八
詩

(九
十
六
枚
)
あ
る
い
は

百
首

(二
百
枚
)
の
か
る
た
に
仕
立
て
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
よ
う
だ

(図

版
3
)︒

出
版
目
録
に
よ
れ
ば
︑
天
明
七
年
十
二
月
に
﹁
唐
詩
選
か
る
た

(七
言

絶
句
五
十
首
)﹂
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒
当
時
︑
﹁
唐
詩
選
﹂
が
流
行
し
て

お
り
︑
天
明
期
に
は
絵
入
り
の
﹁
唐
詩
選
画
本
﹂
も
か
な
り
出
回
っ
て
い

た
︒
そ
う
い
っ
た
﹁
唐
詩
選
﹂
流
行
の
影
響
が
︑
か
る
た
に
ま
で
波
及
し

た
と
い
う
わ
け
で
あ
る

(
図
版
4
)
︒
も
ち
ろ
ん
寺
子
屋
で
も
﹁
唐
詩
選
﹂

を
教
え
て
い
た
の
で
︑
そ
う
い
っ
た
子
供
達
の
学
習
用
遊
戯
具
と
し
て
の

板
か
る
た
の
歴
史

六
四

図版 3 木版唐詩選かるた



役
目
を
担
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

ま
た
松
平
定
信
が
寛
政
の
改
革
を
施
行
し
た
際
︑
藩
士
の
子
弟
に
唐
詩

選
か
る
た
を
奨
励
し
た
と
さ
れ
て
い
る
︒
現
在
︑
唯
一
詩
か
る
た
が
伝
承

さ
れ
て
い
る
三
重
県
桑
名
市
の
鎮
国
守
国
神
社
で
は
︑
文
政
六
年

(一
八

二
三
年
)
に
白
河
藩
主
松
平
定
永
が
所
領
替
え
で
移
っ
て
き
て
お
り
︑
そ

の
際
に
会
津
の
漢
詩
か
る
た
が
桑
名
藩
に
将
来
さ
れ
た
と
言
い
伝
え
ら
れ

て
い
る
︒
現
在
行
わ
れ
て
い
る
桑
名
の
詩
か
る
た
は
紙
製
で
あ
る
が
︑

も
っ
と
も
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
七
十
四
組
百
四
十
八
枚
の
詩
か
る
た

(唐

詩
選
)
で
あ
っ
た

(図
版
5
)︒

し
か
も
﹁
け
ん
か
か
る
た
﹂
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
︑
壮
絶
な
奪
い
合
い

が
﹁
か
る
た
取
り
﹂
の
醍
醐
味
と
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
︑
そ
の
こ
と

も
会
津
の
板
か
る
た
の
伝
統
を
継
承
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
残
念
な
こ

と
に
板
製
の
漢
詩
か
る
た
は
︑
ほ
と
ん
ど
伝
わ
っ
て
い
な
い
︒
私
の
手
元

に
あ
る
の
は
︑
七
言
絶
句
百
六
十
五
組

(三
百
三
十
枚
)
で
あ
る
が
︑
薄

く
作
ら
れ
た
高
級
品
で
あ
り
︑
丈
夫
な
板
か
る
た
と
は
異
な
る
仕
様
の
も

の
で
あ
る

(
図
版
6
)︒
一
方
︑
紙
製
肉
筆
の
漢
詩
か
る
た
は
か
な
り
の

数
が
現
存
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

の
で
︑
詳
し
い
調
査
は
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
い(
8
)

︒

な
お
漢
詩
か
る
た
で
あ
る
か
ら
︑
そ
の
起
源
と
し
て
中
国
起
源
説
も
想

定
さ
れ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
中
国
に
古
い
漢
詩
か
る
た
の
記
録
は
見
当

た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
か
つ
て
は
漠
然
と
中
国
か
ら
将
来
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
で
︑
文
禄
頃
の
漢
詩
か
る
た
の
存
在
が
取
り
ざ
た
さ
れ
た
こ
と
も

あ
っ
た
が
︑
ど
う
や
ら
そ
れ
は
文
政
の
誤
り
だ
っ
た
ら
し
い
︒

今
の
と
こ
ろ
漢
詩
か
る
た
は
︑
日
本
起
源
で
よ
さ
そ
う
で
あ
る
︒
そ
の

成
立
は
明
和
以
降
と
考
え
ら
れ
る(9

)
︒
ま
た
松
平
定
永
が
桑
名
藩
主
と
な
っ

た
文
政
六
年
が
︑
桑
名
の
詩
か
る
た
の
起
源
と
な
っ
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん

会
津
で
は
︑
そ
れ
以
前
に
遊
ば
れ
て
い
た
は
ず
だ
が
︑
戊
辰
戦
争
で
す
べ

板
か
る
た
の
歴
史

六
五

図版 4 木版絵入唐詩選かるた



板
か
る
た
の
歴
史

六
六

図版 5 紙製漢詩かるた

図版 6′漢詩板かるた (裏) 図版 6 漢詩板かるた



て
は
灰
燼
に
喫
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

な
お
幸
田
文
の
随
筆
﹁
ず
ぼ
ん
ぼ
﹂
(﹃
父
・
こ
ん
な
こ
と
﹄
新
潮
文

庫
)
に
は
︑
幸
田
露
伴
が
唐
詩
選
か
る
た
を
読
み
あ
げ
て
い
る
く
だ
り
が

描
か
れ
て
い
る
︒

つ
ぎ
に
は
唐
詩
選
の
か
る
た
を
持
ち
だ
し
た
︒
こ
れ
に
は
青
年
組
が

総
退
却
を
し
︑
父
は
父
で
読
ん
で
行
く
う
ち
に
だ
ん
だ
ん
興
に
乗
っ

て
吟
じ
だ
し
て
し
ま
う
と
い
う
わ
け
で
︑
こ
れ
は
ま
る
で
勝
負
に
な

ら
な
か
っ
た
︒

(
187
頁
)

露
伴
な
ら
唐
詩
選
く
ら
い
覚
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
︑
そ
れ
に
し
て
も

唐
詩
選
か
る
た
が
遊
ば
れ
て
い
た
と
い
う
貴
重
な
資
料
で
あ
ろ
う
︒

七
︑
上
の
句
板
か
る
た

板
か
る
た
を
追
跡
し
て
い
て
︑
そ
の
成
立
が
天
明
か
ら
文
政
あ
た
り
に

絞
り
込
ま
れ
て
き
た
︒
な
ん
と
こ
の
時
期
は
︑﹁
い
ろ
は
か
る
た
﹂
や

﹁
花
札
﹂
の
成
立
時
期
と
も
重
な
っ
て
い
る
︒
ど
う
や
ら
こ
の
時
期
︑
か

る
た
の
世
界
が
大
衆
化
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
現
行
の
板
か
る
た
の
場
合
︑
板
は
取
り
札
だ
け
で
︑
読
み
札

は
普
通
の
紙
製
の
も
の
が
用
い
ら
れ
て
い
る

(読
み
本
で
も
か
ま
わ
な

い
)︒
上
の
句
ま
で
板
か
る
た
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
︑
ほ
と
ん
ど
報
告

さ
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
漢
詩
か
る
た
は
︑
紙
も
板
も
上
の
句
ま

で
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
百
人
一
首
の
板
か
る
た
も
板
製
の
上

の
句
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
︒

幸
い
兵
庫
県
の
大
森
啓
子
氏
が
板
か
る
た
を
収
集
さ
れ
て
い
る
と
の
情

報
を
得
て
︑
早
速
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
︑
な
ん
と
二
組
の
古

い
板
か
る
た
が
上
の
句
も
板
で
作
ら
れ
て
い
た

(図
版
7
)
︒
し
か
も
現

行
の
板
か
る
た
と
違
っ
て
︑
非
常
に
薄
く
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
︑
ま
た
歌

の
頭
字
も
大
書
さ
れ
て
お
ら
ず

(図
版
8
)︑
単
に
紙
製
の
か
る
た
が
板

製
に
な
っ
て
い
る
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た(10

)
︒

お
そ
ら
く
こ
ち
ら
の
方
が
正
統
と
い
う
か
古
い
形
態
を
留
め
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
︒
そ
う
な
る
と
近
世
後
期
の
板
か
る
た
は
︑
漢
詩
に
し
ろ
百
人

一
首
に
し
ろ
︑
薄
手
の
板
に
上
の
句
と
下
の
句
が
別
々
に
書
か
れ
て
お
り
︑

単
に
材
質
が
板
で
あ
る
と
い
う
以
上
の
違
い
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る(11

)
︒

し
か
し
薄
手
の
板
で
は
割
れ
や
す
い
の
で
︑
丈
夫
に
す
る
に
は
厚
め
の

方
が
い
い
︒
ま
し
て
教
養
と
い
う
か
歌
の
暗
記
に
よ
る
ハ
ン
デ
ィ
を
な
く

す
た
め
に
は
︑
上
の
句
か
ら
詠
み
あ
げ
ず
︑
い
ろ
は
か
る
た
の
よ
う
に
下

の
句
を
読
み
あ
げ
れ
ば
︑
一
斉
に
札
を
取
り
に
い
け
る
︒
と
な
る
と
︑
最

初
は
普
通
に
上
の
句
か
ら
詠
ま
れ
て
い
た
も
の
が
︑
途
中
で
上
の
句
を
省

略
し
て
す
ぐ
に
下
の
句
を
詠
む
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

板
か
る
た
の
歴
史

六
七



板
か
る
た
の
歴
史

六
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図版 7 上の句・下の句揃いの板かるた

図版 8 薄手の下の句板かるた



こ
の
考
え
が
正
し
け
れ
ば
︑
下
の
句
か
る
た
は
ま
だ
百
人
一
首
を
暗
記

し
て
い
な
い
幼
少
の
子
女
の
遊
び

(い
ろ
は
か
る
た
と
同
レ
ベ
ル
)
と
し

て
始
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
次
の
よ
う
な
批
判
的
な
見
方
も

出
る
わ
け
で
あ
る
︒

●
歌
か
る
た
会

松
の
内
の
遊
戯
│
双
六
︑
絵
合
︑
貝
お
ほ
ひ
等
は
一
部
上
流
の
奥
殿

に
古
の
面
影
を
存
す
る
の
み
に
て
広
く
世
間
に
行
は
れ
ず
︒
上
下
貴

賤
老
幼
打
交
り
て
殊
に
多
人
数
を
共
に
し
優
雅
に
し
て
趣
味
あ
る
は

歌
﹁
か
る
た
﹂
会
に
若
く
も
の
な
し
︒
こ
の
遊
戯
は
娯
楽
の
中
に
我

邦
神
な
が
ら
の
道
な
る
和
歌
を
お
ぼ
ゆ
る
益
あ
り
て
帝
国
内
至
る
処

﹁
秋
の
田
の
﹂
の
御
製
を
知
ら
ざ
る
も
の
な
き
は
実
に
此
遊
戯
の
賜

な
る
こ
と
は
何
人
も
疑
は
ざ
る
処
な
る
べ
し
︒
然
る
に
本
道
に
行
は

る
る
歌
か
る
た
会
を
見
る
に
熟い

ず

れ
も
下
の
句
の
み
を
読
み
て
下
の
句

を
取
る
に
過
ぎ
ず
し
て
言
は
ゝ
片
輪
の
﹁
か
る
た
﹂
会
な
り
︒
上
の

句
よ
り
読
み
て
下
の
句
を
取
れ
ば
こ
そ
︑﹁
か
る
た
﹂
会
も
面
白
け

れ
︒
下
の
句
を
読
み
て
下
の
句
を
取
る
︑
其
間
何
の
面
白
味
娯
楽
の

あ
る
べ
き
︒
又
こ
れ
で
は
三
十
一
文
字
の
風
体
姿
調
を
お
の
づ
か
ら

感
得
す
る
利
益
を
も
失
ふ
道
理
な
り
︒

(北
海
タ
イ
ム
ズ
・
明
治
三
十
六
年
一
月
一
日
)

北
海
道
の
板
か
る
た
が
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
の
は
︑
明
治
三
十
六
年
の

よ
う
で
あ
る
︒
実
は
そ
れ
は
競
技
か
る
た
が
全
国
組
織
と
な
り
︑
全
国
大

会
が
開
催
さ
れ
た
時
期
と
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
っ
た
︒
競
技
か
る
た
の
隆
盛

が
刺
激
と
な
っ
て
︑
北
海
道
で
も
賞
金
付
き
の
大
会
が
開
催
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
も
と
も
と
女
性
の
遊
び
で
あ
っ
た
か

る
た
だ
が
︑
日
露
戦
争
と
結
び
つ
い
た
た
め
か
︑
一
気
に
男
性
の
遊
び
に

転
換
し
て
い
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
賞
金
と
い
う
か
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
要
素
が
加

わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

そ
の
時
期
に
︑
歌
の
頭
を
大
書
す
る
と
い
う
下
の
句
か
る
た
特
有
の
取

り
札
が
広
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
た
だ
し
書
き
出
し
を
多
少
太

字
に
す
る
と
い
う
の
は
︑
既
に
幕
末
・
明
治
頃
の
安
価
な
百
人
一
首
か
る

た
で
も
認
め
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
︒

結

以
上
︑
八
重
が
﹁
か
る
た
取
り
﹂
の
名
手
で
あ
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け

に
︑
会
津
特
有
の
板
か
る
た
・
下
の
句
か
る
た
の
歴
史
を
明
ら
か
に
し
て

み
た
︒
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
漢
詩
か
る
た
も
板
か
る
た
で
作
ら
れ
︑
藩
士
の

子
弟
が
遊
ん
で
い
た
こ
と
を
考
察
し
て
み
た
︒

惜
し
い
こ
と
に
︑
そ
の
二
つ
と
も
現
在
の
会
津
で
は
既
に
廃
れ
て
い
る

板
か
る
た
の
歴
史
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が
︑
板
か
る
た
は
北
海
道

(樺
太
も
)
に
将
来
さ
れ
て
現
在
も
遊
ば
れ
て

お
り
︑
ま
た
詩
か
る
た

(紙
製
)
は
白
河
藩
経
由
で
桑
名
に
も
た
ら
さ
れ
︑

か
ろ
う
じ
て
命
脈
を
保
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒

そ
う
な
る
と
会
津
は
︑
板
か
る
た
・
漢
詩
か
る
た
発
祥
の
地
と
言
え
そ

う
で
あ
る
︒
そ
の
上
で
話
を
八
重
に
戻
す
と
︑
八
重
が
主
催
し
た
か
る
た

会
で
は
既
に
下
の
句
か
る
た
方
式
に
な
っ
て
い
た
ら
し
い
︒
仮
に
八
重
が

若
い
と
き
に
下
の
句
か
る
た
方
式
で
遊
ん
で
い
た
と
す
る
と
︑
既
に
幕
末

に
は
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
日
向
ユ
キ
の
回
想
で
は
︑
下
の
句
か

る
た
と
特
定
で
き
な
い
の
で
︑
取
り
あ
え
ず
現
時
点
で
は
そ
の
可
能
性
を

指
摘
す
る
に
留
め
た
い
︒

︹
注
︺

(1
)
た
だ
し
小
崎
夫
人

(岩
村
家
)
は
幕
臣
の
娘
な
の
で
︑
い
つ
ど
こ
で
板

か
る
た
を
修
得
し
た
の
か
気
に
な
る
︒
こ
れ
は
板
か
る
た
が
上
手
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
︑
普
通
の
﹁
か
る
た
取
り
﹂
が
上
手
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
お
そ
ら
く
新
島
邸
で
は
︑
板
か
る
た
の
み
な
ら
ず

普
通
の
﹁
か
る
た
取
り
﹂
も
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

(2
)
板
製
か
る
た
自
体
は
︑
江
戸
時
代
か
ら
作
ら
れ
て
い
た
が
︑
薄
く
作
っ

て
あ
る
高
級
品
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た

(適
翠
美
術
館
所
蔵
の
板
か
る
た

が
そ
の
典
型
)︒
そ
れ
に
対
し
て
明
治
以
降
の
板
か
る
た
は
か
な
り
厚

め
で
あ
り
︑
相
当
乱
暴
に
扱
っ
て
も
割
れ
な
い
よ
う
に
で
き
て
い
る
︒

な
お
新
島
会
館
へ
の
寄
附
物
品
目
録
の
中
に
︑﹁
木
製
歌
か
る
た

(先

生
自
筆
)﹂
が
出
て
い
る

(追
悼
集
Ⅳ
305
頁
)
︒

(3
)
日
向
ユ
キ
の
回
想
に
は
︑
﹁
正
月
に
は
歌
が
る
た
と
り
が
賑
や
か
で
ご

ざ
い
ま
し
た
︒
何
年
も
大
掃
除
な
ど
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
ご
ざ

い
ま
し
ょ
う
か
︑
か
る
た
を
と
る
と
畳
の
埃
で
顔
も
手
も
真
黒
に
な
り

ま
し
た
︒
﹂
(宮
崎
十
三
八
氏
﹁
あ
る
明
治
女
人
の
記
録
﹂
歴
史
春
秋

九
・
一
九
七
七
年
五
月
)
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
お
そ
ら
く
下
の
句
か
る

た
で
あ
ろ
う
が
︑
板
か
る
た
で
あ
る
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
︒

(4
)
中
村
北
潮
の
﹁
肉
筆
板
か
る
た
﹂
を
手
掛
け
て
い
る
井
上
圭
司
氏
が
︑

北
海
道
旭
川
翼
歌
留
多
倶
楽
部
会
長
の
宮
野
勝
氏
か
ら
受
け
取
っ
た
調

査
資
料
に
よ
る
︒
そ
の
中
に
は
北
海
道
新
聞
昭
和
四
十
年
十
二
月
十
四

日
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
北
海
道
式
百
人
一
首
由
来
﹂
︑
同
昭
和
六
十
二
年

十
二
月
二
十
四
日
夕
刊
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
板
歌
留
多
と
戊
辰
戦
争
﹂
の

記
事
も
含
ま
れ
て
い
る
︒

(5
)
好
川
之
範
氏
は
北
海
道
新
聞
昭
和
六
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日
夕
刊
で
︑

﹁
江
戸
期
以
前
の
殿
中
奥
方
で
は
人
物
の
上
に
古
歌
を
書
い
た
紙
札
の

﹁
字
賛
か
る
た
﹂
な
る
も
の
を
取
り
合
っ
て
い
た
︒﹂
と
述
べ
て
お
ら
れ

る
︒

(6
)
こ
れ
は
単
な
る
誤
植
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
︒
﹃
日
本
社
会
事
彙
三
版
﹄

(
明
治
四
十
年
)
の
﹁
カ
ル
タ
﹂
項
中
の
﹁
詩
が
る
た
﹂
に
︑﹁
歌
か
る

た
は
百
人
一
首
を
通
例
と
し
︑
古
今
集
︑
源
氏
︑
伊
勢
物
語
な
ど
種
々

板
か
る
た
の
歴
史
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あ
り
て
︑
各
々
其
の
歌
を
諳
ず
る
の
便
に
︑
之
を
弄
ぶ
も
の
な
り
︒
漢

学
の
隆
盛
な
る
藩
々
に
て
は
︑
唐
詩
選
︑
三
体
詩
な
ど
を
︑
上
半
首
と

下
半
首
と
分
ち
て
記
し
︑
上
の
句
を
読
み
て
下
の
句
を
取
り
︑
又
は
下

の
句
を
読
み
て
上
の
句
を
取
る
抔な

ど

︑
勝
負
の
遊
び
を
為
す
間
に
︑
詩
を

暗
誦
す
る
の
稽
古
と
し
て
作
り
用
ひ
た
り
︒﹂
と
あ
る
の
で
︑
こ
れ
を

百
人
一
首
に
も
適
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

(7
)
吉
海
直
人
﹁﹁
か
る
た
﹂
資
料
と
し
て
の
出
版
目
録
﹂
同
志
社
女
子
大

学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
六
・
二
〇
〇
六
年
三
月
に
は
︑﹁
明
詩
か

る
た

(五
十
詩
)﹂
(明
和
三
年
二
月
刊
)・﹁
唐
詩
選
か
る
た

(七
言
絶

句
五
十
首
)﹂
(天
明
七
年
十
二
月
刊
)
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒

(8
)
古
書
目
録
で
は
︑﹁
闘
牌
カ
ル
タ
﹂
(七
十
四
組
百
四
十
八
枚
)︑﹁
漢
詩

か
る
た
﹂
(三
百
三
十
枚
)︑﹁
漢
詩
か
る
た
﹂
(三
百
四
十
八
枚
)︑﹁
唐

詩
選
か
る
た
﹂
(百
五
十
九
枚
)︑﹁
漢
詩
か
る
た
﹂
(文
政
六
年
︑
七
十

三
枚
揃
)︑﹁
漢
詩
カ
ル
タ
﹂
(五
言
絶
句
七
十
四
首
︑
七
言
絶
句
百
六

十
五
首
)︑﹁
唐
詩
選
カ
ル
タ
五
七
言
絶
句
﹂︑﹁
唐
詩
品
彙
詩
骨
牌
﹂

(
八
十
三
枚
揃
)︑﹁
唐
詩
五
絶
か
る
た
﹂
(百
四
十
八
枚
)
な
ど
が
出
品

さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
山
口
泰
彦
氏
﹃
最
後
の
読
み
カ
ル
タ
﹄
に
は
︑

﹁
詩
歌
留
多
﹂
(天
保
十
二
年
作
︑
三
百
四
十
枚
)
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

(9
)
山
口
吉
郎
兵
衛
氏
﹃
う
ん
す
ん
か
る
た
﹄
の
﹁
詩
カ
ル
タ
﹂
に
は
︑

﹁
和
歌
の
外
に
男
子
向
と
し
て
唐
詩
選
等
の
詩
集
よ
り
五
言
︑
七
言
絶

句
を
採
っ
た
﹁
詩
カ
ル
タ
﹂
が
上
は
雲
上
や
ん
ご
と
な
き
あ
た
り
よ
り

下
は
市
井
の
有
識
階
級
に
亘
っ
て
行
わ
れ
た
﹂
と
説
明
さ
れ
て
い
る
︒

さ
ら
に
﹁
新
院
道
晃
御
両
吟
千
句
﹂
(寛
文
十
一
年
)
や
﹁
人
倫
訓
蒙

図
彙
﹂
(元
禄
三
年
刊
)
を
引
用
し
て
︑
近
世
前
期
に
既
に
存
し
た
で

あ
ろ
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
︒
古
く
高
級
な
詩
か
る
た
が
工
芸
品

と
し
て
製
作
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
が
︑
一
般
に
広
く
流
布
し
た
の
は

や
は
り
江
戸
後
期
で
あ
ろ
う
︒

(10
)
た
だ
し
二
組
と
も
︑
作
者
名
は
上
の
句
札
の
裏
に
独
立
し
て
書
か
れ
て

お
り
︑
そ
の
点
が
特
徴
的
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
紙
製
か
る
た

(肉
筆
)

に
も
同
様
の
形
態
は
存
す
る
︒

(11
)
大
河
ド
ラ
マ
﹁
八
重
の
桜
﹂
で
の
板
か
る
た
シ
ー
ン
で
は
︑
普
通
の
読

み
札
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
︑
当
時
の
読
み
札
に
は
上
の
句
し
か
書
か

れ
て
い
な
い
の
で
︑
そ
れ
で
下
の
句
を
読
み
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

む
し
ろ
取
り
札
を
読
み
札
に
利
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
問
題
は
な
い
︒

板
か
る
た
の
歴
史

七
一


