
『
菅
家
文
草
』
を
め
ぐ

っ
て

1

菅
原
道
真
没
後

一
一
〇
〇
年
に
向
け
て
ー

本

間

洋

一

一

『菅
家
文
草
』
『
菅
家
後
集
』
研
究

へ
の
期
待

も
う
か
れ
こ
れ
三
十
年

近
い
昔

の
こ
と

に
な

る
。
通

っ
て
い
た
大
学

の

近
く

の
古
書
肆
で

一
冊
の
分
厚
い
本

を
購

入
し
た
。

そ
れ

は
そ
の
ま
ま
古

書

の
棚
に
並

べ
て
置
く
に
は
惜
し

い
程
に
真
新

し
い
。

函
中

の
本
体
を
包

む
パ
ラ

フ
ィ
ン
に
も

い
さ
さ
か

の
歪
み
な
く
、
果
た

し
て
見
開
か
れ
た

こ

と
が
あ
る

の
だ
ろ
う
か
と
さ
え
思
わ
れ
た
。
恐
る
恐
る
頁
を
繰

る
。
す

る

と
漢
詩

の
白
文
と
訓
読
文
、
そ
れ
に
隙
聞

の
な

い
程
に
び

っ
し
り
と
付
さ

れ
た
頭
注
が
延

々
と
続
く

…
…
。
そ

の
書

の
扉
に
は

「日
本
古
典
文
学

大

系
72

菅
家
文
草

菅
家
後
集

川
口
久
雄
校
注
」

(昭
和
四
十

一
年
十
月

五
日
第

一
刷
。
稿
者

の
入
手
し
た

の
は
昭
和

四
十

四
年
七
月
三
十
日
第
三

刷
)
と
あ

っ
た
。

当
時
大
学

二
年

で
、
書
道

に
少

々
凝

っ
て
い
た
以
外

不
真
面
日
な
学
生

で
あ

っ
た
自

分
に
は
初

め
て
目
に
す

る
書
名

で
あ
る
。
書
と

の
関
わ
り

で

戯
れ
に
漢
詩
作
り

の
真

似
事
な

ど
し
て
い
た

か
ら
、

そ
の
筋

に
は
聊
か

の

関
心
を
抱

い
て
い
た

の
だ
が
、
読
み
始

め
て
正
直
驚

い
た
。

平
安
時
代
も

前
期
に
個
人

で
こ
の
よ
う
な
大
部

の
漢
詩

文
を
今

日
に
残
し
て
い
る
人
物

が

い
た
と
は
…

…
。
し
か
も
そ
れ
が
、
他
な
ら
ぬ
遣
唐

使
を
廃

止
し
た
菅

原
道
真

で
あ
り
、
文
学
と
し

て
は

「
こ
の
た
び
は
幣

も
と
り
あ

へ
ず
」

の

和
歌
か
説
話
伝
承

の
世
界

の
人
物

(天
神
様
)
と
し

て
し
か
全
く
意
識
に

な

か

っ
た

人
の
詩
文

で
あ

っ
た
か
ら

で
、
さ
ら
に
は
そ

の
詩
文
中
に
思

い

が
け
な

い
程

に
豊

か
な
精
神
生
活
が
展
開
し

て
い
た
か
ら

で
あ

っ
た
。
当

時

少
し
読

み
始

め
て
い
た
唐
代

の
著
名
詩
人

の
作
と
は
か
な
り
違

っ
た
印

象
を
受
け
、
次
第

に
興
味
を
持

つ
よ
う

に
な

る
の
だ
が
、

こ
の
川

口
久
雄

一
五



『菅
家

文
草
』
を
め
ぐ

っ
て

博
士

の
大
系
本

の
偉
業
ー

『菅
家

文
草
』
『
菅
家
後
集
』
の
本
格
的
研
究

に
先
鞭
を

つ
け
た

の
み
な
ら
ず
、

一
般

へ
の
道
真
漢
詩

の
普
及

に
画
期
的

成
果
を
齋
し
、
享
受
す
る
読
者
層
を
飛
躍
的
に
増
大
さ
せ
た
ー

に
つ
い

て
は
ま
だ
当
時
知

る
由
も
な
か

っ
た
。

そ
し

て
、
刊
行
か
ら

三
十
五
年
を

経
た
今

目
に
あ

っ
て
も

そ
の
業
績

は
揺
ぎ
な
く
貴
重
な
財
産

で
あ
る

こ
と

に
変
わ

り
な

い
。

と

こ
ろ
が
、

日
本
古
代
文
学

の
世
界
に
あ

っ
て
、

こ
れ
程

の
量
と
質

の

漢
詩
文
集
を
前

に
、
研
究
者

の
論
議
は
決
し

て
多

い
と
は
言
え
な

い
。
否
、

む

し
ろ
少
な
過
ぎ
る
と
言
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。
そ

の
研
究
情

況
に

つ
い
て

は
、
至
文
堂
『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞

』

〈特
集

・
平
安
朝
漢

文
学

の
世
界
〉

(平
成

二
年
十
月
、
第
五
十
五
卷
十
号
)
、
学

燈
社

『
国
文
学
』

〈特
集

・

菅
原
道
真
と
紀
貫
之
〉

(平
成

四
年

十
月
、
第

三
十
七
卷
十

二
号
)
で
、
各

々

藤
原
克

己

・
金
原
理
両
氏
が
ま
と
め
論
述
さ
れ

て
い
る
の
が
参
考

に
な
る
。

そ
れ
以
後
に

つ
い
て
記
す

の
は
本
稿

の
目
的

で
は
な

い
の
で
管
見

の
範
囲

で
略
記
す
る
に
留

め
る
が
、
『
菅
家
文
草
』
『
菅
家
後
集
』

の
注
釈
が
佐
藤

信

一
・
柳

沢
良

一
・
焼

山
廣
志
氏
ら

に
よ
り
行
わ
れ

つ
つ
あ
り
、
山
本
登

朗
氏

の
成
果

(
日
本
漢
詩
人
選
集

1

『
菅
原
道
真
』
研
文
出
版
、
平
成
十

年
。

五
十
六
首
を
精
選
)
も
出
た
。
論
文

で
は
菅
野
礼
行

・
後
藤
昭
雄

・

波

戸
岡
旭

・
新
間

一
美

・
滝
川
孝
司
等

の
諸
氏
が
論
及
し

て
い
る
く
ら
い

一
六

で
あ
ろ
う
か
。
仮
名
文
学

の
物
語
や
和
歌
が

一
条

一
首

に
拘

っ
て
論

じ
ら

れ

て
い
る
情
況
を
鑑
み
る
時
、
猶
や

は
り
寥

々
た

る
感

は
免
れ
な

い
。

稿
者

の
所
属
し

て
い
る
和
漢

比
較

文
学
会

で
は
、
間
も
な
く
訪
れ

る
菅

原
道
真

没
後

一
一
〇
〇
年

を
控

え
、
道
真

の
文
業
を
中
心
と
す
る

シ
ン
ポ

ジ

ウ
ム
開
催
や
道
真

(含

そ
の
周

辺
)

に

つ
い
て
様

々
な
視
点
か
ら
論
ず

る
企

画
を
立
て
、
近
く
そ
の
内
容
を
発
表
す
る
予
定

で
あ
る
。
多
く

の
研

究
者

に
参
加

し
て
戴
く
と
共

に
、
ま
た

一
般

の
方

々
に
も
広
く
興
味
と
関

心
を
抱

い
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
も

の
に
な

っ
た
ら
、
と
念
願
し

て
い
る
。

殊

に
道
真

の
漢
詩
文

に

つ
い
て
よ
り
広
く
多
く

の
人
に
注
目
さ
れ
、
論
議

の
爼
上
に

の
せ
ら
れ
る
機
会

の
増
え
ん

こ
と
を
強
く
期
待
せ
ず
に
は

い
ら

れ
な

い
。
そ

の
思

い
を
込
め
、
以
下
に
日
頃
思

っ
て
い
る

こ
と
な

ど
を

聊

か
認
め

て
み
た

い
。

二

『
菅
家
文
草
』
の
本
文
を
め
ぐ

っ
て

『
菅
家
文
草
』
や

『
後
集

』
に

つ
い
て
は
前
述

し
た

よ
う

に
川
口
久
雄

博
士
の
校
注
本

(岩
波
古
典

文
学
大

系
)
が
今
後
も
研
究

の
基
盤

に
な
る

こ
と
は
無
論

で
あ

る
。
読

み
始

め
た
学
生

の
頃
、
未
熟
さ
故

に
正
直
言
え

ば
そ
の
蒼
古
た
る
訓
読
1

そ
れ
は
平
安
朝
前
期
の
訓
読
情
況
を
復
元
し

た

い
と

い
う

川
口
博
士

の
学
問
的
方
針
に
依
る
も

の
で
意
義
あ
る

こ
と

で



は
あ

る
ー

に
荘
重
な
印
象
を
覚
え

る
と
共

に
、
後
世

の
訓
読
法
に
馴
染

ん
で
い
る
身

に
は
違
和
感
も
ま
た
禁

じ
え
な
か

っ
た
。
恐
ら
く
学
究
者

で

も
な

い
限
り
こ
の
訓
読

に
終
始

つ
い
て
ゆ
け
る
読
者
は

そ
う
多
く
は
な

い

だ
ろ
う

、
も

っ
と

訓
み
易
く
な
ら
な

い
も

の
か
と
思
う

の
だ
が
、
と
も
あ

れ
先

づ
は
大
系
本
本
文

の
可
否
を
問
う

こ
と
か
ら
始
め
た

い
。

道
真

が
文
章
生
試

に
備
え

て
詩
作

の
修
練
を
重
ね

て
い
た
時
期

の
作
に

次

の
よ
う
な
作
が
あ

る

(猶
、
訓
読

は
必
ず
し
も
大
系
本
に
依
ら
な

い
。

白

文
は
大
系
本

の
本
文
、
訓
読

の
方

は
私
案

で
改
め
、
違

い
を
ゴ
チ

ッ
ク

体

で
見
易
く

し
て
掲
げ

る
)
。

5

賦
二得
詠
ワ青
。

一
首
。
〈十
韻
、
泥
字
、
擬
作
〉

正
色
重
冥
定

生
色

重
冥

定
ま
り
て

生
民
万
里
睇

生
民

万
里
に
睇
る

寄
書
仙
鳥
止

書
を
寄
せ
て

仙
鳥
止
ま
り

干
呂
瑞
雲
低

呂
を
干
し
て

瑞
雲
低
る

馬
倦
経
丘
岳

馬
は

丘
岳
を
経
る
に
倦
み

車
疲
過
坂
泥

車
は

坂
泥
に
過
る
に
疲
る

雨
晴
山
頂
遠

雨
晴
れ
て

山
頂
遠
く

春
暮
草
頭
斉

春
暮
れ
て

草
頭
斉
し

井
記
鳧
張
翅

井
に
は
記
す

鳧
の
翅
を
張
る
を

『菅
家
文
草

』
を
め
ぐ

っ
て

田
看
鶴
作
蹊

田
に
は
看

る

鶴

の
蹊
を
作
す
を

水
衣
苔
白
織

水
衣

苔
自
ら

に
織

り

天
鑑
霧
無
迷

天
鑑

霧
に
迷

う
こ
と
な

し

髣
髴
佳
人
家

髣
髴
た

り

佳

人
の
冢

潺
援
道

士
渓

潺
湲
た

り

道

士
の
渓

鋪
蒲

今
未
奏

蒲

を
鋪

い
て

今

に
未
だ
奏
せ
ず

紋
竹
古
応
稽

竹

を
殺

し
て

古
を
応
に
稽

う
べ
し

故
意

霞
猶
聳

故

の
意

を

霞

の
ご
と
く
猶
聳
か
せ

新

名
石
欲
題

新

し
き
名
を

石
に
題
せ
ん
と
欲
す

明
経

如
拾
芥

経

に
明
ら

か
な
れ
ば

芥
を
拾
う
が
如

し

廻
眼
好

提
撕

眼
を
廻
ら

し
て

提
撕
を
好
む

「青

」

(
一
部

「蒼
」
も
意
識
す
る
か
)
に
関
わ

る
典
故
を
意
識
し

つ
つ
字

句
を
重
ね
て
完
成
さ

せ
た
知
的
な
営
為

の
作

で
、
既

に
川
口
注
が
指
摘
し

て

い
る
よ
う

に
な

か
な

か
手
の
込
ん
だ
作
だ
が
、
今
問
題

に
し
た

い
の
は

第
十
三
句

「家
」
と
十
六
句

「紋
」
で
あ
る
。
前
者

の

「家
」

(下
平
声
麻

韻
Y
は
平
仄
上
先

づ
あ

り
え
な

い
。
本
来
仄
声

の
文
字
が

入
る

べ
き
と

こ

ろ
だ
。

「家

」

(林
道
春
本
)

「冢
」

(
日
本
詩
紀
)

の
校
異

で
容
易
に
推
察

も
さ

れ
る
が

「冢
」

(上
声
腫
韻
)
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
従

っ
て
頭
注

に
云
う
よ
う
な

「青
楼

の
中

に
見
え

る
青
蛾

の
美
人
を

い
う
」

の
で
は
な

一
七



『
菅
家
文
草
』
を
め
ぐ
っ
て

い
。
既

に
佐
藤
信

一
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
王
暗
君

の
墓
所
と
し
て
伝
え

ら
れ

て
い
る

「青
冢
」
を

こ
こ
で
は
意
識
し

て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の

地
名

は

「王
昭
君
変
文
」
や
李
白

・
皎
然
ら

の

「王
昭
君
」
詩
、
杜
甫

「詠

懐
古
蹟
」
詩
、
李
商
隠

「問
歌
」
詩
等

に
も
見
え
、
白
楽

天
に
は

「青
塚
」

(塚
と
冢

は
通
用
)
、
杜
牧
に
も

「青
冢
」
詩
が
あ
る

の
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
と

こ
ろ
だ
。
従

っ
て
区
中

の

「佳
人
」
は
妓
楼

の
女
な
ど
で
は
な

く

王
昭
君
を
指
す

こ
と

に
な

る
。

次

に
「紋
竹
」
。
稿
者
が
疑
念
を
抱

い
た

の
は
頭
注
に
掲
げ
ら
れ
る
娥
皇

・

女
英

(共
に
尭

の
娘

で
舜
妃
と
な

っ
た
)

の
斑
竹

の
故
事

で
は

「青

」
と

関
連
が
な

い
と
思

っ
た

こ
と
が
発
端
。
頭
注
は
そ

こ
で

「緑
竹
青

々
」
た

る
竹
が

「斑
竹
」
と
な

っ
た
と
結
び

つ
け
、

「紋
」
は

「斑
」

の
誤
写
か
、

と
ま
で
勘
案

し
て
い
る
わ
け

で
あ
る
が
、
猶
疑
念
を
拭
え
な

い
。
た
だ
殆

ど
の
諸
本

が

「紋
」
に
作

る
と

こ
ろ
を

「敵
」

(林
道
春
本
)
と
綴
る
写
本

を
見
た
時

、
疑
念

は
氷
解

し
た
。

「紋
」
は
恐
ら
く

「敵
」
か
ら
生
じ
た
も

の
で
、
そ
の
逆

は
先

づ
あ

り
え
な

い
だ
ろ
う
。

で
は

「敵
」
は
ど

の
よ
う

に
し
て
生
じ
た

の
か
。
嘗

て
よ
く

目
を
通
し
た
異
体
字
研
究

の
必
読
書
『
干

禄
字
書

』
や

『
類
聚
名
義

抄
』

(観
智
院
本
)
の
次

の
よ
う
な
記
事
を
想
起

せ
ず
に
は
い
ら

れ
な

か

っ
た

の
で
あ
る
。

一
八

つ
ま
り
、

「殺
」
の
異
体
字
が
書
写

の
過
程

で
前
記

の
よ
う
に
書
き
留
め
ら

れ

る
蓋
然
性
が
高

い
と
考
え
た
。
す
る
と

「殺
竹
」
と
は
何
か
。
そ
れ
は

例

え
ば

「青
簡

〈応
劭

風
俗

通
日
、
殺
青
書
可
二
繕
写

一
。
謹
按
、
劉
向
別

録

日
、
殺
青

者
、
直
用
二
青
竹
簡

一
書
耳
〉
」

(『
初
学
記
』
卷

二
十
八

・
竹
)

や

「殺

レ
青
者
、

以
レ
火
炙

レ
簡
、
令

レ
汗
取
二
其
青

一。
易
レ
書
復
不
レ
蠹
。

謂
二
之
殺
青

一、
亦
謂
二
汗
簡

一」

(『
後
漢
書
』
呉
祐
伝
所
引
注
)
と
あ
る
竹

簡

の
作

り
方

に
因
む
。
竹
を
火

で
あ
ぶ
り
そ

の
青
味
と
油
分
を
除
き
文
字

を
書
き
易

く
す

る
と

共
に
蠹
損
を
防

止
し
た

こ
と
を
ふ
ま
え
、

こ
こ
で
は

文
書
や
書

物
の
意

に
解

し
て
良

い
と
思
う
。
そ
れ

で
こ
そ

「古
応
稽
」

(昔

の
こ
と
を
よ
く
考
え
学
ぼ
う
)

の
意
と
密
接

に
繋
が
る

こ
と
に
な
る

の
で

は
あ
る
ま
い
か
。

諸
本

間
に
異
同
が
あ

っ
て
も
、
ど
ち
ら
が

よ
り
適
切
か
選
択
す
る

こ
と

は
そ
う
困
難
な

こ
と
で
な

い
場
合
が
多

い
。
大
系
本
は
よ
り
適
切
な
本
文

を
ま
ま
捨

て

て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
な

い
か
と
思
わ
れ
る
ふ
し
が
な
く
も



な

い
。
と
も
あ
れ
、
文
字
校
訂
に
当
た

っ
て
は
、
所
謂
異
体
字
関
係
、
更

に
は
誤
写

し
易

い
字
例
を

い
つ
も
脳
裏
に
置

い
て
慎
重

に
検
討

し
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
よ
う

で
あ
る
。
以
下
更
に

「妄

り
に
雌
黄

を
下
す
」

こ
と
も

恐
れ
ず
、
若
干

の
例
を
挙
げ

て
み
よ
う
。

*

*

*

仲
春
釈
奠
礼
畢

王
公
会

二
都
堂

一
、
聴

レ
講
二
礼
記

一
。

(14
番
詩

題
)

年

二
回

(仲
春
と
仲
秋

の
上
丁

の
日
)

釈
奠

が
行

わ
れ

て
い
る
こ
と

は

よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。
川

口
博

士
は
当
時

の
釈

奠
の
講
書
が

『
孝
経
』
『
礼

記
』
『
毛
詩
』
『
尚
書
』
『
論
語
』
『
周
易
』
『左

氏
伝
』
の
順
送

り
で
行
わ
れ

た

こ
と
を
明
ら
か
に
さ

れ

て
い
る
。
と
こ
ろ
が

、
貞
観

九
年
仲
秋

(
八
月

十

一
目
)
に

「釈
奠
、
如

二
常
儀

一」

(『
一二
代
実
録
』
)
と
記
さ
れ

て
い
る

の

を
見
落
と
さ
れ
た
ら
し
く
、
前
掲
題
詩
を
貞
観

十
年
仲
春

の
釈
奠
作
と
さ

れ
た
。
私
案
に
依
れ
ば

博
士
の
作
成
さ

れ
た
表

は
実
際

は
同
九
年

以
後
半

年
繰
上
げ

て
考
え
ね
ば

な
ら
な

い
こ
と
に
な

る
の
だ

が
、
「春
」
字

に
異
同

が
な

い
だ
け
に
惑
う

の
は
や

む
を
え
な

い
か
も
知
れ
な

い
。
今

は
博
士
が

明
ら
か
に
さ
れ
た
講
書
順

(稿
者

は
正
し
い
と
考
え

る
)
を
改
め

て
生
か

し
比
定
す
る
と
左

の
如
く
な

る
。

〈年
〉

〈春
〉

〈秋
〉

『菅

家
文
草
』
を
め
ぐ

っ
て

貞
観

二
年

毛
詩

尚
書

〃
三
年

論
語

周
易

〃
四
年

左
氏
伝

御
註
孝
経

〃
五
年

(止
)

礼
記

〃
六
年

毛
詩

尚
書

〃
七
年

論
語

(止
)

〃
八
年

周
易

左
氏
伝

〃
九
年

御
註
孝
経

礼
記

〃
÷
年

毛
詩

尚
書

〃
十

一
年

論
語

周
易

〃
十

二
年

左
氏
伝

孝
経

即
ち
、
前
掲

『
礼
記
』

の
講
説
は
、
前
後
の
詩

の
作
時

な
ど
を
考
慮

(
つ

ま
り
配
列
を

ほ
ぼ
年
次
順
と
す
れ
ば

)
し
て
貞

観
九
年
仲
秋

(同
五
年
仲

秋

の
可
能
性
も
あ
る
)
と
あ
る
べ
き
で
は
な

い
の
だ

ろ
う
か
。
春
秋
を
道

真

又
は
後
人
が
思

い
違

い
を
し
た
り
、
誤
写
し
た
可
能

性
は
な

い
の
だ

ろ

う
か
。
因
み
に
前
掲
詩
以
後

の

『
文
草
』
巻

一
に
見
え
る
釈

奠
詩
を
右

に

当

て
は
め

て
お
く
と
次

の
よ
う
に
な
ろ
う

(猶

、
詩

の
配
列
順
は
作
次
順

で
あ
る

こ
と
を
必
ず
し
も
保
証
し
な

い
か
も
知

れ
な

い
)
。

23
仲
春
釈
奠
聴
レ
講
二
論
語

一
ー
貞
観
十

一
年
仲

春
か
同
七
年
仲
春
。

一
九



『菅

家
文
草
』
を
め
ぐ

っ
て

28
仲
春
釈
奠
聴

レ
講
二
孝
経

一
同
賦

二
資
レ
事
レ
父
事

フ
君
ー
貞
観
九
年
仲

春
。

41
仲
春
釈
奠
聴

レ
講

二
毛
詩

一同
賦
二
発
レ
言
為

ワ
詩
ー
貞
観
十
年
仲
春
。

55
仲

秋
釈
奠
聴
レ
講
二
周
易

一賦

二
鳴
鶴
在

ワ
陰
ー
貞
観
十

一
年
仲
秋
。

*

*

*

先
生
幸
許
禁
閲
遊

先
生
幸

い
に
禁
園
に
遊
ぶ

こ
と
を
許
さ

れ

更
恐
時
光
不
暫
留

更
に
時
光

の
暫
く
も
留
ま
ら
ざ

る

こ
と
を
恐
る

(35

「寄
二
巨
先
生

一
乞
二
画
図

ご
)

こ
の
詩

の
題
下
注
に

「
于
レ
時
先

生
為

二
神
泉
苑
監

一、
適
許

二
遊
覧

一
、

仍
献
乞

レ
之
」
と
あ
る
か
ら
、
巨
勢
金

岡

(高
名
な
画
人
)
が
神
泉
苑

の
管

理
を
担
当
す

る
こ
と

に
な
り
、
役
務
上
苑
中
を
視
察

で
も
し
た

こ
と
を
詠

ん
だ

も
の
と
思
量
さ
れ

る
。

「闔
」
は

一
般

に
宮
門

の
意

で
あ

っ
て
、

「禁

闔
」

は
朝
廷

・
宮
中

の
意

で
用

い
る

の
が
普
通

で
あ
る
。
確
か
に
神
泉
苑

は
宮
中

に
近

い

(美
福
門
を
出
た

二
条
大
路

の
す
ぐ
東
南
に
あ
る
)
。
し
か

し
、
こ
れ
を
宮
中
と
す

る
こ
と

は
で
き
な

い
。

「闔
」
は
し
ば
し
ば
写
本
中

で

「圍

(
"
囲
)
」
や

「園
」
に
誤
写
さ
れ
る

こ
と
が
あ
る
が
、
臆
測
す
れ

ば

「禁
園
」
と
あ

っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「神
泉
苑
者
、
禁
苑
之
其

一

也
」

(源
順

「冬
日
於
二
神
泉
苑

一同
賦

二
葉

下
風
枝
疎

一」
『
本
朝
文
粋
』
巻

十

・
脳
)
な

ど
と
あ

る
の
も
参
考

に
な
ろ
う

(園
と
苑

は
通
用
す
る
。
)

二
〇

*

*

*

含
情
若
読
新
章
句

情
を
含
み

て
苦
に
読
む
新
章
句

拭
眼
驚
看

旧
判
文

眼
を
拭

い
て
驚
き
看
る
旧
判
文

(
50

「奉

レ
和
下
王
大
夫
賀
二
対
策
及
第

一
之
作
上
」
)

貞
観

十
二
年
、
勉
学

に
精
進

し
た
甲
斐
あ

っ
て
対
策
に
及
第
し
た
道
真

は
王
大
夫

か
ら
祝
詩
を
贈
ら
れ
、
そ
れ
に
答
え
た
。
上
句
に
依
れ
ば
齎
さ

れ
た
祝

詞
を

「感
激

の
情
を
も

っ
て
」

(大
系
本
頭
注
)
読
ん
だ

の
は
間
違

い
な

い
と
思
う
が
、

そ
れ
を

「若

し
く
は
読
む
」
と
訓
ん
だ

の
で
は
気
持

ち
が
弛
緩

し
て
し
ま
う

の
で
は
な

い
か
。

こ
こ
は

「
苦

に
読

む
」
と
ど
う

し
て
も
訓
み
た

い
の
だ
が
ど
う
だ
ろ
う
。

*

*

*

眠
疲
也

嘯
倦

眠
る
に
も
疲
れ

也

嘯
く
に
も
倦
み

歎
息

而
鳴
慨

歎
息

し
て

鳴
悒
す

為
客
四
年
来

客

と
為

り
て
よ
り

四
年
来

在

官

一
秩
及

在
官

も

一
秩

に
及
べ
り

此
時
最
攸
患

此

の
時

に

最

も
患
う

る
攸

は

烏
兔
駐
如
繁

烏

菟
の
駐

ま
り
て
繁
が

る
る
が
如
き

こ
と

日
長
或

日
短

日
の
長
く

或
は

日

の
短
く

身
騰
或

身
繁

身

の
騰

り

或

は

身

の
蟄

る
こ
と
あ

り



自
然

一
生
事

自
然
な
り

一
生
の
事

用
意
不
相
襲

意
を
用

い
て

相
襲
ね
ず

(92

「苦
二
日
長

ご
)

讃
岐
守

の
任
に
在
る

こ
と
四
年
。
任
期
明
け
を
待
ち
望

む
長

い

一
日
。

少
壮
年
時

の
多
忙
な
目

々
の
回
顧
に
始
ま
り
、
や

が
て
受
領

と
し
て
転
出

し
た
悲
哀

の
情
を
詠
う
名
篇

の
後
半
を
過
ぎ
た
あ
た
り
か
ら
引

用
。
脚
韻

は
入
声
緝
韻

で
あ
る
か
ら
す
ぐ
に

「慨
」
が
誤
り
と
見
当
が

つ
く
し
、
「繁
」

の
重
複
も
お
か
し

い
と
知
れ
る
。
前
者
に
は

「鳴
悒
」

(来
歴
志

本

・
日
本

詩
紀
等
)
の
異
同
が
あ
る

の
で
簡
単

に
訂
正
で
き
る
。
「鳴
悒
」
は

「鳴

唱

に
同

じ
く
悲
歎

の
涙
に
く
れ
る
、
む
せ
び
泣
く
意
。
後
者
に

つ
い
て
は
、

対
句
関
係
を

見
定
め
、

「騰
」
と
反
対

の
字
義

で
緝
韻
、
し
か
も

「繁

」
に

字
形
が

近
い
と
な
れ
ば

「蟄
」
し
か
な

い

(版
本

の
傍
書
は
正
し

い
)
。
こ

れ
な

ど
は
極

め
て
容
易
な
校
訂
作
業

に
過
ぎ
な

い
。

*

*

*

葉

間
繊

尾
騰
枝
塵

葉
間

の
繊
尾

は

枝

に
騰
る
麈

樸

上
枯
鱗
繞
樹
龍

樸
上

の
枯
鱗

は

樹
を
繞
る
龍

(姻

「賦

三
秋
思

入
二
寒
松

一」
)

詩
序
は
親
友

の
紀
長

谷
雄
が
作

し
た

(『
文
粋
』
巻
十

・
捌
)
。
本
詩
は

『
扶
桑
集
』

(巻
十

二
)
に
も
所
収
。
『類
題
古
詩
』

(通
称
『
類
聚
句

題
抄
』
)

『菅
家

文
草
』
を
め
ぐ

っ
て

に
長
谷
雄

の
詩
と
共
に
収
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
或

は
共
に

『
扶
桑

集
』
に
収
載
さ
れ

て
い
た
か
も
知
れ
な

い
。
と
も
あ

れ
、
上
句

の

「塵
」

(上

平
声
真
韻
)
で
は
平
仄
が
合
わ
な

い
。
『
類
題
古
詩
』
に
は

「龍
鱗
暗
変
留

二

鉛
粉

}、
麈
尾
斜
傾
帯
三
玉
陰

=

(菅

野
名

明

「山
明
望
二
松
雪

一
」
)
と
い

う
同
様
仕
立

て
の
表
現
が
あ
り
、

「麈
尾

〈周
景
式

廬
山
紀
日
、
石
門
北
巌

即
松
林
也
。
有
二
数
百
株
松

一
。
大
皆
連
供
、
長
近
二
二
十
丈

一
。
攅

生
二
絶

崖
上

一、
南
臨

二
石
門
澗

}。
澗
中
仰
視

レ
之
、
離

々
如

レ
駢
二
麈

尾

一
(下
略
)〉
」

(『
初
学
記
』
巻

二
十

八

・
松
)
と

い
う
故
事
に
依

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
、

「麈
」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う

に
気

に
な

る
本
文
が
散
見
し
、
『
文
草
』
研
究
は
更
な
る
検
討

が
期
待
さ
れ

て
い
る
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

「鶴
驚
寒
更
三
転
後
、蜂

喧
晩
歩

十
廻
中
」

(
70

h
九
目
侍
宴
同
賦
二
紅
蘭

受
ワ
露
」
)
は

「鶴
警

〈周

処
風
土
記
日
、
自
鶴
性
警
、
至
二
八
月
白
露
降

一、
流

二
於
草
葉
上

一
、
滴

々

有
レ
声
則
鳴
〉
」

(『
初
学

記
』
巻

二

・
露
)
の
故
事
と
平
仄

(
「驚
」
は
下
平

声
庚

韻
)
の
関
係
か
ら

「警
」

(上
声
梗
韻
)
に
改
め
る

べ
き

で
あ
ろ
う
し
、

「為
レ
臣
為
レ
子
皆
言
レ
孝

、
何
啻
春
風
仲
月
下
」

(81

「仲
春
釈
奠
聴
レ
講
二

孝
経

=
)
は
他

の
脚
韻
字

(下
平
声
青
韻
)
か
ら

し
て
も
あ

り
え
ず
、
版

本
等

の
「丁
」

(釈
奠
は
春
秋
二
仲

の
月
の
上

丁
の
目
に
行
わ
れ
る
規
定

で

二

一



『
菅
家
文
草
』
を
め
ぐ

っ
て

あ
る
)
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
。

「意

猶
如

二
少
日

一、
只
己
非

二
昔

春

=

(捌

「対
鏡
」
)
は
対
句

の
意
味

か
ら
考
え

て
も
書
写

の
過
程

で

「貞

(
H
貌
)
」
を
誤

っ
た
も

の
と
言
う
他
な

く
、次

々
と
疑
念

が
湧

い
て
く

る
。

以
上
は
実
は
ほ
ん

の

一
端
に
過
ぎ
な

い
が
、
『
文
草

』
『
後
集
』

は
ど

の
よ

う
に
読
ま
れ
る

べ
き
な

の
か
、
道

真
没
後

一
一
〇
〇
年
企

画
の

一
つ
と
し

て
、
本
文

の
再
検
討
作
業

も
学
会

を
中

心
に
始

め
ら
れ

て
お
り
、

そ
の
成

果
が
世
に
問
わ
れ
る

の
も
そ
う
遠

い
こ
と
で
は
な

い
。

三

詩
の
解
釈
を
め
ぐ

っ
て

詩

の
解
釈
は
勿

論
本
文
の
確
定

と
字
句

の
正
確
な
把
握
が
な
さ
れ

て
こ

そ
達
成
さ
れ
よ
う
。
そ
の
意

味
で
は
前
項

に
記

し
た

こ
と
も
既

に
詩

の
解

釈
に
関
わ
る
問
題
で
は
あ

っ
た

の
だ
が
、

こ
こ
で
は
更

に
詩

一
首
全
体

の

理
解
、
解
釈

の
あ
り
方
と

し
て
、
稿
者
な
り

に
思
案

し
た

こ
と
を
川

口
博

士

の
注
と
対
比
さ

せ
な
が
ら

記
し
て
み
た

い
。

43
王
度

読
二
論

語

　竟
、

聊
命

二
盃
酌

一。

円
珠

初

一
転

円
珠

初
め

て

一
た
び
転
ず

舞
象
遂

丁
年

象
を
舞

い
て

遂

に
丁
年
た
り

自
此
窮
墳
典

此
れ

よ
り

墳
典
を
窮
め
よ

何
唯

二
十
篇

何
ぞ
唯
だ

二
十
篇

の
み
な
ら
ん

二
二

王
度
と

い
う
人
物
に

つ
い
て
は
所
掲

の
川

口
注

以
上
の
こ
と
は
言
え
な

い
。
そ

の
彼
が

『
論
語
』
を
読

了
し
た

の
で
祝
意

を
込
め
酒
盃
を
命

じ
た

と

い
う
題
。
川

口
訓
読
は
稿
者
と
異
な
る
が
、
そ
れ
は
措

い
て
少
し
長

い

け
れ
ど
も
そ

の
頭
注

・
補
注
を
掲
げ

て
み
た
い

(
一
部

ゴ
チ

ッ
ク
体

は
稿

者
に
依
る
。
)

(題
注
)
王
度

の
囲
碁

の
こ
と
、
三

一
題
注

・
補

一
参
照
。

(補
注
)

「
王
度

」
は
当
時
来
朝
し
て
い
た
大
唐

の
通
事

か
ー

三

一
。

一
時
菅

家
廊
下
も
し
く
は
大
学
寮
に
寄
留
し
て
、
経
書
な
ど
を
中

国
音

で
講

読
し

て
い
た

の
で
も
あ
ろ
う
か
。
こ
の
詩

は
そ
の
終

了
し
た
時

の
竟

宴

の
五
絶
。

(第

一
句
注
)
円
転
窮

ま
り
な

い
明
珠

に
も
比
す

べ
き
論

語
を
、
王
度
は
中
国
音
で

一
読

過
し
終

っ
た
。
わ
が
博
士
家

で
は
論

語
を

「
円
珠
教
」
と

い

っ
た
。

(補
注
)
梁

の
皇
侃

の
論
語
義
疏
序
に

「鄭
玄
云
、
論
者
輪
也
。
円
転
無

レ
窮
、
故
日
レ
輪
也

」
、
ま
た

「巨
鏡

百
尋
、
所
レ
照
必
偏
。
明
珠

一
寸
、
包
二
含
六
合

一
(中
略
)
故

言
、
論

語
小
而
円
通
、
如

二
明
珠

一
。
諸
典

大
而
偏
用
、
譬
如

二
巨
鏡

一、
誠
哉

此
言
也
」
と
あ
る
。
源
順

の

「陪
三
初
読
二
論
語

一詩
序
」
に

「先
聖

の

微
言
、
円
通
な
る

こ
と
、
明
珠
の
如
し
」

(文
粋

九
)
と
あ
る
。

「転
」

の
ヨ
ム

の
訓
は

「転

・
ム
」

(類
聚
名
義
抄
)
に
よ
る
。
珠
を
転
ば
す

こ

と
に
い

い
か
け

る
。

(第

二
句
注
)

子
供
が
習

っ
て
い
た
文
王

の
楽
、



周

公
の
詩

の
舞
も
、
(
王
度
の
中
国
音
に
よ
る
講
読
に
よ

っ
て
)
今
や

一
人
前

の
武
舞
と
な

っ
た
。
舞
象
は
童
舞

で
、
文
王

の
武
功
を
象
り
、

周
公
が

そ
の
詩
を
作

っ
た
武
舞

の

一
種
。
丁
年
は
、

二
十

一
歳
を
さ

す
。

(補
注
)

「舞
象
」

は
礼
記

・
内
則
に

「成
童
象
を
舞
ふ
」
と
あ

り
、
疏

に
、

「舞
レ
象
、
謂

レ
舞

レ
武
也
、
熊
氏
云
、
謂
下
用
二
于
戈

】
之

小
舞
上
也

」
と
あ

る
。

(第

三
句
注
)
こ
れ

か
ら

(
こ
の
王
度

の
読
ん

だ
方
法
に
よ

っ
て
)
古
の
聖
帝

の
古
典

研
究
を
究
め

つ
く
す
な
ら
ば
。

墳
典
は
三
皇
五
帝

の
旧
辞

。

(第

四
句
注
)
た
だ
論
語

二
十
篇
を
読
ん

だ
だ
け
の
功
徳
に
終
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
訳
注
を
読
む
と
、
王
度
な
る
通
事
ら
し
き
人
が
中

国
音

で
読

み
講

じ
、

そ
れ
を
道
真
或
は
菅
家

の
門
下
生
等
が
聴
き
学
ぶ
光
景
を
想
定

し
て
お
ら

れ

る
ら

し
い
。
そ
し
て
、
そ
の
教

え
を
糧

に
古
典

研
究

に
精
通

し
た
ら

『
論

語
』
を
読

ん
だ

以
上
に
大

い
な
る
功
徳
が
あ
る
と

い
う
事

の
よ
う
だ
。

稿
者
が
先
ず
気

に
な

っ
た

の
は
、
も
し
王
度
が
教
え
る
側
で
あ
る
な
ら
、

「王
度

の
論

語
を
読

む

(或
は
講
ず
る
)
を
聴
き
畢
り
…
…
」
と
で
も
あ

る
べ
き
で
は
な

い
の
か
と

い
う

こ
と
。
次

い
で

「舞
象
」

の
川

口
注

の
意

図
が
全

く
理
解

で
き
な

か

っ
た

の
で
あ

る
。
『
礼
記
』

(内
則
)
の

一
節
は
、

男
子

の

一
生
を
略
述
す

る
文
脈
中

の
も

の
で
あ
り
、
そ

の
年
令
次
に
お
け

る
や
る
べ
き

こ
と
学
ぶ
べ
き
も
の
な
ど

を
次

の
よ
う

に
記

し
て
い
る
条

で

『菅
家

文
草
』
を
め
ぐ

っ
て

あ

る
。十

年
出
就

二
外
傅

一、
居
二
宿
於
外

一
、
学

二
書
計

一。
衣
不
二
帛
襦
袴

一
、

礼
帥

レ
初
。
朝
夕
学

二
幼
儀

一、
請

二
肄
簡
諒

一。
十
有

三
年
学
レ
楽
誦
レ

詩
舞

レ
勺

。
成
童
舞

レ
象
、
学
二
射
御

一
。
二
十
而
冠
、
始
学

レ
礼
、
可
三

以
衣
二
裘
帛

一
。
舞

二
大
夏

一、
惇
行

二
孝
弟

一、
博
学

不
レ
教
、
内
而
不
レ

出
。

(
私
訳
)
生
ま
れ
て
十
年
た

つ
と
母
親

の
手
元
を
離
れ

て
外

に
出

て

教
学

の
師
に
就
き
、

(親
と
別
々
に
)
住

居
し
て
文
字

の
読

み
書
き
や

計
算
を
習
う
。
少
年
は
絹

の
下
着
な

ど

つ
け
ず
厳

し
く
礼
儀

の
初
歩

か
ら
習
う
。

つ
ま
り
朝
夕
に
少
年
と
し

て
の
行
儀

作
法

を
学

び
、
文

字
や
応
対

の
口
の
き
き
方
を
習
う
。
十
三
年
た

つ
と
音
楽
を
学
び
、
『詩

経
』
を
暗
誦
し
、
勺

の
舞
を
習

い
、
成
童

(
十
五
歳
以
上
)
に
な

る

と
象

の
舞
を
習

っ
て
、
弓
馬

の
術
を
学
ぶ
。

二
十
歳
に
な
る
と
元
服

し
て
始

め
て
礼
を
学
び
、
絹
や
毛
皮

の
服
を
着
、
大
夏

の
舞
を
習

っ

て
、
孝
悌

の
道
を
心
が
け
、
博
く
学
ん

で
豊
か
な
知
性
を
身
に

つ
け

る
が
、
ま
だ
人
に
教
え
ず

に
内

に
蓄
え

て
お
く
。

こ
れ
に
依
れ
ば

、
十
五
歳

を
過
ぎ

て
弓
馬

の
術
と
土
ハに
学
ぶ
と
さ
れ
る
舞

踊

の
こ
と
ら
し

い
。
と
す

れ
ば
第

二
句

は

「象
を
舞

っ
て
い
た
者
が
今
遂

に
満

二
十
歳

(成
人
)
に
な

っ
た
」
と
い
う
意
味

に
な

る
の
で
は
あ
る
ま

二
三



『菅
家

文
草

』
を
め
ぐ

っ
て

い
か
。
で
は
そ
の
年

に
成

っ
た

の
は
誰
か
。
道
真

(当
時

二
十
五
歳
頃
)

や
詩

題

・
詩
中

に
登
場

し
な

い
不
特
定

の
門
人
を
指
す
と
す
る

の
も
不
自

然

で
は
な

い
か
、
む
し
ろ
題
中

の
王
度
を
指
す
と
す
る

の
が
自
然
で
は
な

か
ろ
う
か
。

王
度

は

(川

口
注
を
生
か
せ
ば
)
或
は
武
舞

に
熱

中
で
も
し

て
い
る
う
ち

に
二
十
歳
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
そ
れ
迄
経

書
を
読
む
よ
う

な
学
問
ら
し

い
こ
と
も
余
り
し

て
こ
な
か

っ
た
な

、
と
い
う
道
真

の
口
吻

が

「遂
丁
年
」
あ
た
り
に
漂
う
よ
う
に
思
え
て
仕

方
な

い
の
だ
。

そ
ん
な

彼
が
儒
学

の
基
本
図
書

『
論
語
』
を
ひ
と
ま
ず
何

と
か
読

み
終
え
た
わ
け

だ
か
ら
何
と
め
で
た

い
、
ど
れ

酒
杯
を
申

し

つ
け

よ
う
。
今
後
と
も

こ
れ

を
機
会

に
多
く

の
書
物
を
窮

め
る
の
が
宜

し
か
ろ
う
。
『
論
語
』
二
十
篇
だ

け
で
し
ま

い
に
し

て
し
ま

っ
て
は
い
け
な

い

(
し

っ
か
り
や
り
た
ま
え
)

…
…
と
奨
励
訓
戒
す

る
詩
意
な

の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
王
度
は
渡
来
系
に

属
す
る
人
だ
ろ
う
が
、
道
真

に
と

っ
て
は
年

下
の
朋
輩

(菅
家
廊
下

の
門

人
の
可
能

性
も
あ

る
か
)
く
ら

い
の
人
物
と
見
る

べ
き

で
は
な

い
か
と
考

え
た
い
の
だ
が

、
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。
詩
は
発
想
や
語
彙

の
意
味
把
握

の

僅

か
な
違

い
か
ら
随
分
と
違

っ
た
理
解
に
至

っ
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
る
。

も
と
よ
り
稿
者

の
理
解
が
妥
当
か
否
か
は
猶
諸
氏

の
批
判
を
俟
た
ね
ば
な

ら
な

い
が
、
今

一
首
採
挙
げ

て
み
た

い
。

36
山
陰
亭
冬
夜
待
レ
月
。

二
四

高
斎
待
月
月
何
淹

高
斎
に
月
を
待
つ
も

月
何
ぞ
淹
き

不
畏
風
霜
幾
撥
簾

風
霜
を
畏
れ
ず

幾
た
び
も
簾
を
撥
う

海
伯
応
慵
投
老
蚌

海
伯
は

応
に
老
蛙
を
投
ぐ
る
こ
と
に
慵
か
る

べ
し

山
神
欲
惜
放
寒
蟾

山
神
も

寒
蟾
を
放
つ
こ
と
を
惜
し
ま
ん
と
欲

す

消
残
砌
雪
心
猶
誤

消
え
残
れ
る
砌
の
雪
に

心
も
猶
誤
ま
た
れ

挑
尽
窓
燈
眼
更
嫌

挑
げ
尽
く
す
窓
の
燈
に

眼
も
更
に
嫌
い
ぬ

珍
重
東
頭
光
数
尺

珍
重
す

東
頭
の
光
数
尺
の

如
無
如
有
独
繊
々

無
き
が
如
く

有
る
が
如
く

独
り
繊
々
た
る

の
み
な
る
を

本
詩
は
前
掲
詩
以
上
に
頭
注

・
補
注

の
量
が
多

い
の
で
、
殊

に
第

三

・

四
句
に
限

っ
て
採
挙
げ
た

い
。

(第

三
句
注
)

月
が
出
な

い
の
で
海
中

の
水
神
は
、
老

い
て
真
珠
を

胎
ま
な
く
な

っ
た
蚌
を
海
中
に
投
じ
よ
う
と
い
う
気
に
も
な
ら
な

い
。

(補
注
)
左
思

の
呉
賦

に

「蚌
蛤
珠
を
胎
む

こ
と
、
月
と
と
も
に
虧

け
全

し
」
と
あ

る
。

(第

四
句
注
)
山
神
は
月
が
面
を
あ
ら
わ
す
と
と

も

に
月
中

の
蟾
蜍
が
と
び
だ
す
の
を
惜
し
が
る
よ
う
だ
。
疸
娥
が
西



王
母
か
ら
不
死

の
薬
を
盗
み
出
し

て
、
月
中
に
に
げ
こ
ん
で
ひ
き
が

え

る
に
化

し
た
と

い
う
故
事

(後
漢
書

・
天
文
志

の
注
)
に
よ
る
。

稿
者
も

「三

・
四
句
は
月
が
出
よ
う
と
し
て
出
な

い
こ
と
を
典
故
に
よ

っ

て
美

し
く
表
現
」

(
川
口
氏
頭
注
)
し

て
い
る
と
思
う
。
第
三
句
は
月
が
海

上
よ
り
出
る
こ
と
、
第

四
句
は
山
際
よ
り
上
が
る

こ
と
を
念
頭
に
置

い
て

い
る
こ
と
は
海
伯

・
山
神

の
対
か
ら
も
明
白

で
あ
る
。

海

の
神
が
億
劫

で
気
が
す
す
ま
な

い
の
は

「老
蚌
を
投
ず
る

こ
と
」
で

あ
る
か
ら
川
口
訳
で
良
さ

そ
う

に
思
え
る
が
、
と

こ
ろ

で

「老
蚌
」
と
は

何
か
。

「自
憐
滄
海
畔
、
老
蚌

不
レ
生

レ
珠
」

(白
楽
天

「見
三
李
蘇
州
示
二
男

阿
武
詩

一自
感
成
レ
詠
」
)
で
は
も
う

子
供

の
で
き
な

い
老

い
た
身

(白
楽
天
、

或
は
そ
の
妻

)
で
あ

る
こ
と
を
歎
ず

る
中

で
用

い
ら
れ

て
い
る
が
、

一
体

蚌
と
月
は
ど

の
よ
う
に
関
わ
る

の
で
あ
ろ
う
。
前
引
の
左
思

「呉
都
賦
」

(呂

向
注
に

「蚌

蛤
珠
胎
、
皆
盈
虧

之
物
。

月
満
則
珠
全
、
月
虧
則
珠
欠
」
と

あ
る
)
や

「淮
南
子

日
、
蛤
蠏
珠
亀
、
与

レ
月
盛
衰
」

「晋
郭
璞
蚌
賛

日
、

(中

略
)
与

レ
月

盈
虧
、
協
レ
気
晦

望
」

(『
芸
文
類
聚
』
巻
九
十
七

・
蚌
〉
、
更

に

「月
群
陰
之
本
也
。
月
望
則
蛤
蚌
実

、
群
陰

盈
。

月
晦
則
蛙
蛤
虚
、
群
陰

虧
」

(『
呂
氏
春
秋
』
巻

九

・
季
秋
紀

・
精

通
)
な

ど
に
よ
れ
ば
、
蚌
と
月

は
盛
衰
を
同
じ
く
し
、
望
月
の
頃
に
は
蛙

に
実

(珠
)
あ

り
、
晦

日
に
は

虚

(か
ら

っ
ぽ
)
と
な
る
と
知
ら
れ
る
。
勿

論

「驪
龍

頷
被
探

レ
珠
去
、
老

『
菅
家
文
草
』
を

め
ぐ

っ
て

蚌
胎

還
応

二
月
生

=

(劉
禹
錫

「答
二
楽
天
所
レ
寄
詠
懐

一
且
釈
二
其
枯

樹
之

歎

匚
)
と
も
詠
ま
れ
る
よ
う

に
月

の
生
ず
る
と
共
に
ま
た
珠
を
胎
ん
で
循

環
す

る
こ
と

は
言
う
ま

で
も
な

い
。
と
す
れ
ば
、
老
蚌
と
は
珠
を
生
じ
な

い
、
欠

い
て
い
る
蚌

の
こ
と

で
、
月

で
言
え
ば
晦
目
頃

(月

の
出

の
刻
限

の
遅

い
下
弦

の
月
)

の
こ
と
を
指

し
て
い
る

こ
と
に
な
る

の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
も
と
も
と

「
天
漢
看

二
珠
蚌

一、
星
橋
観

二
桂
華

=

(庚
信

「舟
中

望
レ
月
」

『初
学

記
』
巻

一
・
月
)
の
如

く
、
蚌

に
は
月

の
意
も
あ
る
と
見

て
良

か
ろ
う
。
そ
こ
で
前
掲

の
第

三
句

は
、

「
(冬

の
夜

に
月

の
出
を
待

つ

も

の
の
な
か
な
か
上

っ
て
来
な

い
の
は
何
故
か
と
言
え
ば
)
き

っ
と
海

の

神
が
細

々
と
し
た
下
弦

の
月
を
空

に
投
げ
挙
げ

る
の
を
億
劫

で
気
が
す
す

ま
な

い
と
思

っ
て
い
る
か
ら

で
あ

ろ
う
」
と
訳

し
た

い

(細

い
繊
月
と
見

た

の
は
末
句

の
表
現
と
も
対
応
)。

第

四
句

の
川
口
注
も
訳
と
注
解
が
混
合
し

て
い
る
よ
う
に
思
う
。

「寒
蟾
」

は

「蟾

冤
並

〈五
経
通
義

日
、
月
中
有
三
菟
与

二
蟾
蟻

一何
。
菟
陰

也
、
蟾
蠕

陽
也
。
而
与
レ
菟
並
、
明
陰
係
二
於
陽

一
也
〉
」

(『
初
学
記
』
巻

一
・
月
)

「
又

(張
衡
霊
憲
)
日
、
姐
娥
奔

レ
月
、
是
為

二
蟾
蜍

=

(『
芸
文
類
聚
』
巻

丁

月
)
な
ど
と

い
う
謂
れ
は
と
も
か
く
,
月
中
に
蟾
あ

り
と
す
る
故
事

に
従

っ

て
、

「蟾
」
は
単
に
月
の
意

と
み
て
よ
く

「寒
」
が
付

い
て

い
る
の
は
冬

の

月

で
あ

っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な

い

(那

「水
中
月
」
、
舶

「余

近
叙
詩
情
怨

二
五



『
菅
家
文
草
』
を
め
ぐ

っ
て

一
篇
云
云
」
詩
に
も
見
え
、
川

口
博

士
も
そ
う
注

し
て
い
る
)
。
従

っ
て
、

第

四
句
は
、

「
(月

の
出
を
待

つ
も

の
の
、
な

か
な

か
出

て
こ
な

い
の
は
)

山

の
神
が
冬

の
月
を
空
に
出
さ

な

い
よ
う

に
し

っ
か
り
と
捕
ら
え

て
い
て

手
放
す

こ
と
を
惜
し
ん
で

い
る
か
ら
だ
」
と

い
う

こ
と

に
な

る
か
と
思
う
。

故
事

の
把

え
方
を
め
ぐ

っ
て
、
詩

の
理
解

に
微
妙
な
違
和
感
を
覚
え
る

場
合
も
な
く
は
な
い
。

送
客
何

先
点
涙
痕

客
を
送

る
に

何
ぞ
先
づ
涙
痕
を
点
ず
る

応
縁
別
後
不
同
門

応

に
別
れ

し
後

に

門
を
同
じ
う
せ
ざ
る
に
縁

る
べ
し

今

朝
記
得
帰
来

日

今
朝

記
し
得
た
り

帰
来
り
な
ん

日

万
里
程

間

一
折
轅

万
里
程

の
間

に

一
折
轅
に

て
あ
ら
ん

こ
と
を

(44

「花

下
餞
三
諸
同
門
出
二
外
吏

一各
分
二
一
字

一探
得
レ
轅
」
)

菅
家
廊

下
出
身

の
者
達
が
受
領
と
な
り
任
地
に
赴
く

こ
と
に
な
り
、
彼

ら

の
為

に
餞
宴
を
設
け
た
折

の
作
。
旅
立

つ
人
を
送
る
に

つ
け

て
も
先
ず

涙
が
流
れ

て
な
ら

ぬ
の
は
何
故
か
。
そ
れ
は
き

っ
と
別
れ

て
旅
立

っ
た
後

は
、
わ
が
家

の
門
を
同
じ
く

し
て
面
を
会
わ
せ

て
親
し
く
語
り
合
う

こ
と

も
久

し
く
な
く
な

る
と
思
う
か
ら
だ
ろ
う
。
見
送
り
す
る
今
朝
、
わ
が
心

に
し
か
と
刻

み

つ
け

て
お
く

こ
と
に
し
よ
う
、
君
達
が
任
果

て
て
都
に
帰

還
す

る
時
、
遙
か

万
里

の
道
途
に

一
台

の
轅

の
折
れ
た
車
だ
け

の
身

で
あ

二
六

ら
ん

こ
と
を
と
。
稿
者
は
如
上

の
意
と
と
り
た

い
が
、
末
句

の

「折
轅
」

に

つ
い
て
大
系
本
は
次

の
よ
う
に
解
す
る
。

地
方
官

の
任
を
終

っ
て
、
さ
あ
帰
ろ
う
と
す
る
お
り
、
万
里
の
里
程

に
旅
立
と
う
と
す
る
お
り
に
、

(諸
君
は
)
き

っ
と
州
民
た
ち

か
ら
慕

わ
れ

て
、
轅
も
く
じ

い
て
そ
の
別
れ

を
引
き

と
ど

め
ら
れ
る

で
あ

ろ

う
。

「帰
来
」

の

「来
」
は
助
詞
。

(補
注
)
漢
書

・
侯
覇
伝

に
、
侯

覇
が
臨
淮

の
太
守
と
な

り
、
召
し
か
え
さ
れ

る
時

に
、

百
姓

は

「轅

に
攀
ぢ
、
轍

に
臥
し

て
」
留
ま
ら
ん
こ
と
を
願

っ
た
と

い
う
故
事
な

ど
に
よ
る
。

川

口
博
士
が
所
謂

「秦
彭

攀
轅

・
侯
覇
臥
轍
」

(『
蒙
求
』
)
の
故
事
を
念
頭

に
置
か
れ

て
い
る
の
は
明
白

で
あ

る
。
共

に
善
政

の
良
吏
と

し
て
名
高

い

人
物
と
言
え
よ
う
。
後
漢

の
秦
彭

の
離
任
時

に
は
老
幼
が
轅

に
と
り
す
が

り
惜
し
ん
だ
と
言
う
が
、
そ
の

一
族

は
実

は
漢
建
国
以
来
代

々
の
高
官

で

「万
石
の
秦

氏
」

と
言
わ
れ

る
世
望
を
背
景

に
持

つ
人
物

で
あ
り
、
後
漢

の
侯

覇
は
と
言
え
ば
、
や

は
り
離
任
時

に
住
民
が
車
を
さ
え
ぎ
り
路
上
に

臥
し
て
留
ま
ら

ん
こ
と
を
願

っ
た
と

い
う
が
、
も
と
も
と
は
大
変
な
資
産

家

の
息

子
で
金
儲
け

に
気
を
遣
う
こ
と
な
く
学
問
す

る
こ
と
が
で
き
た
し
、

大
司
徒

(
丞
相
)
の
地
位

に
迄
昇

っ
て
い
る
人
物

で
あ
る
。
実
は

「折
轅
」

は
如
上

の
よ
う
な

人
の
故
事

で
は
な
く
、
以

下
の
「張
堪
折
轅
」

(『
蒙
求
』
)



の
故
事
と

み
る

べ
き
な

の
で
あ
る
。
聊
か
長

い
が
わ
か
り
易
く
説
明
を
加

え

て
お
き
た

い

(『
後
漢
書
』
巻

三
十

一
・
列
伝
第

二
十

一

〈張
堪
伝
〉
参

照
)
。

後
漢

の
張
堪

は
字
を
君
游
と

い
い
南
陽

の
宛

の
人

で
あ
る
。
早
く
に
父

を
失

い
、
餘
財

の
数
百
万
を

兄
の
子
に
譲
り
、
十
六
歳

の
時
に
長
安
に
出

て
学
業

に
努
め
た
。

そ
の
志
行
美

に
し

て
厳
格

で
あ

っ
た

こ
と
か
ら
、
学

者
達

は
彼
を

「聖
童
」
と
呼
ん
だ
と

い
う
。
世
祖
に
嘉
さ
れ
郎
中
と
な
り
、

後

に
大
司
馬
呉
漢
を
助
け

て
、
蜀
都
太
守
と
し

て
公
孫
述
討
伐
に
功
あ
り
。

そ
し
て
成
都

に
逸

早
く

入
城
す
る
や
、
庫
蔵
を
検
閲
。
珍
宝
を
厳
正
に
管

理
し
て

一
か
け
ら
も

私
す

る
こ
と
な
く
、
役
人
や
民
を
慰
撫
し

て
大

い
に

喜
ば

し
め
た
の
で
あ

っ
た
。

そ
の
後
、
匈
奴
を
撃
破

し
、
漁
陽
太
守
と
な

り
、
姦

悪
狡

猾
な
輩
を
捕
縛

し
た

り
撃
滅
せ

し
め
、
賞
罰
を
正
し
く
下
し

た
の
で
、
役
人
も
民
も
彼
に
用

い
ら
れ

る
こ
と
を
楽

し
み
と
し
た
と

い
う
。

匈
奴
が
か

つ
て
万
騎

を
も

っ
て
漁

陽
に
攻
め

込
ん
だ
時
、
彼
は
数
千
騎
を

引
連
れ
大
活
躍
し
て
い
る
。
よ

っ
て
郡
界

は
静
ま

り
、

そ
こ
で
稲

田
八
千

餘

頃
を
開
拓
し
、
民
に
農
耕

を
勧

め
豊

か
な
生
活
を
も
た
ら
し
た
。
人

々

は

「桑
に
附
枝

無
く
、
麦
穂

両
岐

す
、

張
公

の
為
政

、
楽

し
み
支
る

べ
か

ら
ず
」
と
そ

の
善
政
を
称
え
た
と

い
う

。
在

任
八
年

、
匈
奴

は
彼
を
憚
り

境
界
を
犯
す

こ
と
は
な
か

っ
た
。
帝

が
あ
る
時
、

諸
郡
の
会
計
担
当
者
を

『菅

家
文
草
』
を
め
ぐ

っ
て

都

に
召
集

し
て
、
各

々
の
土
地

の
こ
と
や
郡
守
県
令

の
政
治
手
腕
に

つ
い

て
問
う
た
と

こ
ろ
、
蜀
郡

の
担
当

の
樊
顕
な
る
者
が
進
み
出

て
次
の
よ
う

に
言
う
。

漁
陽
太
守
張
堪
、
昔
蜀

に
在
り
し
時
、
其

の
仁
を
以

て
下
に
恵
み
、

威
能
く
姦
を
討

つ
。
前

に
公
孫
述

の
破
れ
し
時
、
珍
宝
山
積
し
、
捲

握
の
物
す
ら
十
世
を
富
ま
す

に
足
る
。
而
る
に
堪

の
職
を
去
る
日
は
、

折
轅
車

に
乗
り
、
布
被

の
嚢
あ
る

の
み
、
と
。

帝

は
こ
れ
を
問
き
、
感
服

の
余

り
し
ば

し
嘆
息
さ
れ
た
。
張
堪
を
召
し
出

そ
う
と
す
る
が
、
既
に
病

で
没
し
た

こ
と
を
知

っ
て
深
く
悼
み
、
惜
し
ん

で
詔
旨
を
下
し
て
褒

め
称

え
帛

百
匹
を
贈

っ
た
と

い
う
。
こ
れ

に
よ
れ
ば
、

張
堪
は
平
和

で
豊

か
な
生
活
を
民
衆

に
齎
し

(開
拓
の
こ
と
も
大
き
い
か
)
、

公
平
な
人
物
で
私
欲
に
走

る
こ
と
な
く
、
離
任

の
際

に
も
轅

の
折
れ
た
ま

ま

の
車
に
、
粗
末
な

袋
を
持

つ
だ

け
で
立
去

っ
た
と

い
う
。
道
真
は

こ
の

故
事
を
他
に

「跏
書

レ
懐
奉

レ
呈
二
諸
詩
友

一」

「纈
左
金

吾
相

公
於
二
宣

風
坊

臨
水
亭

一
餞
二
別
奥
州
刺
史

一
同
賦
二
親
字

匸

詩
等

で
も
用

い
て
お
り
、
門

下
生
に
張
堪

の
如
き
清
廉

な
官
吏
た
ら
ん

こ
と
を
期

待
し
た

の
に
違

い
あ

る
ま

い
。
律
令
制
度
に
依
る
国
家

支
配
が
地
方
政
治

の

レ
ベ
ル
で
行
詰
ま

り
を
見
せ

て
い
た
当
時
、
所
謂

「良
吏

」
と
言
わ
れ
る
者
達

の
経
験
智
が

中
央

で
施
策
と
し

て
取
込
ま
れ

て
い
く

一
方

、
律
令

国
家

体
制

に
対
峙
す

二
七



『
菅
家
文
草
』
を

め
ぐ

っ
て

る
地
方
豪
族
の
擡
頭
1

そ
れ
は
彼
ら
自
身
や
農
民
達
の
生
活
を
確
保
す

る
為
の
行
動
だ
っ
た
の
だ
が
ー

に
よ
り
、
律
令
国
家
の
維
持
の
困
難
さ

が
次
第
に
明
ら
か
に
な

っ
て
ゆ
く
。
そ

の
中
で
自

と
良
吏

も
変
容
を
余
儀

な
く
さ
れ

つ
つ
あ

っ
た
と

い
う
転
換
期
が
、
道
真

の
青
年
時
代
即
ち
貞
観

期
と

い
う
時
代

で
あ

っ
た

の
だ

っ
た
。
稿
者

は
猶
歴
史
把
握

に

つ
い
て
も

実
は
暗

い
。
た
だ
道
真
詩

の
中
に

『
三
代
実
録
』
等

の
同
時
代

の
歴
史
資

料
と
突
合
わ
せ
る
中
で
、
彼
の
詩
文
を
よ
り
精
密

に
検
討
分
析

し
て
ゆ
く

こ
と
も
重
要
な
課
題
と
な
り
う
る
の
で
は
、
と
今

は
臆
測
す

る
ば
か
り

で

あ
る
。

四

む
す
び
に

日
本
古
代

の
文
学
作

品
と
し
て

『
菅
家
文
草
』
『
菅
家
後
集
』
が
破
格

の

存
在

で
あ
る
こ
と
は
、
恐
ら

く
誰
し
も
否
定

で
き
な

い
の
で
は
あ
る
ま

い

か
。
菅
原
道

真
と
い
う
時
代

の
中

で
位

人
臣
を
極
め
た
個
人

の
生
涯
に
渡

る
精

神
生
活
、
文
学
的
営
為
が
綴
ら
れ

て
い
る
点

で
、
他

の
誰
に
、
ど

の

よ
う
な
作
品
に
こ
れ
に
匹
敵
す

る
も

の
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

目
本
と

い
う
恵

ま
れ
た

風
土

の
四
季

の
移
ろ

い
の
中

で
、
道
真
が
何
を

見
、
ど
の
よ
う
な
感
興
を
抱
き
詩

に
紡

い
で
い

っ
た

の
か
。
ま
た
そ
れ
が
、

後
世
の
文
学

の
表

現
世
界
と
ど

の
よ
う

に
関
わ
る

の
か
。
指
導
者
と
し

て

二
八

ま
た

い
か
に
門
人
達
や
友
人
達
に
暖
か
な
眼
差
し
と
訓
戒
を
惜
し
ま
な
か

っ

た
か
。
そ

の
個
人

の
苦
悩
を
詠

い
な
が
ら
も
、
時
世
に
鋭

い
視
線

を
向
け
、

そ

の

一
方

で
い
か
に
家
族
を
愛
し
た
か
。
そ

の
表
現
世
界
は
、
現
代

の
人
々

の
心
に
も
強

い
感
動
と
共
感
を
与
え

て
く
れ
る
に
違

い
な

い
こ
と
を
確
信

し

て
い
る
。
道
真

の
詩
文
集
は
、
勿

論
学
術
研
究
の
対
象

と
し
て
も
重

要

な

こ
と
は
言
う
ま

で
も
な

い
が
、
そ
う
で
な
く
て
も
日
々
掬
す

べ
き
、
楽

し
む

べ
き
佳
篇
を
多
く
有
し

て
い
る
。
そ
う
し
た

世
界
を
少

し
で
も
多
く

の
方

々
に
知

っ
て
戴
き
た

い
。
そ
し
て
、
そ
の
役
割

の

一
端
を
担

ぐ
の
は

や
は
り
日
本

の
古
典
文
学
研
究
に
携

わ
る
者

と
し
て
の
責
務

で
は
な

い
の

か
と
、
身

の
程
も
弁
え
ず
愚
考
す
る
次
第

で
あ

る
。

(1
)

注
「『菅
家
文
草
』
巻

一
注
釈
稿

(五
)」

(『白

百
合
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
第

三
十
二
号
、
平
成
八
年
十

二
月
)。
猶
、
青
冢
に

つ
い
て
は
赤
井
益
久
氏

「唐

詩
に
見
え
る

『青
冢
』
を
め
ぐ

っ
て
」

(『国
学
院
雑
誌
』
昭
和
六
十
年
十

一

月
)
も
あ

る
。
と
こ
ろ
で
本
詩

の
注

に

つ
い
て
は
川

口

・
佐
藤
両
氏

の
注
と

は
見
解

を
異
に
す

る
点
も
あ

る
。

「紋
竹
」
の
件
も
そ
う
だ
が
、
第
十
句
に

つ



い
て
は
、

「養
二青

田

一
〈永
嘉
郡
記
日
、
有
二
洙
沐
渓

一、
去

二青

田

一九

里
、
此

中
有

二
一
双
白
鶴

一、
年

々
生
・
子
、
長
大
便
去

、
只
惟
餘

父
母

一
双
在
耳
、
精

白

可
レ愛
、
多
云
神
仙
所
レ
養
〉」

(『初
学
記
』
巻
三
十

・
鶴
)

「青

田

〈永
嘉

記
。
青
田
有
二
双
白
鶴

一、
生
年
年
長
便
去
〉」

(『白
氏
六
帖
』
巻

二
十
九

・
鶴
)

な
ど
と
あ
る
故
事
を
ふ
ま
え
て
い
る
か
と
考
え
る
。
「聴
二其
悲
唳
声

一、
亦
如
レ

不
レ得

レ
已
、
青
田
八
九
月
、
遼
城

一
万
里
」
(
「和
四
微
之
聴
三妻
弾

二別
鶴
操

一

因
為
解

二釈
其
義

一依

レ韻
加

二
四
句

一」
『
白
氏

文
集

』
巻
五
十

一
)

「臨
レ
風

一

唳
思
二何

事

一、
悵

二望
青

田

一雲
水
遥
」

(
「池
鶴

二
首
」
其

一
、
同
上
巻
五
十

六
)
も
そ
の
故
事
を
ふ
ま
え
た

も
の
に
他
な
ら
な

い
。

(2
)

こ
の
殺
青

の
こ
と
は
道
真
は
他

で
も

「殺

レ青
書

己
倦
、
生
レ
白
室
相
宜
」

(「疎

竹
」
『菅
家
文
草
』
巻

二
)
と
用

い
て
い
る
。

「賦
得
詠
青
」
詩

で

「殺
青
」

の
用
字
を
採
ら
な
か

っ
た

の
は
当
該
詩
の
趣

旨
が
青
字

を
用
い
ず

に
そ
れ
を

イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
詩
句
を
展
開
す
る
必
要
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

「殺
竹
」

と
し

て
も
何
ら
意
味
上
不
都
合
な
こ
と
は
な

い
。

(3
)

「釈
奠

の
作
文
」

(『
一二
訂
版
平
安
朝
目
本
漢
文
学
史

の
研
究
』

上
巻
第

五
章

第

四
節
、
昭
和
五
十
年
、
明
治
書
院
)
参
照
。

(4
)
波
戸
岡
旭
氏
は
近
稿
「菅
原
道
真
の
釈
奠
詩
ー

文
章
生
時
代
を
中
心
に
ー

」

(『
儀
礼
文
化
』
第

二
十

八
号
、
平
成
十

三
年

三
月
)
で
貞
観
五
年

八
月
の
作

と
さ
れ

る

(本
稿
校

正
中

で
、
書
入
れ
と
な

っ
た

こ
と
を
お
侘
び
す
る
)。

(5
)
猶
詳

し
く

は
拙
稿

「『
類
題
古
詩

』
箚

記
」
(同
志
社
女
子
大
学

『
日
本
語
日

本

文
学
』

七
号
、

一
九
九

五
年

一
〇
月
)

で
や
や
詳
し
く
記
し
た

の
で
併
読

を
乞
う

。

(6
)
稿
者
案
ず
る
に
、
「論
語
を
円
珠
経
と

い

へ
る
は
五
山

の
僧
の
云
ひ
習
は
し
た

る
に
や

と
思
ひ
し
に
、
曽
我
物

語
に
も
見
え
た
れ
ば
、
博
士

の
家

の
詞
な
る

べ
し
」

(荻
生
徂
徠

『
南
留
別
志
』)
な
ど
と
見
え
る

こ
と
を
念
頭
に
置

い
て

お
ら
れ
る
の
だ
ろ
う

。

(7
)

こ
の
張
堪
伝
を
記
す

一
方

で
、
稿
者

は
例
え
ば

以
下
の
如
き
卒
伝
を
イ

メ
ー

ジ
と
し

て
重
ね
ず
に
は
お
れ
な

い
。
「従

四
位
下
行
信
濃
守
橘
朝
臣
良
基

卒
。

…
…
幼

而
篤
学
。

早
有
二
風
概

皿。
明
練
二治
体

}。
清
正
立
レ
己
。
…
…
良
基
治

大
帰
二
放
紀

今
守
之
体

一。
勧

二
督
農

耕

一。
軽

二其

租
課

一。

民
下
楽
レ
業
。
家

有
二
贏
儲

一。
輸

二
貢
調
庸

一。
増
二
益
戸

口
一。
為
二
当
時
之
最

一。
時

人
以
二循

良

一相
許
。

…
…
良
基
雅
素
清
貧
。
家

無
二
寸
儲

一。

…
…
経
二
歴
五
国
受
領
之

吏

一。
毎

レ秩
罷
帰
。
不
レ載
二
資
糧

一。
教
二
子
孫

一以
レ
潔
レ身
。
有
二
子
男
十

一

人

一。
第
六
子
在
公
。
嘗
問
二治
国
之
道

一。
良
基
答
日
。
雖
レ
有
二
百
術

一。
不
レ

如
二
一
清

一。
其
率
性
清
白
如

レ此
矣
」

(『
一二
代
実
録
』仁
和

三
年
六
月
八
日
)
。

(8
)
佐
藤
宗
諄
氏

『
平
安
前
期
政
治
史
序
説
』
第

四
～

六
章

(東
京
大
学
出
版
会
、

昭
和

五
十

二
年
)
参
照
。
猶
、
道
真

が
後
年

「貞
観
末
年

元
慶
始

、
政
無

二慈

愛

一法
多

レ偏
、
雖
レ
有
二
早
災

一不
二
言
上

一、
雖

レ有

二疫

死

一不
二
哀
憐

匚

(跏

「路
遇

二自
頭
翁

二
)
な
ど
と
詠
ん
で
い
る
の
も
喚
起
さ
れ

る
。

『菅
家

文
草

』
を
め
ぐ

っ
て

二
九


