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『
還
魂
記
」
に
お
け
る
梅
花
の
形
象

根

ケ
山

徹

　
明
代
万
暦
期
屈
指
の
劇
作
家
と
し
て
後
代
に
至
る
ま
で
広
く
江
湖
に
そ
の
戯
曲
が
喧
伝
さ
れ
た
湯
顕
祖
（
一
五
五
〇
～
一
六
一
六
）
の
作

品
は
、
決
し
て
彼
の
人
生
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
戯
曲
は
元
来
、
劇
場
で
上
演
さ
れ
る
べ
き
は
ず
の
も
の
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

周
知
の
ご
と
く
南
戯
の
場
合
は
読
む
た
め
の
文
学
と
し
て
も
行
わ
れ
た
。
湯
顕
祖
の
作
品
も
決
し
て
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
案
頭
の
書
と

し
て
読
ん
だ
と
き
、
作
品
中
に
は
彼
自
身
の
心
情
を
影
写
し
た
叙
述
を
し
ば
し
ば
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
本
稿
で
取
り
上
げ
る
『
還
魂
記
」
は
、
万
暦
二
十
六
年
（
一
五
九
八
）
、
彼
が
徐
聞
流
調
、
遂
昌
量
移
を
経
、
棄
官
し
て
故
郷
の
臨
川
に
閑

居
し
た
年
の
秋
に
一
応
の
完
成
を
見
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
嶺
南
流
請
は
彼
自
身
に
直
裁
の
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
万
暦
帝
に
雇
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ま
な
か

す
る
倭
臣
達
の
陰
謀
に
拠
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
不
当
な
処
断
に
対
す
る
憤
り
、
そ
し
て
苦
悩
は
生
半
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で

　
　

あ
る
。
た
め
に
作
品
中
に
流
諦
に
至
る
経
緯
、
徐
聞
、
遂
昌
で
の
経
験
が
直
接
間
接
に
織
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

作
者
湯
顕
祖
の
こ
う
し
た
境
遇
に
鑑
み
て
、
嶺
南
行
が
彼
に
齎
し
た
苦
悩
が
『
還
魂
記
』
中
に
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ど
の
よ
う
な
形
で
現
わ
れ
て
い
る
か
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
の
が
本
稿
の
ね
ら
い
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
『
還
魂
記
』
研
究
は
、
主
に
こ

の

劇
の
情
節
の
展
開
に
焦
点
を
あ
わ
せ
、
柳
夢
梅
と
杜
麗
娘
と
の
生
死
を
超
越
し
た
情
の
完
遂
を
論
ず
る
も
の
が
そ
の
概
ね
で
あ
り
、
作

一
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④

者
の
人
生
と
作
品
と
の
関
わ
り
を
対
象
と
す
る
も
の
は
殆
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
『
還
魂
記
」
に
は
情
の
結
実
を
賛
美
す
る

一
面
も
有
す
る
が
、
そ
の
一
方
で
作
品
中
の
花
木
、
と
り
わ
け
梅
花
に
は
、
藍
本
に
は
見
ら
れ
な
い
新
た
な
形
象
が
附
与
さ
れ
て
お
り
、

そ
こ
に
は
湯
顕
祖
の
何
ら
か
の
意
識
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
『
還
魂
記
」
は
話
本
「
杜
麗
娘
記
」
を
藍
本
と
し
て
用
い
て
い
る
。
劇
情
は
話
本
の
叙
述
を
襲
用
し
て
生
死
を
超
越
し
た
男
女
の
情
愛
を

描
き
出
し
て
い
る
も
の
の
、
も
と
よ
り
湯
顕
祖
が
新
た
に
創
作
し
た
箇
所
も
少
な
か
ら
ず
散
見
す
る
。
こ
の
新
た
に
筆
の
加
え
ら
れ
て
い

る
部
分
に
こ
そ
湯
顕
祖
の
心
情
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
湯
顕
祖
が
『
還
魂
記
』
の
主
人
公
柳
夢
梅
を
自
ら
の
分
身
、
理
想
像
の
ご
と
く
形
象
化
し
、
柳
夢
梅
の
形
象
が
話
本
と
は
完
全
に
異
な
っ

　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

て
い

た
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
仮
飾
の
な
い
真
情
の
発
露
を
、
柳
夢
梅
に
よ
る
杜
麗
娘
蘇
生
と
い
う
劇
情
に
託
し
て
い
る
こ
と
は
、
別
稿
に

お
い
て
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
柳
夢
梅
像
を
話
本
の
そ
れ
と
再
度
比
較
検
討
し
て
み
る
と
、
『
還
魂
記
』
に
の
み
特
徴
的
な

事
柄
を
更
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
ず
「
杜
麗
娘
記
」
の
柳
夢
梅
像
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
且
説
新
府
サ
、
姓
柳
、
名
思
恩
、
乃
四
川
成
都
府
人
、
年
四
十
、
夫
人
何
氏
、
年
三
十
六
歳
。
夫
妻
恩
愛
、
止
生
一
子
、
年
一
十
八

　
　
歳
、
喚
倣
柳
夢
梅
。
因
母
夢
見
食
梅
而
有
孕
、
故
此
爲
名
。

　
　
と
こ
ろ
で
新
（
南
雄
）
府
サ
は
、
姓
を
柳
、
名
を
思
恩
と
言
い
、
四
川
成
都
府
の
人
で
、
年
は
四
十
歳
。
夫
人
の
何
氏
は
三
十
六
歳
。

　
　
夫
婦
の
恩
愛
は
厚
く
、
た
だ
一
子
だ
け
を
儲
け
た
の
が
十
八
歳
に
な
り
、
柳
夢
梅
と
言
っ
た
。
母
親
が
梅
を
食
べ
る
の
を
夢
に
見
て

　
　
身
籠
っ
た
の
で
、
こ
う
名
附
け
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
部
分
は
『
還
魂
記
』
で
は
次
の
よ
う
に
増
改
さ
れ
て
い
る
。

　
　
（
生
）
小
生
姓
柳
、
名
夢
梅
、
表
字
春
卿
。
原
係
唐
朝
柳
州
司
馬
柳
宗
元
之
後
、
留
家
嶺
南
。
父
親
朝
散
之
職
、
母
親
縣
君
之
封
。
［
歎

　
　
介
］
所
恨
俺
自
小
孤
軍
、
生
事
微
瀞
。
喜
的
是
今
日
成
人
長
大
、
二
十
過
頭
、
志
慧
聰
明
、
三
場
得
手
。
只
恨
未
遭
時
勢
、
不
免
飢

　
　
寒
。
…
…
毎
日
情
思
昏
昏
、
忽
然
半
月
之
前
、
倣
下
一
夢
。
夢
到
一
園
、
梅
花
樹
下
、
立
著
箇
美
人
、
不
長
不
短
、
如
迭
如
迎
。
説

　
　
道
「
柳
生
、
柳
生
、
遇
俺
方
有
姻
縁
之
分
、
爽
跡
之
期
。
」
因
此
改
名
夢
梅
、
春
卿
爲
字
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
二
駒
「
言
懐
」
）

　
　
（
柳
夢
梅
）
わ
た
し
は
姓
を
柳
、
名
を
夢
梅
、
字
を
春
卿
と
言
い
、
唐
の
柳
州
司
馬
柳
宗
元
の
後
喬
で
、
嶺
南
に
住
み
つ
い
て
い
ま
す
。

　
　
父
は
朝
散
大
夫
の
職
を
授
か
り
、
母
は
縣
君
に
封
ぜ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
［
歎
く
こ
な
し
（
思
い
入
れ
）
］
恨
む
ら
く
は
、
わ
た
し
は
幼

　
　
少
よ
り
一
人
き
り
で
、
や
っ
と
の
こ
と
で
暮
ら
し
を
立
て
て
参
り
ま
し
た
。
喜
ば
し
い
こ
と
に
、
今
日
、
成
人
す
る
こ
と
が
で
き
、

　
　
年
も
二
十
歳
を
過
ぎ
、
聰
明
な
る
が
故
に
郷
試
に
も
合
格
で
き
ま
し
た
。
い
か
ん
せ
ん
時
蓮
に
め
ぐ
り
あ
わ
ず
、
飢
え
と
寒
さ
か
ら

　
　
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
…
…
毎
日
も
の
思
い
に
耽
っ
て
お
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
半
月
ほ
ど
前
に
、
ふ
と
夢
を
見
ま
し
た
。
夢

　
　
の
中
で
花
園
に
行
き
ま
す
と
、
梅
の
樹
の
下
に
美
人
が
立
っ
て
お
り
、
高
か
ら
ず
低
か
ら
ぬ
背
丈
、
送
る
が
ご
と
く
迎
え
る
が
ご
と

　
　
き
素
振
り
で
し
た
。
そ
の
美
女
は
「
柳
さ
ま
、
柳
さ
ま
、
わ
た
し
に
お
遇
い
に
な
り
ま
し
た
か
ら
に
は
、
婚
姻
の
宿
縁
、
ご
榮
達
の

　
　
と
き
が
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
」
と
言
い
ま
し
た
。
か
く
て
名
を
夢
梅
と
改
め
、
春
卿
を
字
と
し
た
の
で
す
。

柳
夢
梅
に
関
す
る
形
質
の
差
異
が
、
出
自
、
境
遇
、
命
名
の
由
来
の
三
点
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
前
稿

に

お
い
て
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
柳
夢
梅
命
名
の
由
来
を
手
懸
か
り
に
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
話
本
の
場
合
は
、
母
親
が
梅
の
実
を
食
べ
る
夢
を
見
て
妊
娠
し
た
た
あ
「
夢
梅
」
と
名
附
け
た
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
『
還
魂
記
』

で

は
、
梅
花
樹
の
下
で
美
女
に
後
日
の
婚
姻
、
栄
達
の
宿
縁
を
暗
示
さ
れ
る
夢
を
見
て
改
名
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
命
名
の
由
来

は
両
者
共
に
「
梅
」
を
契
機
と
し
た
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
湯
顕
祖
は
作
品
中
の
柳
夢
梅
を
「
柳
が
梅
を
夢
み
る
」
と

い

う
名
前
の
実
質
に
即
し
た
も
の
に
改
め
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
は
作
者
の
経
験
に
基
づ
い
た
改
変
な
の
で
あ
る
。
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先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
万
暦
十
九
年
（
一
五
九
一
）
九
月
、
湯
顕
祖
は
請
地
徐
聞
に
赴
く
べ
く
故
郷
の
臨
川
を
旅
立
っ
た
。
同
月
下
旬
か

ら
翌
十
月
初
旬
、
梅
嶺
を
越
え
て
広
東
に
足
を
踏
み
入
れ
、
広
州
か
ら
は
舟
に
乗
っ
て
、
十
一
月
に
な
っ
て
よ
う
や
く
講
地
に
到
着
し
た
。

湯
顕
祖
は
こ
の
嶺
南
流
講
の
旅
途
、
十
月
下
旬
か
ら
十
一
月
上
旬
に
か
け
て
羅
浮
山
を
経
由
し
て
い
る
。
周
知
の
ご
と
く
、
羅
浮
山
は
趙

師
雄
が
梅
花
樹
下
で
美
女
と
酪
飲
し
た
夢
を
見
、
醒
め
る
と
美
女
は
梅
花
樹
の
化
身
で
あ
っ
た
と
い
う
「
趙
師
雄
酔
憩
梅
花
下
」
故
事

　
　
　
　
　
　
　

（『
龍
城
記
』
巻
上
、
所
収
）
で
知
ら
れ
て
い
る
。
湯
顕
祖
も
羅
浮
山
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
次
の
ご
と
き
詩
を
残
し
て
い
る
。

　
　
　
羅
浮
山
簾
泉
避
雨
蜘
蝶
洞
、
遅
南
海
崔
子
玉
不
至
（
『
玉
茗
堂
全
集
』
・
詩
・
士
二
）

洞
中
隠
風
雨

夢
蝶
愁
飛
翠

美
人
潔
不
來

暗
與
梅
花
語

　
『
遊
羅
浮
山
賦
』
序
（
同
・
賦
・
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
か

　
　
辛
卯
の
冬
十
月
、
始
め
て
出
で
て
徐
聞
に
尉
た
る
を
以
て
、
令
サ
の
崔
子
玉
を
南
海
よ
り
速
き
、
文
學
の
葎
從
先
を
東
莞
よ
り
遅
へ
、

　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ

　
　
川
壇
を
泄
で
、
原
隈
を
履
み
、
朱
明
曜
眞
の
館
に
宿
り
、
晴
罪
を
候
つ
。
蓋
し
晦
夕
な
れ
ば
な
り
。
詰
朝
の
朔
、
微
雨
あ
る
も
、
梅

　
　
塊
を
襲
い
、
石
門
を
経
、
泉
を
葉
大
夫
春
及
の
廊
阿
に
聴
く
。
明
日
、
大
簾
泉
を
観
、
雨
を
避
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
湯
顕
祖
は
羅
浮
山
に
て
崔
子
玉
と
謹
縄
祖
を
招
い
た
け
れ
ど
も
、
前
掲
の
詩
題
に
言
う
よ
う
に
崔
子
玉
は
結
局
訪
れ
て
来
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
か
く
て
大
簾
泉
の
醐
蝶
洞
に
ひ
と
り
雨
を
避
け
、
も
の
言
わ
ぬ
梅
花
に
語
り
か
け
、
趙
師
雄
に
想
い
を
馳
せ
つ
つ
流
調
の
途

に

あ
る
我
が
身
を
慰
め
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
上
述
の
柳
夢
梅
像
の
設
定
の
モ
チ
ー
フ
は
、
恐
ら
く
こ
の
羅
浮
山
で
の
経
験
を
基

盤
に

据
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
『
還
魂
記
」
の
劇
情
は
柳
夢
梅
と
杜
麗
娘
と
の
夢
の
符
合
を
契
機
と
し
て
急
速
に
進
展
す
る
が
、
第
十
二
餉

「
尋
夢
」
で
杜
麗
娘
が
唱
う
「
二
犯
玄
令
」
に
お
い
て
も
、
後
花
園
で
見
た
夢
を
趙
師
雄
の
故
事
に
重
ね
て
「
羅
浮
夢
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　
　
　
　
　
　
の
が

洞
中
に
風
雨
を
隠
る

夢
蝶
　
飛
學
を
愁
ふ

　
　
う
る
ほ

美
人
　
灘
ひ
て
來
ら
ず

ひ
そ暗

か
に
梅
花
と
語
ら
ん

　
　
　
　
　

に

は
、
こ
の
詩
を
詠
ん
だ
当
時
の
情
況
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ね
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愛
殺
這
書
陰
便
、
再
得
到
羅
浮
夢
邊
。

　
　

こ
の
書
閲
の
樹
陰
こ
そ
い
と
慕
わ
し
、
願
は
く
ば
再
び
羅
浮
の
夢
境
に
到
ら
ん
こ
と
を
。

　

こ
の
よ
う
に
流
請
の
旅
途
の
経
験
を
踏
ま
え
な
が
ら
『
還
魂
記
』
中
に
織
り
込
ま
れ
た
梅
花
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
後
の
劇
情
の
展
開
に
密

接
に
関
連
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
湯
顕
祖
の
特
別
な
感
懐
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
一
方
、
藍
本
の
「
杜
麗
娘
記
」
の

場
合
は
、
杜
麗
娘
が
夢
に
見
た
書
生
（
柳
夢
梅
）
に
恋
い
焦
が
れ
て
命
を
落
と
し
、
亡
魂
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
彼
女
と
書
生
と
が
交
歓
し
て

や

が

て
蘇
生
す
る
と
い
う
内
容
に
主
眼
を
置
い
た
、
い
わ
ゆ
る
冥
婚
謂
で
あ
る
た
め
、
あ
く
ま
で
も
杜
麗
娘
が
叙
述
の
中
心
で
あ
り
、
柳

夢
梅
の
命
名
の
由
来
は
必
ず
し
も
話
柄
の
展
開
に
関
わ
り
が
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
『
還
魂
記
』
に
お
け
る
梅
花
に
は
、
単
に
劇

情
の
展
開
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
作
者
湯
顕
祖
の
何
ら
か
の
心
情
が
寄
託
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

三

　
『
還
魂
記
」
に
お
い
て
は
、
柳
枝
を
手
に
し
た
柳
夢
梅
が
杜
麗
娘
と
契
り
を
結
ん
だ
こ
と
か
ら
、
柳
枝
に
も
特
別
な
意
味
が
附
与
さ
れ
て

い

る
が
、
梅
花
に
つ
い
て
は
柳
枝
以
上
に
象
徴
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
備
え
て
い
る
。
も
と
よ
り
「
梅
」
字
は
「
媒
」
字
と
通
じ
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

当
然
、
作
品
中
の
柳
夢
梅
と
杜
麗
娘
と
の
仲
媒
を
象
徴
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
梅
花
は
、
単
に
柳
夢
梅
の
名
前
に
詠
み
込
ま
れ
、
ま

た
杜
麗
娘
が
慕
っ
た
花
と
し
て
描
か
れ
て
、
柳
夢
梅
と
杜
麗
娘
の
接
点
の
ご
と
く
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
時
に
は
柳
夢
梅

自
身
を
も
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
作
品
中
の
梅
花
が
、
ど
の
よ
う
な
場
面
で
、
ど
の
よ
う
な
形
で
現
わ
れ
て
い
る
の

か
、
そ
し
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
を
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
第
二
餉
「
言
懐
」
は
、
柳
夢
梅
が
夢
の
中
で
美
女
に
将
来
を
約
束
さ
れ
た
も
の
の
、
現
実
に
は
嶺
南
で
の
落
醜
し
た
生
活
を
余
儀
な
く

さ
れ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
未
だ
独
り
身
で
栄
達
も
果
し
得
ぬ
辛
い
心
情
を
、
「
柳
」
「
梅
」
と
い
う
自
分
の
姓
名
を
嵌
あ
込
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ん
だ

詞
に
託
し
、
苦
境
か
ら
の
脱
却
を
夢
想
し
て
い
る
。

　
　
【
九
　
腸
】
［
解
三
醒
］
（
生
）
…
…
還
則
伯
嬬
蛾
妬
色
花
頽
氣
、
等
的
俺
梅
子
酸
心
柳
織
眉
、
渾
如
酔
。
［
三
學
士
］
…
…
有
一
日
春
光

　
　
暗
度
黄
金
柳
、
雪
意
衝
開
了
白
玉
梅
。

　
　
（
柳
夢
梅
）
［
解
三
醒
］
…
…
な
ほ
恐
る
る
は
、
嬬
蛾
の
妬
み
に
花
萎
れ
、
我
れ
を
待
ち
て
梅
實
は
心
を
痛
あ
て
柳
眉
に
雛
寄
す
る
を
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
ろ

　
　
す
べ
て
は
醇
へ
る
が
ご
と
し
。
［
三
學
士
］
…
…
い
つ
の
日
か
春
の
光
暗
か
に
黄
金
の
柳
に
降
り
注
が
ば
、
雪
の
意
に
わ
か
に
白
玉
の

　
　
梅
を
開
か
し
む
。

　
一
方
、
杜
麗
娘
は
後
花
園
に
て
柳
の
枝
を
手
に
し
た
書
生
と
契
り
を
交
わ
す
夢
を
見
る
（
第
十
駒
「
驚
夢
」
）
。
後
日
、
夢
中
の
歓
会
を
追

懐
し
て
後
花
園
に
遊
ん
だ
際
に
累
々
と
実
を
つ
け
た
梅
樹
に
目
を
奪
わ
れ
、
死
後
は
梅
樹
の
根
元
に
葬
ら
れ
て
、
書
生
と
再
会
で
き
る
日

を
待
ち
た
い
と
願
う
。
第
十
二
繭
「
尋
夢
」
で
あ
る
。

　
　
【
江
見
水
】
（
旦
）
偶
然
聞
心
似
縫
、
梅
樹
邊
。
這
般
花
花
草
草
由
人
懸
、
生
生
死
死
随
人
願
、
便
酸
酸
楚
楚
無
人
怨
。
待
打
併
香
魂
一

　
　
片
、
陰
雨
梅
天
、
守
的
箇
梅
根
相
見
。

　
　
（
杜
麗
娘
）
思
い
が
け
ず
も
心
惹
か
れ
し
梅
の
樹
の
も
と
。
花
や
草
は
人
の
懸
ふ
る
ま
ま
、
生
死
も
人
の
願
い
の
ま
ま
な
ら
ば
、
銀
難

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
み

　
　
辛
苦
を
嘗
む
る
と
も
人
の
怨
む
無
し
。
我
が
魂
を
一
つ
に
あ
わ
せ
、
梅
雨
空
の
下
、
梅
の
根
方
を
離
れ
ず
相
ひ
見
ゑ
た
し
。

　
か
く
し
て
杜
麗
娘
は
、
夢
の
中
で
の
情
交
が
原
因
と
な
っ
て
恋
い
患
い
に
罹
り
（
第
十
八
駒
「
診
崇
」
）
、
自
ら
の
春
容
を
描
き
残
し
て
病

死
し
、
遺
言
の
と
お
り
梅
花
樹
の
下
に
埋
葬
さ
れ
る
（
第
二
十
駒
「
岡
膓
」
）
。

　
柳
夢
梅
が
柳
枝
を
手
折
っ
て
杜
麗
娘
と
の
歓
会
に
臨
ん
だ
こ
と
、
杜
麗
娘
が
柳
夢
梅
と
の
歓
会
を
回
想
し
て
後
花
園
の
梅
樹
に
心
を
奪

わ
れ
る
、
と
い
う
以
上
の
設
定
は
基
本
的
に
は
話
本
と
同
様
で
あ
る
。
更
に
柳
が
柳
夢
梅
を
指
し
、
梅
が
杜
麗
娘
の
慕
っ
た
花
卉
と
し
て

取
り
扱
わ
れ
て
い
る
点
も
、
双
方
に
さ
ま
で
隔
た
り
は
な
い
け
れ
ど
も
、
梅
花
（
梅
樹
）
が
杜
麗
娘
の
み
な
ら
ず
柳
夢
梅
と
も
密
接
な
関
係

を
有
す
る
の
は
、
や
は
り
『
還
魂
記
』
に
特
徴
的
な
事
柄
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
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さ
て
柳
夢
梅
は
、
広
東
で
の
零
落
し
た
生
活
か
ら
脱
け
出
し
、
科
挙
の
試
験
を
受
け
る
た
め
に
梅
嶺
を
越
え
、
南
安
府
に
足
を
踏
み
入

れ
る
。
第
二
十
二
緬
「
旅
寄
」
の
一
場
面
で
あ
る
。
話
本
で
の
柳
夢
梅
は
、
先
に
掲
げ
た
よ
う
に
杜
麗
娘
の
父
親
杜
宝
の
後
任
と
し
て
南

雄
府
サ
に

着
任
し
た
父
柳
思
恩
に
附
き
随
っ
て
南
雄
に
来
た
と
設
定
さ
れ
て
お
り
、
「
還
魂
記
」
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。

　
　
（
生
）
『
香
山
懊
裏
打
包
來
、
三
水
船
見
到
岸
開
。
要
寄
郷
心
値
寒
歳
、
嶺
南
南
上
半
枝
梅
。
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

　
　
（
柳
夢
梅
）
香
山
懊
よ
り
包
み
を
負
ふ
て
來
た
り
、
三
水
の
船
岸
に
到
り
て
開
く
。
郷
心
を
寄
せ
ん
と
要
す
る
も
寒
歳
に
値
ふ
、
嶺

　
　
南
よ
り
南
上
す
半
枝
の
梅
。

　
こ
こ
に
言
う
「
半
枝
の
梅
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
柳
夢
梅
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
広
東
か
ら
北
上
し
て
南
安
に
足
を

踏
み
入
れ
た
自
ら
を
、
南
枝
の
梅
に
擬
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
掲
げ
る
第
二
十
三
駒
「
冥
判
」
の
幽
冥
界
で
の
杜
麗
娘
審
判
の
場
面
に
お
い
て
は
、
彼
女
が
「
柳
」
と
「
梅
」
に
心
を
奪
わ
れ
て

い

る
こ
と
を
言
う
。

　
　
【
玄
篇
】
（
浮
）
他
陽
腺
還
長
在
、
陰
司
敷
未
該
。
禁
煙
花
一
種
春
無
頼
、
近
柳
梅
一
庭
情
無
外
。

　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ゆ
み
よ
う

　
　
（
判
官
）
彼
女
の
陽
禄
な
ほ
長
く
、
陰
司
の
敷
い
ま
だ
當
ら
ず
。
煙
火
を
鎭
あ
ん
と
す
る
も
春
は
寄
る
邊
無
く
、
柳
と
梅
に
近
づ
き
て

　
　
心
の

ほ
か
に
懸
か
る
な
し
。

　
第
二
十
六
飽
「
玩
眞
」
は
、
梅
花
蕎
観
で
静
養
し
て
い
る
柳
夢
梅
が
後
花
園
で
杜
麗
娘
の
描
き
残
し
た
絵
姿
を
見
附
け
、
そ
こ
に
題
さ

れ

て
い

る
詩
を
見
て
そ
れ
に
次
韻
す
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
柳
夢
梅
の
詩
に
は
、
杜
麗
娘
の
題
詩
に
呼
応
し
て
「
柳
」
と
「
梅
」
と
の
相

関
性
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。

　
　
　
【
暗
鴬
序
】
（
生
）
［
唱
］
他
青
梅
在
手
詩
細
峨
、
逗
春
心
一
嵩
蹉
詑
。
小
生
待
書
餅
充
餓
、
小
姐
似
望
梅
止
渇
。
…
…

　
　
［
白
］
…
…
慕
地
相
逢
、
不
免
歩
韻
一
首
。
（
題
介
）
『
丹
青
妙
庭
卸
天
然
、
不
是
天
仙
即
地
仙
。
欲
傍
蜷
宮
人
近
遠
、
恰
些
春
在
柳
梅

　
　海
。
』
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ほ
の

　
　
（
柳
夢
梅
）
［
唱
］
彼
の
人
は
青
梅
を
手
に
微
か
に
詩
を
口
ず
さ
み
、
し
ば
し
春
心
を
掻
き
齪
さ
る
る
も
我
が
想
ひ
果
せ
じ
。
我
は
書

　
　
け
る
餅
も
て
餓
え
を
満
た
さ
ん
と
し
、
お
嬢
様
は
梅
を
眺
め
て
渇
き
を
癒
さ
ん
と
す
。
…
…

　
［
白
］
…
…
不
意
に
お
會
い
し
た
と
あ
ら
ば
、
次
韻
の
一
首
も
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
［
詩
を
書
き
つ
け
る
こ
な
し
］
『
丹
青
の
妙
庭

　
卸
っ
て
天
然
、
是
れ
天
仙
な
ら
ず
ん
ば
即
ち
地
仙
。
蜷
宮
に
傍
は
ん
と
欲
す
人
近
遠
、
恰
も
春
は
柳
梅
の
邊
に
在
り
。
」

因
に
こ
の
部
分
、
話
本
で
は
「
柳
」
「
梅
」
の
相
関
性
を
示
唆
す
る
も
の
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

　
亦
題
一
絶
以
和
其
韻
、
詩
日
『
貌
若
嬬
蛾
出
自
然
、
不
是
天
仙
是
地
仙
。
若
得
降
臨
同
一
宿
、
海
誓
山
盟
在
枕
邊
。
』
詩
罷
、
歎
賞
久

　
之
。
却
好
天
晩
、
這
柳
衙
内
因
想
書
上
女
子
、
心
中
不
樂
。
正
是
不
見
此
情
情
不
動
、
自
思
何
時
得
此
女
會
合
。
恰
似
望
梅
止
渇
、

　
書
餅
充
餓
。

　
（
柳
夢
梅
も
）
ま
た
絶
句
を
題
し
て
次
韻
し
、
そ
の
詩
は
『
貌
は
嬬
蛾
の
若
く
自
然
に
出
づ
、
是
れ
天
仙
に
あ
ら
ん
ず
ん
ば
是
れ
地
仙
。

　
若
し
降
臨
し
て
一
宿
を
同
に
す
る
を
得
ば
、
海
誓
山
盟
　
枕
邊
に
在
ら
ん
。
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
題
し
終
わ
る
と
、
し
ば
ら
く

　
の
あ
い
だ
歎
賞
し
た
。
折
し
も
日
が
暮
れ
、
こ
の
柳
衙
内
は
董
上
の
女
性
の
こ
と
を
想
い
詰
め
た
が
た
め
、
心
中
欝
欝
と
し
て
樂
し

　
ま
な
か
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
「
美
人
に
會
っ
た
ば
か
り
に
心
が
動
い
た
」
と
い
う
も
の
、
い
つ
に
な
っ
た
ら
こ
の
女
性
と
會
う
こ
と
が

　
で
き
る
の
か
想
い
　
ら
せ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
ま
る
で
梅
を
な
が
め
て
渇
き
を
癒
し
、
給
に
畜
い
た
餅
で
餓
え
を
満
た
す
よ
う
な
も

　
の
。

ま
た
同
駒
の
上
掲
の
箇
所
に
続
く
場
面
で
も
、
柳
夢
梅
は
「
梅
」
と
「
柳
」
と
の
相
関
性
を
看
取
す
る
。

　
【
尾
聲
】
（
生
）
拾
的
箇
人
見
先
慶
賀
、
敢
柳
和
梅
有
些
瓜
葛
。
小
姐
小
姐
、
則
被
称
有
影
無
形
看
殺
我
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
に
し

　
（
柳
夢
梅
）
美
女
の
書
像
を
拾
い
得
て
先
づ
は
慶
ば
ん
、
恐
ら
く
は
柳
と
梅
と
に
縁
あ
り
。
お
嬢
様
、
お
嬢
様
、
影
あ
り
て
形
な
き
君

　
に
見
詰
あ
ら
る
。

第
三
十
九
爾
「
如
杭
」
は
、
杜
麗
娘
を
蘇
生
さ
せ
た
柳
夢
梅
が
、
杭
州
へ
応
試
に
赴
く
場
面
で
あ
る
。

一
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【
前
腔
（
小
措
大
）
】
（
生
）
十
年
歯
下
、
遇
梅
花
凍
九
纏
開
。

　
　
（
柳
夢
梅
）
十
年
の
讃
書
の
日
々
、
凍
て
つ
け
る
長
き
冬
を
経
て
、
梅
の
花
よ
う
や
く
綻
ぶ
。

　
こ
の
唱
は
柳
夢
梅
が
自
ら
を
「
梅
花
」
に
比
擬
し
、
彼
女
に
会
っ
て
後
、
「
凍
九
」
（
凍
て
つ
け
る
冬
）
、
す
な
わ
ち
落
醜
し
た
生
活
か
ら
、

「
綾
開
」
（
開
花
）
、
よ
う
や
く
脱
け
出
せ
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
唱
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
四
十
四
駒
「
急
難
」
の
次
の
唱
は
、
杜
麗
娘
が
「
柳
枝
」
に
心
を
絆
さ
れ
て
後
花
園
の
「
梅
花
樹
」
を
愛
し
、
樹
下
に
葬
ら
れ
た
こ

と
を
回
想
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
【
榴
花
泣
】
（
旦
）
白
雲
親
舎
、
俺
孤
影
奮
梅
梢
。
道
香
魂
急
寂
蓼
、
忽
知
魂
向
祢
柳
枝
梢
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ず
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
か

　
　
（
杜
麗
娘
）
父
母
は
白
雲
た
な
び
く
邊
り
に
、
我
れ
は
寂
し
く
古
梅
の
梢
に
あ
り
。
香
魂
は
か
く
も
寂
蓼
な
る
か
、
忽
で
知
ら
ん
、
君

　
　
が
柳
枝
に
驚
き
て
我
が
魂
の
ぬ
け
し
を
。

　
第
四
十
八
駒
「
遇
母
」
で
は
、
杜
麗
娘
が
母
親
、
そ
し
て
侍
女
の
春
香
に
再
会
し
、
自
分
が
蘇
生
す
る
こ
と
の
で
き
た
理
由
を
説
明
す

る
。
こ
こ
で
は
春
香
が
曾
て
の
杜
麗
娘
の
夢
の
こ
と
を
思
い
出
し
、
「
梅
」
と
「
柳
」
と
の
相
関
性
を
改
あ
て
感
じ
取
る
。

　
　
（
老
旦
）
書
生
何
方
人
氏
。
（
旦
）
是
嶺
南
柳
夢
梅
。
（
貼
）
怪
哉
、
當
眞
有
箇
柳
和
梅
。

　
　
（
藪
氏
）
そ
の
書
生
は
ど
ち
ら
の
何
と
言
う
お
方
な
の
。
（
杜
麗
娘
）
嶺
南
の
柳
夢
梅
と
お
っ
し
ゃ
る
方
で
す
。
（
春
香
）
あ
ら
不
思
議
、

　
　
本
當
に
柳
と
梅
が
ご
ざ
い
ま
し
た
の
ね
。

　
杜
麗
娘
は
第
五
十
四
餉
「
聞
喜
」
に
お
い
て
も
、
柳
夢
梅
が
手
に
し
た
「
柳
葉
」
に
心
を
奪
わ
れ
、
「
梅
根
」
に
埋
葬
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ

た
往
日
を
回
顧
し
て
い
る
。

　
　
【
滴
溜
子
】
（
旦
舞
介
）
當
日
的
、
當
日
的
梅
根
柳
葉
、
無
明
路
、
無
明
路
曾
把
遊
魂
再
畳
。

　
　
（
杜
麗
娘
）
［
葬
禮
す
る
こ
な
し
］
彼
の
日
の
、
彼
の
日
の
、
梅
の
根
に
柳
の
葉
、
明
か
り
な
き
路
、
明
か
り
な
き
路
に
、
寄
る
邊
無
き

　
　
魂
を
ば
再
び
重
ね
し
。
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さ
て
、
柳
夢
梅
が
杜
麗
娘
の
墓
を
盗
掘
し
た
と
疑
う
杜
宝
と
柳
夢
梅
と
が
皇
帝
の
前
で
対
質
す
る
第
五
十
五
駒
「
圓
駕
」
の
次
の
詩
で

は
、
柳
夢
梅
は
自
ら
を
「
梅
雪
」
に
擬
え
て
い
る
。

　
　
（
生
笑
介
）
古
詩
云
『
梅
雪
箏
春
未
肯
降
、
騒
人
閣
筆
費
平
章
。
』

　
　
（
柳
夢
梅
）
［
笑
う
こ
な
し
］
古
い
詩
に
『
梅
雪
春
を
孚
ひ
て
未
だ
降
る
を
肯
ん
ぜ
ず
、
騒
人
　
筆
を
閣
き
て
平
章
を
費
や
す
。
』
と
申

　
　
し
て
お
り
ま
す
。

　
同
じ
く
第
五
十
五
駒
の
次
の
場
面
は
、
杜
麗
娘
が
本
當
に
幽
冥
界
か
ら
蘇
生
し
た
こ
と
を
自
ら
奏
上
す
る
箇
所
で
あ
り
、
曾
て
夢
の
中

で
柳
夢
梅
と
契
り
を
交
わ
し
た
こ
と
を
述
べ
て
、
「
柳
」
と
「
梅
」
と
の
相
関
性
を
強
調
す
る
。

　
　
（
旦
）
萬
歳
。
臣
妾
二
八
年
華
、
自
書
春
容
一
幅
。
曾
於
柳
外
梅
邊
、
夢
見
這
生
。
妾
因
感
病
而
亡
、
葬
於
後
花
園
梅
樹
之
下
。
後
來

　
　
果
有
這
生
、
姓
柳
名
夢
梅
、
拾
取
春
容
、
朝
夕
掛
念
。
臣
妾
因
此
出
現
成
親
。

　
　
（
杜
麗
娘
）
陛
下
の
萬
歳
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
臣
妾
は
十
六
歳
の
春
に
、
自
ら
絶
姿
一
幅
を
描
き
ま
し
た
。
以
前
、
柳
の
そ
ば

　
　
梅
の
傍
で
、
こ
の
お
方
を
夢
見
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
た
め
に
懸
い
患
い
に
罹
っ
て
身
罷
り
、
後
花
園
の
梅
の
樹
の
根
元
に
葬

　
　
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
果
し
て
姓
を
柳
、
名
を
夢
梅
と
お
っ
し
ゃ
る
こ
の
方
が
お
見
え
に
な
り
、
わ
た
く
し
の
給
姿
を
拾
い
、
朝

　
　
な
夕
な
に
心
に
か
け
て
下
さ
い
ま
し
た
。
か
く
て
、
わ
た
く
し
は
こ
の
世
に
現
わ
れ
、
契
り
を
結
ん
だ
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
更
に
同
駒
の
柳
夢
梅
の
奏
上
は
、
曾
て
梅
花
樹
の
下
で
美
女
に
将
来
を
約
束
さ
れ
た
こ
と
（
第
二
駒
「
言
懐
」
）
を
回
顧
し
た
も
の
で
あ

る
。　

　
【
南
垂
眉
序
】
（
生
）
臣
南
海
乏
綜
薙
、
夢
向
嬌
姿
折
梅
薯
。
果
登
程
取
試
、
養
病
南
樹
。

　
　
（
柳
夢
梅
）
臣
こ
と
南
海
に
在
り
て
菟
綜
松
薙
乏
し
く
未
だ
嬰
ら
ざ
る
に
、
嬌
し
姿
を
夢
見
て
梅
花
を
手
折
る
。
か
く
て
旅
に
出
で
慮

　
　
試
せ
ん
と
す
る
も
、
病
を
南
何
に
養
ふ
。

　
そ
し
て
、
同
駒
末
尾
の
唱
に
お
け
る
柳
夢
梅
と
杜
麗
娘
と
の
唱
う
歌
辞
は
、
二
人
の
境
遇
を
梅
花
に
擬
え
た
極
め
て
象
徴
的
な
も
の
で
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あ
る
。

　
　
【
北
尾
】
（
生
）
從
今
後
把
牡
丹
亭
夢
影
隻
描
畜
。
（
旦
）
顧
殺
祢
南
枝
挨
暖
俺
北
枝
花
。
則
普
天
下
倣
鬼
的
有
情
誰
似
噌
。

　
　
（
柳
夢
梅
）
今
よ
り
の
ち
は
、
牡
丹
亭
の
夢
と
影
、
と
も
に
描
か
ん
。
（
杜
麗
娘
）
南
枝
の
君
の
お
か
げ
に
て
、
北
枝
の
花
は
暖
を
受
く
。

　
　
あ
ま
ね
く
天
下
に
、
幽
魂
の
情
あ
る
者
、
誰
か
我
に
似
ん
。

　
南
枝
が
北
枝
を
暖
め
た
と
は
、
も
と
よ
り
嶺
南
の
梅
花
で
あ
る
柳
夢
梅
が
、
嶺
北
の
梅
花
で
あ
る
杜
麗
娘
を
生
き
返
ら
せ
た
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。

　
以
上
の

ご
と
く
『
還
魂
記
』
に
お
け
る
梅
花
は
、
杜
麗
娘
の
場
合
は
専
ら
柳
夢
梅
に
対
す
る
想
い
を
惹
き
起
こ
し
た
端
緒
と
し
て
描
か

れ

て
い

る
が
、
柳
夢
梅
の
場
合
に
は
落
醜
し
た
生
活
を
脱
し
て
栄
達
を
藏
ち
得
、
同
時
に
婚
姻
の
宿
縁
を
成
就
す
る
こ
と
を
表
徴
す
る
花

の

ご
と
く
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
話
本
と
『
還
魂
記
』
と
の
間
に
は
篇
幅
に
長
短
の
差
こ
そ
あ
れ
、
こ
の
よ
う
に
湯
顕
祖
が
作

品
中
に
お
い
て
と
り
わ
け
柳
夢
梅
と
梅
花
と
の
関
わ
り
に
執
着
し
て
い
る
背
景
に
は
、
梅
花
に
対
す
る
何
ら
か
の
意
識
が
強
く
投
影
さ
れ

て
い

る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

一
73

｝

四

　
湯
顕
祖
が
梅
花
を
前
節
の
ご
と
く
形
象
化
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
必
然
性
を
考
察
す
る
場
合
、
や
は
り
彼
の
嶺
南
へ
の
流
請
を
等
閑
視

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
『
還
魂
記
」
の
執
筆
に
当
っ
て
は
、
臨
川
か
ら
徐
聞
に
至
る
旅
途
に
お
い
て
眼
に
触
れ
た
梅
花
の
印
象
が
湯
顕
祖

の

意
識
に
強
烈
に
働
き
か
け
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
、
湯
顕
祖
が
流
諦
の
聖
諭
を
受
け
た
後
の
詩
文
に
梅
花
が
ど
の
よ
う
な
形
で
現

わ
れ
て
い
る
の
か
を
中
心
に
、
諦
地
へ
の
途
上
、
湯
顕
祖
を
し
て
梅
花
に
執
着
を
示
さ
し
め
た
所
以
は
何
か
を
見
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

　
万
暦
十
九
年
（
一
五
九
一
）
九
月
末
、
流
諦
の
途
上
、
梅
嶺
に
さ
し
か
か
っ
た
湯
顕
祖
は
、
意
に
反
し
た
嶺
南
行
の
悲
哀
を
「
廣
南
聞
鷹
」



詩
（
『
玉
茗
堂
全
集
』
・
詩
・
十
四
）
に
詠
ん
で
い
る
。

　
　
傳
道
衝
陽
有
雁
廻
　
　
傳
へ
て
道
ふ
　
衝
陽
に
雁
の
　
る
有
り
と

　
　
炎
州
片
影
更
飛
來
　
　
炎
州
の
片
影
　
更
に
飛
來
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
な
は

　
　
似
憐
遷
客
思
蛉
苦
　
　
憐
れ
む
に
似
た
り
遷
客
の
思
騙
　
苦
だ
し
き
を

　
　
爲
帯
郷
心
過
嶺
梅
　
　
爲
に
郷
心
を
帯
び
て
嶺
梅
を
過
ぐ

　
故
郷
の
江
西
と
諦
地
広
東
と
の
境
界
に
位
置
し
、
古
来
、
梅
花
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ
る
梅
嶺
に
お
い
て
湯
顕
祖
は
、
望
郷
の
念
に
苛

ま
れ
な
が
ら
も
、
咲
き
誇
る
梅
の
花
に
眼
を
見
張
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
湯
顕
祖
の
流
請
は
、
俊
臣
が
私
権
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
現
今

の

政
事
を
憂
え
て
、
彼
ら
を
弾
劾
す
べ
く
「
論
輔
臣
科
臣
疏
」
（
同
・
文
・
十
六
）
を
上
呈
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
こ
の
上
疏
は
檀
権
の
倭

臣
の
降
調
で
は
な
く
、
逆
に
自
ら
の
流
請
と
い
う
結
果
を
招
い
た
の
で
あ
る
。
湯
顕
祖
は
梅
嶺
に
お
い
て
、
冬
枯
れ
の
中
を
春
に
魁
け
て

咲
く
高
節
な
る
梅
花
の
姿
を
眼
に
し
、
腐
敗
し
た
官
界
の
刷
新
を
願
い
孤
高
を
持
し
て
上
疏
し
た
自
ら
と
相
通
ず
る
も
の
を
感
じ
取
っ
た

の

で
は
な
い
か
。

　
次
い
で
同
年
十
月
、
広
東
に
入
っ
た
時
に
詠
ん
だ
と
覚
し
い
「
廣
城
」
詩
の
其
一
（
同
・
詩
・
士
二
）
に
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
書
題
小
雪
後
　
　
書
に
小
雪
と
題
せ
し
後

　
　
人
在
廣
州
　
　
　
人
は
廣
州
に
在
り
て
　
る

　
　
　
　
　
　
　
　
か
か
は

　
　
不
道
雷
陽
信
　
　
道
ら
ざ
り
き
雷
陽
の
信
の

　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
こ
　
と

　
　
眞
成
寄
落
梅
　
　
眞
成
に
落
梅
を
寄
す
る
を

　
広
州
を
迂
　
し
て
請
地
に
向
か
っ
た
湯
顕
祖
は
小
雪
（
旧
暦
十
月
七
・
八
日
）
と
題
し
て
雷
陽
の
地
へ
便
り
を
出
し
た
が
、
手
紙
に
添
え

て
送
っ
た
梅
花
も
雷
州
に
着
く
頃
に
は
已
に
萎
ん
で
い
よ
う
と
も
已
む
を
得
ま
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
屈
大
均
の
『
廣
東
新
語
」
巻
二

十
五
「
木
語
」
の
「
梅
」
の
条
に
「
廣
は
則
ち
秋
末
冬
初
、
梅
且
に
開
き
墨
く
す
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
湯
顕
祖
が
通
っ
た
十
月
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初
の
梅
嶺
で
は
梅
花
は
あ
る
い
は
綻
び
始
あ
て
お
り
、
更
に
南
に
位
置
す
る
広
東
に
入
っ
た
時
に
は
燗
漫
と
咲
き
誇
っ
て
い
た
の
で
は
な

い

か
。
結
句
の
「
落
梅
を
寄
す
」
と
は
、
や
が
て
講
地
雷
州
に
足
を
踏
み
入
れ
る
自
ら
を
落
梅
に
比
擬
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
敗
残
の
姿

を
さ
ら
け
出
す
落
梅
の
ご
と
く
遷
客
と
し
て
徐
聞
に
身
を
置
く
自
ら
を
思
い
描
い
て
、
流
講
の
悲
哀
を
一
層
深
め
た
で
あ
ろ
う
。

　
梅
嶺
越
え
の
際
に
寒
さ
を
堪
え
忍
ん
で
綻
ぶ
梅
花
を
眼
に
し
た
湯
顕
祖
は
、
独
り
超
然
と
倭
臣
を
奏
劾
し
た
自
身
と
の
土
ハ
通
性
を
見
出

し
、
広
州
に
お
い
て
は
佳
期
を
過
ぎ
た
落
梅
を
想
起
し
て
、
請
地
へ
と
赴
く
落
醜
し
た
己
が
姿
が
影
写
さ
れ
て
い
る
か
の
ご
と
く
に
感
じ
、

悲
痛
な
心
情
を
い
や
が
上
に
も
駆
り
立
て
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
「
嶺
外
初
錦
、
讃
王
恒
叔
嵩
蒼
山
寄
示
『
五
岳
遊
』
、
欣
然
成
韻
」
詩
（
同
・
詩
・
十
二
）
中
に
は
、
望
郷
の
念
に
苛
ま
れ
つ
つ
講
地

徐
聞
に
向
か
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
苦
悩
は
梅
花
で
は
癒
す
術
も
な
か
っ
た
こ
と
を
詠
ん
だ
句
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
　
傷
心
有
客
梅
難
寄
　
　
心
を
傷
ま
し
む
れ
ば
客
の
梅
も
て
寄
せ
難
き
有
り

　
　
生
意
何
人
樹
不
堪
　
　
意
を
生
ず
れ
ば
何
人
も
樹
も
て
堪
へ
じ

　
　
療
嶺
夜
珠
　
合
浦
　
　
療
嶺
の
夜
珠
　
合
浦
を
　
る

　
　
臨
川
小
築
寄
香
楠
　
　
臨
川
の
小
築
　
香
楠
に
寄
す

　
『
臨
海
縣
志
』
巻
九
「
人
物
志
」
に
よ
る
と
、
王
士
性
、
字
恒
叔
は
、
万
暦
十
九
年
、
鯉
藩
か
ら
浜
某
副
使
に
転
じ
て
お
り
、
巡
察
の
途

上
、
五
岳
を
遍
歴
し
て
『
五
岳
游
記
』
十
二
巻
を
残
し
て
い
る
。
上
掲
の
湯
顕
祖
の
詩
は
、
王
士
性
の
こ
の
游
記
読
後
の
も
の
で
あ
り
、

詩
題
よ
り
す
れ
ば
万
暦
二
十
年
、
徐
聞
か
ら
初
あ
て
故
郷
に
帰
っ
た
時
に
詠
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
心
を
傷
ま
し
む
れ
ば
客
の
梅
も
て

寄
せ
難
き
有
り
」
と
は
、
流
請
の
旅
途
の
追
憶
で
あ
り
、
燗
漫
と
咲
き
誇
る
梅
花
で
は
、
そ
れ
と
は
全
く
対
照
的
な
落
醜
し
た
己
が
傷
心

を
託
し
て
送
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
更
に
こ
こ
に
掲
げ
た
詩
句
と
同
様
の
も
の
が
、
万
暦
二
十
一
年
か
ら
万
暦
二
十
六
年
の
間
、
徐
聞
か
ら
量
移
さ
れ
て
漸
江
の
遂
昌
知
県

の
任
に
あ
る
時
の
作
と
覚
し
い
「
和
劉
季
徳
平
昌
一
蓋
縷
撫
琴
贈
別
」
詩
（
同
・
詩
・
八
）
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

｝
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爲
領
佳
山
到
却
同

　
　
石
門
南
望
即
天
台

　
　
郷
心
度
嶺
梅
難
寄

　
　
秋
意
登
櫻
鷹
欲
來

　
　
疎
竹
風
泉
長
自
遙

　
　
一
燈
花
雨
向
誰
開

　
　
祇
慮
彿
拭
江
湖
外

　
　
浪
柑
琴
歌
酒
敷
盃

　
第
三
句
「
郷
心

う
。

あ
る
。

　
ま
た

　
　
人
を
観
る
者
は
、

　
　
所
の
者
は
、

　
　
積
水
奮
飛
、

　
　
つ
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
嶺
を
度
る
も
梅
は
寄
せ
難
し
」

故
郷
を
思
う
心
に
苦
し
み
な
が
ら
嶺
を
越
え
る
け
れ
ど
も
、

　
　
　
お
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
り
ぞ

佳
山
を
領
め
ん
と
爲
す
も
却
き
同
る
に
到
る

石
門
よ
り
南
望
す
れ
ば
即
ち
天
台

郷
心
　
嶺
を
度
る
も
梅
は
寄
せ
難
し

秋
意
も
て
櫻
を
登
れ
ば
鷹
來
ら
ん
と
欲
す

疎
竹
　
風
泉
　
長
く
自
ら
邊
り

一
燈
　
花
雨
　
誰
に
向
ひ
て
開
く

た祇
だ
磨
に
江
湖
の
外
へ
彿
拭
す
べ
し

浪
枇

琴
歌
酒
敷
盃

　
　
　
　
　
　
　
　

と
は
、
前
掲
の
詩
と
同
じ
く
徐
聞
流
諦
の
途
次
、
梅
嶺
を
越
え
た
時
の
追
憶
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

梅
花
で
は
そ
の
悲
愴
な
気
持
ち
を
託
し
て
送
り
難
か
っ
た
と
言
う
の
で

「寄
張
聖
如
鰭
使
」
（
同
・
尺
積
・
五
）
に
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た

　
　
　
　
　

之
れ

を
酒
に
酔
は
し
あ
て
以
て
其
の
恭
を
観
、
之
れ
に
財
を
予
へ
て
以
て
其
の
廉
を
観
る
。
今
、
門
下
に
試
み
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

　
　
　

衆
酔
・
衆
濁
の
地
に
非
ざ
ら
ん
や
。
石
門
の
歓
は
夷
・
齊
に
心
を
比
べ
よ
。
門
下
當
に
道
有
り
て
此
に
庭
る
べ
き
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

　
　
　

未
だ
量
る
可
か
ら
ず
。
庚
嶺
の
南
枝
、
時
に
勤
あ
て
夢
想
せ
よ
。
惟
だ
益
益
泳
雪
よ
り
も
堅
く
し
て
、
以
て
春
陽
を
候

　
こ
の
書
翰
の
執
筆
年
月
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
盤
運
使
の
任
に
あ
る
門
人
張
聖
如
に
、
恐
ら
く
自
ら
の
経
験
を
踏
ま
え
て
官
界
で
の

処
世
の
術
を
説
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
石
門
の
歓
」
と
は
、
『
奮
書
』
巻
九
十
「
呉
隠
之
傳
」
に
言
う
、
「
不
正
の
横
行
す
る
広
州
を
改

革
す
べ
く
龍
駿
将
軍
・
広
州
刺
史
・
仮
節
に
任
命
さ
れ
た
呉
隠
之
が
、
石
門
の
貧
泉
に
至
っ
た
と
こ
ろ
で
、
『
古
人
云
ふ
、
此
の
水
は
一
歓

【
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に

し
て
千
金
を
懐
ふ
、
と
。
試
み
に
夷
齊
を
し
て
飲
ま
し
む
る
も
、
終
に
當
に
心
を
易
へ
ざ
る
べ
し
。
」
な
る
詩
を
賦
し
た
」
と
い
う
故
事

　
　
　
　
　
　
　

を
踏
ま
え
て
い
る
。
つ
ま
り
羅
浮
山
中
の
石
門
で
は
貧
泉
の
水
を
ロ
に
し
よ
う
と
も
、
呉
隠
之
の
言
う
ご
と
く
伯
夷
・
叔
斉
に
倣
っ
て
邪

心
を
起
こ
さ
ず
に
甘
ん
じ
て
銀
難
を
受
け
よ
と
言
う
の
で
あ
る
。
ま
た
時
に
は
蕾
の
ま
ま
氷
雪
に
堪
え
春
の
陽
気
を
待
つ
梅
嶺
の
梅
花
を

想
い
起
こ
し
、
い
ず
れ
花
開
く
こ
と
を
夢
想
し
て
逆
境
に
堪
え
よ
と
も
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
言
う
石
門
や
梅
嶺
は
湯
顕
祖
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

流
請
の
途
次
に
通
っ
た
場
所
で
あ
り
、
こ
の
書
翰
に
は
そ
の
時
の
彼
の
感
懐
が
如
実
に
表
徴
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
石

門
の
伯
夷
・
叔
斉
と
い
い
、
梅
嶺
の
梅
花
と
い
い
、
い
ず
れ
も
当
時
の
湯
顕
祖
の
境
遇
が
重
ね
ら
れ
て
お
り
、
苦
境
に
お
け
る
身
の
処
し

か

た
に
つ
い
て
往
時
を
回
顧
し
つ
つ
門
人
を
戒
諭
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
に

掲
げ
た
よ
う
に
、
流
諦
以
降
に
書
か
れ
た
詩
文
中
に
お
い
て
、
実
際
の
開
花
を
眼
に
し
た
か
否
か
は
と
も
か
く
と
も
、
梅
花
を

自
分
自
身
に
比
擬
し
、
あ
る
い
は
自
ら
の
悲
痛
な
心
情
と
比
較
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
極
め
て
象
徴
的
で
あ
る
。
古
来
、
梅
花
は
寒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雪
に
堪
え
、
逸
早
く
花
を
開
く
こ
と
か
ら
、
春
の
魁
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
。
湯
顕
祖
は
流
諦
と
い
う
処
遇
を
蒙
り
、
望
郷
の
念
に

駆
ら
れ
な
が
ら
も
帰
郷
の
叶
わ
ぬ
落
碗
し
た
己
が
心
情
を
、
咲
き
誇
る
梅
花
に
は
託
す
術
も
な
い
と
い
う
諦
念
を
抱
き
な
が
ら
、
一
方
で

は
厳
し
い
冬
を
乗
り
越
え
て
綻
ぶ
梅
花
の
ご
と
く
、
苦
境
か
ら
脱
却
で
き
る
日
の
到
来
を
希
求
し
た
の
で
は
な
い
か
。
『
還
魂
記
』
が
こ
の

流
請
以
後
に
構
想
、
執
筆
さ
れ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
前
節
に
見
た
作
品
中
の
梅
花
に
は
、
流
調
に
よ
っ
て
齎
さ
れ
た
悲
哀
の
超
克
を

願
っ
た
往
時
の
作
者
の
心
情
が
、
柳
夢
梅
の
栄
達
の
物
語
を
通
し
て
如
実
に
投
影
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
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と
こ
ろ
で
『
還
魂
記
」
に
は
、
い
ま
一
つ
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
あ
る
。
『
紫
篇
記
」
・
『
紫
銀
記
」
に
は
蒋
防
の

「
窪
小
玉
傳
」
を
、
『
南
何
記
」
に
は
李
公
佐
の
「
南
何
太
守
傳
」
を
、
『
郁
郵
記
』
に
は
沈
既
済
の
「
枕
中
記
」
を
と
、
い
ず
れ
も
唐
代
の



伝
奇
小
説
を
藍
本
に
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
何
ゆ
え
『
還
魂
記
』
だ
け
が
「
杜
麗
娘
記
」
な
る
話
本
を
藍
本
に
し
て
い
る
の
か
。

　
湯
顕
祖
は
『
還
魂
記
』
執
筆
に
際
し
て
は
、
当
然
、
夢
を
媒
介
と
し
、
か
つ
「
情
」
を
主
眼
と
し
た
戯
曲
の
執
筆
と
い
う
自
ら
の
創
作

理
念
に

合
致
し
た
先
行
作
品
を
求
め
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
執
筆
の
時
期
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
流
請
と
い
う
辛
酸
を
嘗
め
た
自

ら
を
慰
籍
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
強
く
働
い
た
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
流
請
の
旅
途
、
羅
浮
山
や
梅
嶺
、
広
州
で
我
が
身
と
同
じ
境
遇
に

あ
る
と
感
じ
、
心
を
慰
め
て
く
れ
る
と
同
時
に
、
流
請
の
悲
哀
を
増
幅
も
さ
せ
た
梅
花
を
作
品
中
に
織
り
込
も
う
と
意
図
し
た
こ
と
は
想

像
に
難
く
な
い
。
そ
こ
で
上
述
の
ご
と
き
梅
花
樹
の
モ
チ
ー
フ
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
作
品
を
求
め
た
結
果
、
「
杜
麗
娘
記
」
が
選
択
さ
れ

た
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
特
別
な
感
懐
を
描
き
出
す
た
め
に
、
他
作
品
と
は
異
な
っ
て
話
本
を
藍
本
に
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
必

ず
し
も
充
分
な
証
左
と
は
言
い
難
い
が
、
あ
る
い
は
藍
本
に
「
杜
麗
娘
記
」
を
用
い
た
根
拠
の
一
つ
と
考
え
て
も
よ
か
ろ
う
。

　
さ
て
、
前
節
ま
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
作
者
自
ら
の
心
情
を
、
劇
情
、
あ
る
い
は
作
品
中
の
人
物
に
託
し
た
作
品
と
し
て
、
『
紫
銀
記
」

と
『
郡
郵
記
」
の
二
作
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
岩
城
秀
夫
氏
に
よ
れ
ば
、
『
紫
銀
記
』
を
藍
本
の
「
雷
小
玉
傳
」
、
更
に
習
作
の
『
紫

簿
記
』
と
比
較
し
た
と
き
、
盧
太
尉
、
及
び
黄
杉
の
豪
客
の
存
在
が
と
り
わ
け
顕
著
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
盧
太
尉
の
形
象
に
は
、

湯
顕
祖
が
万
暦
五
年
（
一
五
七
七
）
、
万
暦
八
年
（
一
五
八
〇
）
の
二
度
に
わ
た
る
会
試
落
第
の
遠
因
と
な
っ
た
人
物
張
居
正
が
投
影
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

黄
杉
の
豪
客
に
は
湯
顕
祖
自
身
の
姿
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
『
紫
籍
記
』
の
執
筆
は
万
暦
八
年
、
そ
の
改
作
『
紫
銀
記
』
は

万
暦
十
四
年
（
一
五
八
六
）
の
執
筆
で
あ
る
か
ら
、
張
居
正
の
没
後
、
万
暦
十
一
年
（
一
五
八
三
）
に
よ
う
や
く
進
士
に
合
格
し
た
湯
顕
祖
が
、

往
時
を
回
顧
し
て
識
刺
を
託
し
た
と
い
う
岩
城
氏
の
所
説
は
充
分
な
妥
当
性
を
も
つ
。
ま
た
『
郡
郵
記
」
に
は
盧
生
の
受
験
結
果
が
、
考

官
宇
文
融
の
権
力
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
そ
う
に
な
る
場
面
が
あ
る
。
こ
の
場
面
の
宇
文
融
に
つ
い
て
も
岩
城
氏
は
、
『
紫
銀
記
」
同
様
に
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

居
正
の
姿
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
『
邨
郵
記
』
は
万
暦
三
十
五
年
（
一
六
〇
七
）
前
後
に
完
成
し
た
と
思
わ
れ
、
曾
て
辛
酸

を
嘗
め
た
不
当
な
試
験
に
つ
い
て
識
刺
を
託
し
た
と
い
う
解
釈
は
や
は
り
説
得
力
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
更
に
蒋
星
爆
氏
に
よ
れ
ば
、
『
還

魂
記
」
第
四
十
一
繭
「
耽
試
」
に
お
い
て
も
、
考
官
苗
舜
賓
が
本
来
は
「
猫
の
眼
」
で
文
墨
に
は
通
じ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
蟹
人
の
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寳
石
を
能
く
堕
定
し
た
」
の
で
朝
廷
に
重
用
さ
れ
、
試
験
を
掌
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
く
だ
り
に
は
、
人
材
登
用
に
際
す
る
不
正
が
暴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

露
さ
れ
糾
弾
さ
れ
て
い
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
自
ら
の
経
験
に
基
づ
き
つ
つ
様
々
な
形
で
作
品
中
に
識
刺
が
託
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
万
暦
十
九
年
の
徐
聞
流
調
以
降
の
経
験
を
踏
ま
え
、
万
暦
二
十
六
年
の
臨
川
閑
居
に
相
前
後
し
て
執
筆
さ
れ
た

『
還
魂
記
』
中
に
、
流
調
に
対
す
る
湯
顕
祖
の
心
情
が
影
写
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
的
外
れ
で
は
な
か
ろ
う
。

　
と
も
あ
れ
以
上
の
ご
と
く
、
湯
顕
祖
が
流
諦
の
旅
途
に
お
い
て
梅
花
に
対
し
て
抱
い
た
感
懐
は
、
柳
夢
梅
を
媒
介
と
し
て
『
還
魂
記
』

に

投
影
さ
れ
て
い
る
。
劇
の
表
層
か
ら
す
れ
ば
、
確
か
に
杜
麗
娘
が
「
柳
」
の
枝
を
手
に
し
た
書
生
を
恋
い
慕
い
、
「
梅
花
」
に
心
を
奪
わ

れ

て
命
を
落
と
し
、
柳
夢
梅
に
よ
っ
て
蘇
生
さ
せ
ら
れ
た
、
と
い
う
慕
色
と
還
魂
の
物
語
で
は
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
作

品
中
に
お
い
て
「
柳
」
と
「
梅
」
と
の
相
関
性
を
殊
更
に
強
調
し
て
い
る
の
は
、
単
に
藍
本
の
「
杜
麗
娘
記
」
を
敷
街
さ
せ
た
も
の
と
考

え

ら
れ
な
く
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
「
柳
」
だ
け
で
な
く
、
嶺
南
か
ら
北
上
し
た
「
半
枝
梅
」
も
柳
夢
梅
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
決

し
て
閑
却
で
き
な
い
。
更
に
は
流
諦
の
旅
途
に
お
け
る
一
連
の
詩
作
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
自
ら
の
境
遇
を
梅
花
に
重
ね
、
あ
る
い
は
流

請
の
悲
哀
を
梅
花
に
寄
せ
る
術
も
な
い
と
い
う
諦
念
を
抱
い
た
詩
句
を
詠
み
、
ま
た
門
人
に
宛
て
た
書
翰
に
お
い
て
、
氷
雪
の
中
、
春
の

訪
れ
を
待
つ
北
枝
の
梅
の
ご
と
く
苦
境
に
堪
え
よ
と
言
っ
て
い
る
こ
と
も
忽
視
で
き
な
い
。
湯
顕
祖
は
梅
花
同
様
に
苦
境
に
堪
え
忍
び
、

や
が
て
そ
こ
か
ら
脱
却
し
た
い
と
の
願
い
を
込
あ
、
自
ら
の
境
遇
を
敢
え
て
梅
花
の
そ
れ
に
比
擬
し
、
自
己
と
同
一
視
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
作
品
中
に
「
半
枝
の
梅
」
が
嶺
南
よ
り
北
上
し
、
終
幕
に
お
い
て
「
南
枝
の
梅
」
が
「
北
枝
の
梅
」
を
暖
め
た
と
言
う
の
は
、
表
面

的
に
は
柳
夢
梅
が
杜
麗
娘
を
蘇
生
さ
せ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
根
抵
に
お
い
て
は
、
自
身
の
理
想
像
と
し
て
形
象
化

　
　
　
　
　

し
た
柳
夢
梅
に
、
寒
雪
に
堪
え
忍
ん
で
花
を
開
く
梅
花
の
ご
と
く
苦
境
か
ら
脱
却
し
た
い
と
い
う
心
情
を
寄
託
し
、
柳
夢
梅
の
栄
達
を
そ

の

具
現
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
を
要
す
る
に
、
湯
顕
祖
に
と
っ
て
の
「
梅
花
」
は
、
流
諦
の
苦
悩
を
打
開
し
、
輝
か
し
い
将
来
を
夢
想
さ
せ
て
く
れ
る
花
で
あ
っ

た
。
そ
の
「
梅
花
」
が
『
還
魂
記
』
に
織
り
込
ま
れ
た
と
き
、
自
ら
の
理
想
像
の
ご
と
く
形
象
化
し
た
柳
夢
梅
は
「
梅
花
」
と
同
格
の
も
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の

と
し
て
描
か
れ
、
栄
達
と
い
う
自
ら
の
果
し
得
な
か
っ
た
夢
の
実
現
が
寄
託
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
還
魂
記
』
に
お
け
る
「
梅
花
」

に

は
、
流
講
の
旅
途
に
お
け
る
湯
顕
祖
の
心
情
が
そ
の
ま
ま
投
影
さ
れ
、
辛
酸
を
嘗
あ
さ
せ
ら
れ
た
官
界
に
対
す
る
憤
葱
を
鎮
め
、
輝
か

し
い
未
来
の
到
来
を
約
束
し
て
く
れ
る
希
望
の
ご
と
く
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
官
を
辞
し
故
郷
に
退
隠
し
た

湯
顕
祖
の
、
現
実
へ
の
諦
念
と
将
来
へ
の
夢
想
と
の
葛
藤
の
所
産
が
『
還
魂
記
』
に
お
け
る
「
梅
花
」
な
の
で
あ
る
。

　
　
注

①
『
還
魂
記
』
が
音
律
に
協
わ
ず
、
上
演
に
適
さ
ぬ
と
し
て
改
編
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
湯
顕
祖
は
、
た
と
え
ば
「
與
宜
伶
羅
章
二
」
（
『
玉
茗
堂
全

　
集
』
・
尺
順
・
六
）
に
「
『
牡
丹
亭
記
』
、
要
依
我
原
本
、
其
呂
家
改
的
、
切
不
可
從
。
」
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
読
曲
の
性
格
が
強
か
っ
た

　
こ
と
は
、
凋
夢
龍
『
墨
愁
齋
重
定
三
會
親
風
流
夢
傳
奇
』
小
引
に
「
識
者
以
爲
此
案
頭
之
書
、
非
當
場
之
譜
」
と
言
う
ご
と
く
で
あ
る
。

②
「
論
輔
臣
科
臣
疏
」
（
『
玉
茗
堂
全
集
』
・
文
・
十
六
）
の
上
呈
に
よ
り
万
暦
帝
の
怒
り
を
買
い
流
講
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
間
の
経
緯
は
、

　
八
木
沢
元
氏
『
明
代
劇
作
家
研
究
』
（
講
談
社
、
一
九
五
九
）
四
二
八
頁
、
四
九
二
頁
、
ま
た
岩
城
秀
夫
氏
『
中
国
戯
曲
演
劇
研
究
』
（
創
文
社
、
一
九

　
七
三
）
七
二
頁
以
降
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

③
　
同
様
の
視
点
か
ら
、
拙
稿
（
a
）
「
『
還
魂
記
』
に
お
け
る
柳
夢
梅
像
の
設
定
」
（
『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
四
十
一
集
、
一
九
八
九
）
、
（
b
）
「
『
還
魂

　
記
』
に
お
け
る
真
と
仮
の
問
題
」
（
『
広
島
文
教
女
子
大
学
紀
要
』
第
二
十
五
巻
、
一
九
九
〇
）
に
お
い
て
、
湯
顕
祖
の
人
生
と
『
還
魂
記
』
と
の
相
関

　
性
に
つ
い
て
触
れ
た
。

④

侯
外
瞳
氏
の
「
湯
顕
祖
牡
丹
亭
還
魂
記
外
伝
」
（
『
論
湯
顕
祖
劇
作
四
種
』
、
中
国
戯
劇
出
版
社
、
一
九
六
二
、
所
牧
。
原
載
『
人
民
日
報
』
一
九
六

　
一
年
五
月
三
日
版
「
『
牡
丹
亭
』
外
伝
」
）
に
は
「
『
還
魂
記
』
に
は
自
然
の
梅
柳
に
暗
黒
の
世
界
を
衝
き
破
っ
て
訪
れ
る
光
り
輝
く
将
来
の
到
来
を
待

　
つ
心
が
寄
託
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
趣
旨
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
論
拠
が
明
確
で
は
な
い
。
因
み
に
田
中
謙
二
氏
は
　
『
戯
曲
集

　
（
下
）
』
（
平
凡
社
、
一
九
七
一
）
の
「
解
説
」
に
お
い
て
、
湯
顕
祖
な
ど
南
戯
の
作
者
が
お
お
む
ね
士
大
夫
階
級
に
属
し
、
か
つ
彼
ら
の
う
ち
何
人
か

　
は
「
な
ん
ら
か
の
理
由
で
官
途
を
挫
折
し
て
退
官
後
、
戯
曲
の
制
作
に
専
心
し
て
い
る
こ
と
は
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

⑤
岩
城
秀
夫
氏
「
還
魂
記
の
藍
本
」
（
『
吉
川
博
士
退
休
記
念
中
国
文
学
論
集
』
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
）
。
ま
た
注
②
『
中
国
戯
曲
演
劇
研
究
』
、
二

　
一
五
頁
～
二
一
二
〇
頁
。
尚
、
本
稿
で
は
最
も
古
い
形
を
伝
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
何
大
倫
編
『
重
刻
増
補
燕
居
筆
記
』
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
）
巻
九
所

　
収
の
「
杜
麗
娘
記
」
を
用
い
た
。
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⑥

注
③
拙
稿
（
a
）
。

⑦
　
注
③
拙
稿
（
b
）
。

⑧

『
龍
城
録
』
は
柳
宗
元
の
撰
に
成
る
と
の
説
も
あ
る
が
、
宋
の
何
蓮
『
春
渚
紀
聞
』
巻
五
「
古
書
託
名
」
の
条
に
王
鍾
の
偽
作
と
い
う
ご
と
く
で
あ

　
ろ
う
。
尚
、
該
書
の
編
者
に
つ
い
て
は
、
＝
き
ω
即
司
幻
＞
Z
内
国
い
氏
、
、
↓
げ
Φ
U
讐
①
鋤
口
α
〉
二
普
o
冨
匡
o
o
h
芸
①
い
¢
口
α
q
1
9
、
Φ
ロ
α
q
冨
．
．
（
ω
一
一
く
9

　
言
げ
一
一
①
①
＜
o
一
ロ
ヨ
①
o
h
誓
Φ
N
貯
げ
巨
－
内
ゆ
α
q
鋤
貯
ニ
ー
国
Φ
口
ξ
二
亀
ρ
内
団
0
8
¢
巳
く
興
ω
詳
S
お
鰹
）
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

⑨
崔
子
玉
に
つ
い
て
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
謹
縄
祖
に
つ
い
て
は
『
東
莞
縣
志
』
巻
六
十
「
人
物
略
」
に
「
字
從
先
、
守
謙
子
。
少
負
奇
節
、
有
纒

　
世
志
。
」
と
あ
る
。

⑩
『
還
魂
記
』
第
十
八
駒
「
診
崇
」
に
は
「
（
貼
・
春
香
）
師
父
、
可
記
的
『
毛
詩
』
上
方
見
。
（
末
・
陳
最
良
）
便
依
他
庭
方
。
小
姐
害
了
君
子
的
病
、

　
用
的
史
君
子
。
…
…
（
貼
）
還
有
甚
藥
。
（
末
）
酸
梅
十
箇
。
『
詩
』
云
『
標
有
梅
、
其
實
七
今
』
、
又
説
『
其
實
三
分
』
。
三
箇
打
七
箇
、
是
十
箇
。
此

　
方
輩
讐
男
女
過
時
思
酸
之
病
。
」
と
あ
り
、
梅
の
實
に
は
婚
期
を
過
ぎ
た
男
女
の
思
い
を
癒
す
効
能
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
李
時
珍
『
本
草
綱
目
』

　
巻
二
十
九
「
果
部
」
の
「
梅
」
の
条
に
は
「
梅
者
、
媒
也
。
媒
合
衆
味
。
故
『
書
』
（
説
命
下
）
云
『
若
作
和
奨
。
』
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ

　
か
『
金
瓶
梅
詞
話
』
第
二
回
「
西
門
慶
簾
下
遇
金
蓮
　
王
婆
子
貧
賄
説
風
情
」
に
お
け
る
王
婆
と
西
門
慶
と
の
会
話
「
王
婆
倣
了
個
梅
湯
、
隻
手
逓
與

　
西
門
慶
喫
了
。
將
蓋
子
放
下
、
西
門
慶
道
『
乾
娘
、
休
這
梅
湯
倣
得
好
、
有
多
少
在
屋
裏
。
』
王
婆
笑
道
『
老
身
倣
了
一
世
媒
、
那
討
得
不
在
屋
裏
。
』
」

　
に
見
え
る
「
梅
湯
」
も
「
男
女
の
仲
を
取
り
持
つ
」
意
を
寓
し
て
い
る
。

⑪
『
奮
書
』
の
原
文
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
「
隆
安
中
、
以
隠
之
爲
龍
駿
將
軍
・
廣
州
刺
史
・
假
節
、
領
平
越
中
郎
將
。
未
至
州
二
十
里
、
地
名
石
門
、

　
有
水
日
貧
泉
、
飲
者
懐
無
厭
之
欲
。
隠
之
既
至
、
語
其
親
人
日
『
不
見
可
欲
、
使
心
不
齪
。
越
嶺
喪
清
、
吾
知
之
　
。
」
乃
至
泉
所
、
酌
而
飲
之
、
因

　
賦
詩
日
『
古
人
云
此
水
、
一
歓
懐
千
金
。
試
使
夷
齊
飲
、
終
當
不
易
心
。
』
」
。
ま
た
湯
顕
祖
は
「
爲
士
大
夫
喩
東
辱
守
令
文
」
（
『
玉
茗
堂
全
集
』
・
文
・

　
九
）
に
お
い
て
も
「
酌
石
門
之
泉
、
士
大
夫
必
不
孚
渡
　
。
」
と
言
っ
て
い
る
。

⑫

湯
顕
祖
は
南
京
か
ら
故
郷
の
臨
川
に
帰
っ
た
後
、
鞍
州
を
通
っ
て
梅
嶺
を
越
え
、
更
に
広
州
を
経
由
し
て
徐
聞
に
赴
い
た
。
因
に
石
門
は
先
に
掲
げ

　
た
『
遊
羅
浮
山
賦
』
序
（
『
玉
茗
堂
全
集
』
・
賦
・
二
）
に
「
経
石
門
」
と
あ
る
と
お
り
で
あ
る
が
、
『
史
記
』
巻
＝
三
「
南
越
傳
」
の
「
索
隠
」
に

　
引
く
『
廣
州
記
』
に
は
「
（
石
門
）
在
番
禺
縣
北
三
十
里
。
昔
呂
嘉
拒
漢
、
積
石
鎭
江
、
名
日
石
門
。
」
と
言
う
。

⑬

例
え
ば
梁
の
簡
文
帝
「
梅
花
賦
」
に
は
、
「
梅
花
特
早
、
偏
能
識
春
」
と
あ
り
、
梅
の
開
花
が
春
の
魁
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

⑭

注
②

『中
国
戯
曲
演
劇
研
究
』
二
〇
七
頁
。

⑮

注
②

『中
国
戯
曲
演
劇
研
究
』
＝
＝
八
頁
。
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⑯
　
「
湯
顕
祖
対
張
居
正
之
認
識
及
其
在
劇
作
中
的
曲
折
反
映
」
（
『
湯
顕
祖
研
究
論
文
集
』
、
中
国
戯
劇
出
版
社
、
一
九
八
四
、
所
収
。
原
載
『
中
華
文
史

　
論
叢
』
一
九
八
三
年
第
二
期
）
。
因
に
こ
の
論
文
に
は
、
前
述
の
『
紫
銀
記
』
・
『
邨
邸
記
』
に
お
け
る
識
刺
に
つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

⑰
　
注
③
拙
稿
（
a
）
。

｝
82

「




