
　
　
　

中
国
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世
界
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│
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高　

崎　

淳　

子　
　

　
　
　
　

王わ
う
じ
ふ
は
ち

十
八
の
山や

ま

に
歸か

へ

る
を
送お

く

り
、
仙せ

ん
い
う
じ

遊
寺
に
寄き

だ
い題

す

　
　

曾か
つ

て
太た

い
は
く
ほ
う
ぜ
ん

白
峯
前
に
於お

い

て
住ぢ

う

し
、

　
　

數し
ば
し
ば〻　

仙せ
ん
い
う
じ

遊
寺
裏り

に
到い

た

り
て
來き

た

る
。

　
　

黑こ
く
す
ゐ水

澄す

む
時と

き

に　

潭た
ん
て
い底

出い

で
、

　
　

白は
く
う
ん
や
ぶ

雲
破
る
る
處と

こ
ろに　

洞ど
う
も
ん
ひ
ら

門
開
く
。

　
　

林り
ん
か
ん閒

に
酒さ

け

を
暖あ

た
ため

て　

紅こ
う
え
ふ葉

を
燒や

き
、

　
　

石せ
き
じ
や
う上に

詩し

を
題だ

い

し
て　

綠り
ょ
く
た
い苔を

掃は
ら

ふ
。

　
　

惆ち
う
ち
や
う悵す　

舊き
う
い
う遊　

復ま

た
到い

た

る
無な

き
を
、

　
　

菊き
く
く
わ花

の
時じ

せ
つ節　

君き
み

が
廻か

へ

る
を
羨う

ら
やむ

。

　
「
林
閒
に
酒
を
暖
め
て　

紅
葉
を
燒
き
」は『
和
漢
朗
詠
集
』『
平
家
物
語
』『
徒

然
草
』
に
よ
っ
て
、
日
本
に
ひ
ろ
く
流
布
し
て
い
る
詩
句
で
あ
る
。
人
口
に
膾

炙
し
た
こ
の
詩
句
の
原
典
と
源
流
を
た
ど
れ
ば
、
中
国
陝
西
省

厔
県
仙
遊
寺

に
到
る
。
こ
の
詩
は
翰
林
学
士
と
し
て
長
安
に
あ
っ
た
白
居
易
が
王
質
夫
が
仙

遊
谷
に
帰
る
の
を
送
り
、旧
遊
の
地
で
あ
る
仙
遊
寺
に
寄
題
し
た
も
の
で
あ
る
。

前
年
の
元
和
元
年
（
八
〇
六
）

厔
県
尉
白
居
易
は
、
王
質
夫
と
陳
鴻
と
と
も

に
仙
遊
寺
に
遊
び
、「
長
恨
歌
」
を
な
し
た
。
陳
鴻
は
「
長
恨
歌
伝
」
を
書
い

た
の
で
あ
る
。
安
禄
山
の
乱
で
、
長
安
か
ら
逃
れ
る
玄
宗
皇
帝
が
、
楊
貴
妃
を

馬
嵬
坡
で
殺
す
。
そ
の
興
平
県
に
あ
る
馬
嵬
坡
は
す
ぐ
近
く
で
あ
り
、
楊
貴
妃

の
悲
劇
か
ら
五
十
年
経
っ
て
い
た
こ
と
が
、
そ
の
執
筆
動
機
と
さ
れ
て
い
る
。

「
長
恨
歌
」
の
『
源
氏
物
語
』
へ
の
影
響
を
思
え
ば
、
そ
の
千
年
紀
に
あ
ら
た

め
て
、
偉
大
な
詩
業
詩
徳
を
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

一
九
九
五
年
三
月
二
十
九
日
、私
は
念
願
の
仙
遊
寺
に
行
く
こ
と
が
で
き
た
。

菜
の
花
畑
や
春
の
緑
が
秘
境
に
誘
う
風
景
と
し
て
展
開
し
、
想
像
以
上
の
感
動

に
包
ま
れ
て
、
渓
谷
へ
降
り
て
い
っ
た
の
を
忘
れ
ら
れ
な
い
。
隋
文
帝
の
避
暑

地
と
し
て
の
仙
遊
宮
時
代
を
物
語
る
塔
や
、毛
沢
東
の
流
麗
な
書「
長
恨
歌
」が
、

こ
の
寺
と
谷
の
時
間
を
表
現
し
て
い
た
。

　
　

 

空
を
鏤
め
し
星
は
か
ぎ
り
な
き
空
港
に
降
り
立
て
ば
西
安
の
夜
の
ひ
そ
か

な
る

　
　

 

つ
ね
に
あ
た
た
か
き
握
手
は
今
も
吾
を
包
む
星
は
氷
壁
の
降
る
ご
と
き
下

星
は
傾
き
ね
む
れ
る
西
安
の
街
つ
た
う
は
る
か
恋
い
て
来
し
こ
こ
ろ
の
西

安

 

近
藤
芳
美
『
聖
夜
の
列
』
一
九
八
二
年
刊

　

首
都
北
京
で
中
国
に
入
国
し
、
さ
ら
に
内
陸
へ
飛
ぶ
と
き
、
西
へ
西
へ
太
陽
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を
追
い
か
け
る
時
間
を
体
験
す
る
。
暮
れ
な
ず
む
西
へ
の
飛
行
は
、
異
界
へ
の

お
の
の
き
に
似
た
緊
張
を
う
む
。
西
安
と
い
う
都
市
、
そ
れ
は
長
安
で
あ
っ
た

り
、
西
安
事
変
の
西
安
で
あ
っ
た
り
す
る
。
主
体
に
と
っ
て
の
感
情
や
意
義
の

深
さ
に
比
例
し
て
高
揚
感
は
加
速
さ
れ
る
。
遥
か
な
次
元
へ
の
飛
行
が
、
麦
畑

や
漢
の
墳
丘
へ
降
下
す
る
と
き
、
よ
う
や
く
た
ど
り
つ
く
西
安
に
期
待
は
全
開

す
る
の
で
あ
る
。
簡
素
な
西
安
国
際
空
港
は
、
秦
都
咸
陽
に
あ
り
、
西
安
市
街

へ
は
さ
ら
に
車
で
一
時
間
ば
か
り
走
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

近
藤
芳
美
は
一
九
八
一
年
五
月
、
初
め
て
の
中
国
旅
行
を
し
て
い
る
。「
空

路
北
京
へ
」「
北
京
逗
留
」「
長
城
」
と
旅
程
に
そ
っ
た
作
品
が
続
き
、「
西
安
」

に
入
る
。
そ
の
後
「
成
都
」「
重
慶
」「
三
峡
」「
武
漢
」「
上
海
」
と
展
開
さ
せ

て
い
る
。
こ
の
旅
行
詠
を
収
め
て
い
る
『
聖
夜
の
列
』
に
あ
っ
て
、「
西
安
」

は
最
も
歌
数
が
多
く
、
詠
嘆
的
叙
情
を
表
出
し
て
い
る
。

　

ひ
っ
そ
り
と
鎮
ま
る
空
港
に
到
着
し
た
旅
人
を
、
空
を
鏤
め
た
星
が
歓
迎
す

る
。夜
と
星
が
き
ら
び
や
か
に
か
つ
ひ
そ
や
か
に
第
一
歩
を
詠
嘆
さ
せ
て
い
る
。

詩
的
高
揚
を
感
じ
さ
せ
る
冒
頭
詠
で
あ
る
。「
星
は
氷
壁
の
降
る
ご
と
き
下
」

は
イ
メ
ー
ジ
性
の
強
い
語
句
で
あ
る
。
前
歌
集
『
樹
々
の
し
ぐ
れ
』
に
「
月
光

の
か
そ
か
氷
片
」
が
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
霰
が
降
り
し
き
る
場
面
で
あ
る
。

五
月
で
氷
壁
は
天
候
的
に
不
合
理
な
表
現
で
あ
る
が
、
月
と
と
る
べ
き
だ
ろ
う

か
と
考
え
、
星
か
も
し
れ
な
い
と
も
考
え
る
。
初
出
の
「
未
来
」
一
九
八
一
年

十
月
号
で
は
、〈
つ
ね
に
あ
た
た
か
き
握
手
は
今
も
吾
を
包
む
星
の
降
る
ご
と

き
西
安
に
来
て
〉
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
方
が
実
感
に
よ
り
近
い
自
然
な
表
現

で
あ
る
。
星
が
鮮
明
な
第
一
歩
を
照
ら
し
だ
し
て
い
る
。
ま
だ
見
ぬ
恋
の
ご
と

く
に
西
安
を
思
い
描
い
た
月
日
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　

 

秦
嶺
は
ひ
と
日
見
え
ざ
れ
ば
遠
き
没
り
日
麦
野
熟
れ
出
ず
る
長
安
城
こ
こ

は

　
　

 

昏
れ
む
と
し
て
大
雁
塔
の
階
下
る
な
お
し
さ
や
け
し
竹
群
の
日
の

　
　

逝
く
流
れ
を
渭
水
と
言
え
り
見
る
も
の
の
茫
々
と
し
て
朝
よ
り
乾
く

 

『
聖
夜
の
列
』

　

咸
陽
は
秦
の
孝
公
が
遷
都
し
、
始
皇
帝
の
統
一
ま
で
発
展
す
る
。
兵
馬
俑
坑

を
見
学
し
た
ス
ケ
ー
ル
で
、
項
羽
に
よ
っ
て
焼
き
払
わ
れ
た
阿
房
宮
の
壮
大
さ

を
想
像
す
る
。
秦
の
故
地
で
あ
る
関
中
平
野
は
、
漢
帝
国
の
都
た
る
長
安
を
形

成
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
三
国
、
五
胡
十
六
国
、
魏
晋
南
北
朝
を
経
て

北
周
、
隋
、
唐
は
、「
関
隴
集
団
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
支
配
者
層
に
よ
っ
て
、

秦
漢
の
故
地
で
誕
生
す
る
の
で
あ
る
。
隋
の
大
興
城
を
も
と
に
大
唐
帝
国
の
長

安
城
は
継
承
さ
れ
、
世
界
帝
国
の
首
都
と
し
て
繁
栄
を
極
め
る
。

　
　

長
安
の
二
月　

香
塵
多
し
、
六り

く

街
の
車
馬　

声
轔り

ん
り
ん々

。

　
　

家か

か々

樓
上　

花
の
如
き
人
、
千
枝
万
枝　

紅
艶
新
た
な
り
。

　
　

簾れ
ん
か
ん間

の
笑
語
自
ら
に
相
問
ふ
、「
何な

ん
び
と人

ぞ
占し

め
得
た
る
長
安
の
春
」
と
。

　
　

長
安
の
春
色
も
と
主あ

る
じ無

し
、
古
来
尽

こ
と
ご
とく

属
す
紅
樓
の
女
。

　
　

如た
だ
い
ま今

奈い
か
ん何

と
も
す
る
な
し
杏
園
の
人
、
駿
馬
軽
車　

擁
し
将も

ち
て
去
る
。

　

石
田
幹
之
助
『
長
安
の
春
』
の
巻
頭
を
飾
る
韋
荘
の
詩
は
、
李
白
の
「
少
年

行
」
な
ど
と
と
も
に
、
長
安
の
繁
栄
ぶ
り
を
高
ら
か
に
詠
い
あ
げ
、
長
安
へ
の

憧
憬
を
促
し
て
き
た
。
杜
甫
「
春
望
」
は
安
史
の
乱
で
破
壊
さ
れ
た
長
安
へ
の

郷
愁
を
そ
そ
っ
て
き
た
。そ
の
後
復
興
し
た
長
安
城
を
黄
巣
の
乱
が
破
壊
す
る
。

　
　

待
到
秋
來
九
月
八
、　　
　

待
ち
到
る
秋
来
九
月
八　
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我
花
開
後
百
花
殺
。　　
　

我
が
花
開
く
後
は
百
花
殺
れ
ん

　
　

衝
天
香
陣
透
長
安
、　　
　

天
を
衝
く
香
陣
長
安
に
透
る　
　
　

　
　

滿
城
盡
帶
黄
金
甲
。　　
　

満
城
尽
く
帯
ぶ
黄
金
の
甲

　

二
〇
〇
八
年
春
日
本
公
開
さ
れ
た
映
画
「
王
妃
の
紋
章
」
で
印
象
的
な
詩
に

出
会
っ
た
。
原
典
を
探
す
と
、『
全
唐
詩
』
に
載
っ
て
い
る
黄
巣
作
の
「
不
第

後
賦
菊
」
で
あ
っ
た
。
映
画
の
映
像
と
と
も
に
忘
れ
ら
れ
な
い
一
篇
で
あ
る
。

　

帝
都
は
欲
望
と
王
権
簒
奪
の
場
で
あ
る
。
さ
き
の
韋
荘
が「
秦
婦
吟
」で〈
含

元
殿
の
上
に
は
狐こ

と兎
行あ

る

き　

花
蕚
楼
の
前
に
は
荊け

い
き
ょ
く
み

棘
満
つ
〉
と
嘆
く
に
至
る
ま

で
に
大
明
宮
や
興
慶
宮
は
荒
廃
し
、
崩
壊
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
昭
宗
李
曄
の

天
祐
元
年
（
九
〇
四
年
）、
黄
巣
の
腹
心
だ
っ
た
朱
全
忠
に
よ
っ
て
洛
陽
に
遷

都
さ
れ
、
そ
の
後
帝
都
に
復
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
元
代
に
は
安
西
城
と
な

り
、
明
太
祖
朱
元
璋
に
よ
っ
て
「
西
安
府
」
に
な
る
。

　

近
藤
芳
美
が
詠
う
渭
水
や
長
安
城
は
こ
の
よ
う
な
エ
リ
ア
な
の
で
あ
る
。「
慈

母
の
恩
」
の
意
味
を
も
つ
慈
恩
寺
は
、
六
四
八
年
太
子
李
治
に
よ
っ
て
母
で
あ

る
文
徳
皇
后
の
追
善
の
た
め
に
廃
寺
跡
地
を
利
用
し
て
壮
麗
な
大
伽
藍
を
建
造

し
、
六
四
五
年
天
竺
か
ら
帰
国
し
て
い
た
玄
奘
を
迎
え
た
。
仏
典
を
漢
訳
す
る

か
た
わ
ら
、
天
竺
か
ら
持
ち
帰
っ
た
経
典
と
仏
像
を
安
置
す
る
た
め
に
塔
の
建

立
を
計
画
し
自
ら
設
計
し
た
の
で
あ
る
。
李
治
は
高
宗
と
な
り
、
六
五
二
年
五

層
一
八
〇
尺
の
磚
塔
は
、
仏
舎
利
一
万
粒
あ
ま
り
を
収
め
、
経
典
は
安
置
さ
れ

た
。
塔
の
南
門
の
左
右
に
は
、
褚
遂
良
筆
の
「
大
唐
三
蔵
聖
教
序
」
と
「
大
唐

三
蔵
聖
教
序
記
」
が
飾
ら
れ
た
。
こ
れ
が
現
存
す
る
大
雁
塔
の
前
身
で
あ
り
、

「
慈
恩
寺
の
浮
図
」と
呼
ば
れ
た
。や
が
て
老
朽
化
し
た
塔
を
則
天
武
后
の
時
代
、

す
べ
て
に
磚
を
用
い
て
二
層
増
し
楼
閣
様
式
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

慈じ
お
ん
じ

恩
寺
の
塔と

う

に
題し

る

す　
　
　

章
八
元

　
　

十じ
ゆ
う
そ
う
と
っ
こ
つ

層
突
兀
と
し
て　

虚こ
く
う空

に
在あ

り　
　

　
　

四し
じ
ゆ
う十

の
門も

ん

は
開ひ

ら

く　

面め
ん
め
ん面

の
風か

ぜ

　
　

却か
へ

つ
て
訝い

ぶ
かる　

鳥と
り

の
平へ

い
ち地

の
上う

へ

に
飛と

ぶ
を

　
　

自
お
の
づ
から

驚お
ど
ろく　

人ひ
と

の
半は

ん
て
ん天

の
中う

ち

に
語か

た

る
を

　
　

廻か
い
て
い梯　

暗ひ
そ

か
に
踏ふ

め
ば　

洞ど
う

を
穿う

が

つ
が
如ご

と

く

　
　

絶ぜ
つ
ち
よ
う頂

初は
じ

め
て
攀の

ぼ

れ
ば　

籠か
ご

を
出い

づ
る
に
似に

た
り

　
　

落ら
く
じ
つ日

の
鳳ほ

う
じ
ょ
う城　

佳か

き気
合が

っ

し　

　
　

満ま
ん
じ
ょ
う城の

春し
ゅ
ん
じ
ゅ樹　

雨あ
め
も
う
も
う

濛
濛
た
り

　

白
居
易
と
元
稹
に
よ
っ
て
名
篇
と
さ
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
も
つ
詩
の
風
情

は
、
塔
に
登
っ
た
こ
と
の
あ
る
も
の
に
感
動
を
呼
び
戻
す
。
東
西
南
北
に
開
か

れ
た
窓
か
ら
、
四
季
の
風
景
の
よ
う
に
市
街
が
み
え
る
。
と
く
に
西
は
遥
か
な

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
へ
の
夢
想
を
か
き
た
て
る
。
現
在
や
や
傾
い
て
い
る
大
雁
塔
の

黄
昏
は
、
大
陸
的
風
景
で
あ
り
、
西
安
の
大
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
。

　
　

咸
陽
橋
わ
た
り
西
域
に
行
き
つ
た
う
道
は
る
か
に
て
日
は
小
さ
か
ら
む

　
　

 

こ
こ
に
し
て
君
ら
「
兵
車
行
」
の
詩
を
告
ぐ
る
行
き
と
よ
む
も
の
遠
く
曠

野
を

 

『
聖
夜
の
列
』

　

近
藤
芳
美
が
社
会
派
と
し
て
詩
人
と
し
て
杜
甫
へ
の
傾
斜
を
し
て
い
る
。
こ

の
初
回
の
旅
も
杜
甫
の
あ
と
を
訪
う
こ
と
が
、
目
的
の
中
に
あ
る
。
土
岐
善
麿

が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
杜
甫
を
敬
愛
し
、
そ
の
あ
と
を
訪
ね
、
そ
の
詩
精

神
を
確
か
め
た
文
人
は
少
な
く
な
い
。
田
川
純
三
氏
も
そ
の
ひ
と
り
だ
が
、「
兵

－ 203 －



車
行
」
に
つ
い
て
の
文
章
が
、
近
藤
の
歌
の
理
解
を
深
く
し
て
く
れ
る
。

　
　

 　

天
宝
十
一
年
（
七
五
二
）
の
あ
る
日
、
杜
甫
は
長
安
北
郊
の
渭い

す
い水

に
か

か
る
咸か

ん
よ
う
き
ょ
う

陽
橋
の
上
で
立
ち
つ
く
し
て
い
た
。
人
を
満
載
し
た
車
馬
が
音
を

た
て
て
通
っ
て
い
く
。
馬
が
か
な
し
げ
に
い
な
な
き
、
互
に
大
声
で
よ
び

あ
う
人
の
叫
喚
が
満
ち
、
橋
上
に
は
た
だ
な
ら
ぬ
喧
噪
と
土
埃
が
み
ち
て

い
た
。

　
　

 　

そ
の
前
年
、
ち
ょ
う
ど
杜
甫
が
制
科
に
下
第
と
な
っ
た
年
、
唐
王
朝
の

諸
軍
は
辺
境
各
地
に
戦
っ
て
敗
戦
を
つ
づ
け
て
い
た
。
夏
四
月
に
は
鮮せ

ん
う于

仲ち
ゅ
う
つ
う

通
が
雲
南
で
南な

ん
し
ょ
う詔（

異
民
族
の
国
）
と
戦
っ
て
六
万
の
兵
を
失
い
、
つ

づ
い
て
高こ

う
せ
ん
し

仙
芝
の
軍
が
遠
く
中
央
ア
ジ
ア
の
タ
ラ
ス
河
畔
（
キ
ル
ギ
ス
共

和
国
南
部
）で
大
食（
サ
ラ
セ
ン
）軍
と
西
域
の
支
配
権
を
め
ぐ
っ
て
戦
っ

て
大
敗
、
さ
ら
に
当
時
な
お
范は

ん
よ
う陽

節せ
つ

度ど

し使
と
し
て
北
辺
の
防
備
に
当
っ
て

い
た
安
禄
山
が
契き

つ
た
ん丹

と
戦
っ
て
敗
れ
た
。
天
宝
十
年
の
、
こ
う
し
た
一
連

の
事
態
は
、
開
元
末
年
以
来
兆
し
て
い
た
辺
境
の
諸
国
諸
氏
族
の
唐
王
朝

へ
の
叛
乱
・
侵
攻
が
し
だ
い
に
重
大
な
局
面
を
迎
え
つ
つ
あ
る
こ
と
の
表

わ
れ
で
あ
っ
た
。

　
　

 　

う
ち
つ
づ
く
敗
戦
は
、
何
よ
り
も
兵
力
の
不
足
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
が

人
び
と
に
直
接
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
あ
く
な
き
壮
丁
狩
り
―
徴
兵
が

唐
王
朝
の
全
土
で
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　

 　

杜
甫
が
咸
陽
橋
で
目
撃
し
た
の
は
、
徴
召
さ
れ
た
兵
士
と
見
送
る
家
族

の
阿
鼻
叫
喚
の
光
景
で
あ
っ
た
。
杜
甫
は
そ
れ
を
三
十
四
句
に
及
ぶ
古
詩

「
兵
車
行
」
に
し
っ
か
り
と
記
録
し
た
。

　

天
宝
十
年
の
作
と
す
る
説
も
あ
る
が
、「
麗
人
行
」
と
は
趣
向
の
大
き
く
違

う
情
景
を
提
示
し
な
が
ら
痛
烈
な
古
詩
は
、
漢
武
帝
時
代
か
ら
数
多
の
歴
史
上

の
人
物
達
の
往
来
を
背
景
に
、
民
衆
の
悲
惨
を
描
い
て
結
ん
で
い
る
。

　
　

君き
み

見み

ず
や　

青せ
い
か
い海

の
頭ほ

と
り

　
　

古こ
ら
い来　

白は
つ
こ
つ骨　

人ひ
と

の
収お

さ

む
る
無な

く

　
　

新し
ん
き鬼

は
煩は

ん
え
ん寃

し
旧き

ゆ
う
き鬼

は
哭こ

く

し

　
　

天て
ん
く
も陰

り
雨あ

め
し
め湿

る
と
き
声こ

え

の
啾

し
ゅ
う
し
ゅ
う

啾
た
る
を

　

近
藤
芳
美
が
咸
陽
橋
で
見
て
い
る
も
の
は
、
平
和
な
情
景
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ

プ
し
て
、「
兵
車
行
」
の
情
景
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
　

降
る
ご
と
き
星
の
港
を
よ
ぎ
り
た
り
西
安
の
月
い
ま
だ
細
き
夜

　
　

大
雁
塔
の
影
長
き
夕
べ
と
な
り
な
が
ら
塔
の
下
桐
の
花
満
ち
咲
け
り

　
　

鄜
州
の
月
を
こ
こ
に
恋
い
に
し
杜
甫
あ
り
き
今
日
西
安
の
低
き
三
日
月

 

近
藤
と
し
子
『
溢
れ
ゆ
く
泉
』
一
九
八
二
年
刊

　
「
西
安
に
て
」
と
題
さ
れ
た
と
し
子
夫
人
の
一
連
が
、
傍
証
の
ご
と
く
響
い

て
く
る
。
こ
の
夫
妻
の
西
安
詠
の
初
出
は
一
九
八
一
年
十
月
号
の
「
未
来
」
で

あ
る
。

　
　

西
安
に
菜
種
の
熟
る
る
季
を
来
て
人
刈
れ
ば
背
丈
を
越
え
て
靡
け
り

 

近
藤
と
し
子

　
　

 

空
を
鏤
め
し
星
は
か
ぎ
り
な
き
空
港
に
降
り
立
て
ば
西
安
の
夜
は
ひ
そ
か

な
る 

近
藤
芳
美
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前
述
し
た
よ
う
に
、
夫
妻
は
西
安
か
ら
成
都
・
長
江
方
面
を
武
漢
か
ら
上
海

に
至
る
旅
程
を
辿
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
私
は
、拙
文「
近
藤
芳
美
の
宇
品
」（『
現

代
歌
枕
紀
行
』
共
著
）
を
執
筆
し
た
と
き
印
象
的
で
あ
っ
た
近
藤
の
戦
争
体
験

を
思
い
出
し
た
。
少
年
期
を
過
ご
し
た
広
島
の
連
隊
に
入
隊
し
た
の
は
昭
和

十
五
年
九
月
で
あ
る
。
船
舶
工
兵
と
し
宇
品
陸
軍
桟
橋
か
ら
輸
送
船
に
乗
り
、

武
昌
に
上
陸
し
て
い
る
。
初
年
兵
と
し
て
敵
前
上
陸
戦
の
訓
練
を
受
け
、
こ
の

部
隊
は
「
暁
部
隊
」
と
呼
ば
れ
た
。
十
六
年
に
負
傷
し
、肺
結
核
が
判
明
し
て
、

武
昌
野
戦
予
備
病
院
、
南
京
陸
軍
病
院
、
湯
水
鎮
陸
軍
療
養
所
、
上
海
南
市
陸

軍
病
院
と
後
送
さ
れ
、
原
隊
追
及
の
た
め
陸
軍
輸
送
船
で
宇
品
に
帰
り
、
兵
站

病
院
に
収
容
さ
れ
、
十
七
年
五
月
召
集
解
除
さ
れ
る
。
近
藤
が
属
し
た
船
舶
工

兵
隊
は
南
方
各
地
を
転
戦
の
末
、
全
滅
し
て
い
る
。

　
　

 

吾
に
か
な
し
き
あ
か
つ
き
部
隊
と
い
う
こ
と
ば
今
日
幾
度
聞
く
ふ
る
さ
と

に
来
て

　
　

 

宇
品
埠
頭
の
あ
と
は
い
ず
く
か
朝
の
町
肩
落
し
行
く
病
兵
の
ま
ぼ
ろ
し
は

吾

 

近
藤
芳
美
『
異
邦
者
』
一
九
六
九
年
刊

　

歌
文
集
『
中
国
感
傷
』
の
記
述
を
引
い
て
道
浦
母
都
子
は
武
漢
一
帯
へ
の
旅

の
悲
痛
を
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
内
在
し
な
が
ら
、
西
安

に
寄
せ
た
近
藤
夫
妻
の
叙
情
を
現
代
と
し
て
受
け
と
め
た
い
。

　

同
じ
未
来
短
歌
会
の
川
口
美
根
子
は
一
九
七
七
年
の
西
安
詠
を『
紅
塵
の
賦
』

に
収
め
て
い
る
。

　
　

山
西
省
よ
ぎ
り
し
小
さ
き
プ
ロ
ペ
ラ
機
低
く
な
り
つ
つ
麦
の
芽
見
え
来く

　
　

恋
い
て
来
し
旧
都
長
安
幻
影
は
吹
き
と
べ
り
西
安
駅
の
群
衆
に

　
　

楽ら
く
ゆ
う
げ
ん

遊
原
の
丘
を
ぞ
見
ん
と
登
り
た
り
杜
甫
の
佇
ち
瞻み

し
大
雁
塔
の
窓

 

川
口
美
根
子
『
紅
塵
の
賦
』
一
九
八
一
年
刊

　

あ
と
が
き
に
〈
平
和
条
約
締
結
七
ヶ
前
、
初
め
の
旅
は
、
前
年
八
月
の
四
人

組
検
挙
の
余
波
の
只
中
で
、
十
年
間
の
文
化
革
命
終
焉
の
、
エ
ポ
ッ
ク
・
メ
ー

キ
ン
グ
な
出
来
事
の
さ
な
か
で
し
た
。
幸
運
に
も
二
年
半
後
に
再
訪
の
希
み
が

か
な
え
ら
れ
、
二
度
目
の
旅
で
は
、
懸
命
に
経
済
発
展
へ
向
か
う
都
市
の
め
ざ

ま
し
い
変
貌
を
見
ま
し
た
。〉
と
語
る
よ
う
に
、
感
動
の
律
動
が
よ
く
短
歌
の

韻
律
に
の
っ
て
い
る
。

　

北
京
か
ら
プ
ロ
ペ
ラ
機
で
入
る
西
安
に
や
は
り
麦
が
見
え
る
。
し
か
も
芽
で

あ
る
の
で
季
節
感
と
と
も
に
こ
ま
や
か
な
イ
メ
ー
ジ
が
わ
い
て
く
る
。
長
安
を

想
い
描
い
た
日
々
の
後
に
、
現
前
に
押
し
寄
せ
る
群
衆
人
民
は
、
圧
倒
的
現
実

を
展
開
し
認
識
さ
せ
る
。
そ
ん
な
地
上
か
ら
杜
甫
を
慕
っ
て
大
雁
塔
を
登
る
の

で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
近
藤
夫
妻
の
叙
情
と
同
方
向
の
志
向
が
見
ら
れ
る
。
そ

れ
は
、
未
来
短
歌
会
が
志
向
し
て
い
る
文
学
の
内
在
を
表
現
し
て
い
る
と
も
言

え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

龍り
よ
う
も
ん門の

下も
と

に
て
作つ

く

る　
　
　
　

白
居
易

　
　

龍り
よ
う
も
ん門

澗か
ん
か下

塵じ
ん
え
い纓

を
濯あ

ら

ふ
、

　
　

閑か
ん
じ
ん人

と
作な

り
て
此こ

の
生せ

い

を
過す

ご
さ
ん
と
擬ぎ

す
。

　
　

筋き
ん
り
よ
く力は

將も

つ
て
諸し

よ
し
よ處

に
用も

ち

ひ
ず
、

　
　

山や
ま

に
登の

ぼ

り
水み

づ

に
臨の

ぞ

み
詩し

を
詠え

い

じ
て
行ゆ

く
。

　

龍
門
澗
下
と
は
、
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
な
の
か
。
近
年
漢
詩
を
グ
ラ
ビ
ア
で
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解
説
す
る
著
作
は
多
い
の
で
、
お
お
よ
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
抱
け
る
。
二
〇
〇
八

年
三
月
末
洛
陽
に
い
く
こ
と
が
出
来
た
。
小
雨
ま
じ
り
の
風
に
吹
か
れ
て
龍
門

を
散
策
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
抱
い
て
き
た
イ
メ
ー
ジ
と
現
前
の
イ
メ
ー
ジ
が

重
な
り
な
が
ら
、
そ
の
間
を
風
が
吹
く
よ
う
な
感
覚
に
襲
わ
れ
た
。
伊
水
の
流

れ
は
静
か
だ
が
、
荒
い
も
の
を
ひ
そ
め
る
風
情
を
し
て
い
た
。
両
岸
の
楊
柳
は

青
々
と
風
姿
を
添
え
て
い
た
。「
蒼
浪
の
水
清
け
れ
ば　

以
て
我
が
纓
を
濯
ふ

べ
し
」
を
想
起
す
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
　

南な
ん
し
や
う省よ

り　

去さ

り
て
衣こ

ろ
もを

拂は
ら

ひ
、
東と

う
と都

に
來き

た
り
て
扉と

び
らを

掩お
ほ

ふ
。

　
　

病び
や
うは

老ら
う

と
齊ひ

と

し
く
至い

た

り
、
心し

ん

は
身し

ん

と
同お

な

じ
く
歸か

へ

る
。

　
　

白は
く
し
ゆ首

外ぐ
わ
い
え
ん縁

少す
く

な
く
、
紅こ

う
ぢ
ん塵

前ぜ
ん

事じ

ひ非
な
り
。

　
　

懷な
つ
かし

い
か
な　

紫し

し芝
の
叟そ

う

、
千せ

ん
ざ
い
し
ん

載
心
相あ

ひ
よ依

る
。

　
「
太た

い
し子

賓ひ
ん
か
く客

を
授さ

づ

け
ら
れ
洛ら

く

に
歸か

へ

る
」
は
、
太
和
三
年
（
八
二
九
）
白
居
易

五
十
八
歳
の
感
慨
で
あ
る
。
宝
暦
二
年
（
八
二
六
）
二
月
末
、
白
居
易
は
落
馬

し
て
足
を
負
傷
し
、
眼
病
や
肺
炎
の
た
め
休
暇
を
と
り
、
蘇
州
刺
史
を
辞
し
て

洛
陽
に
帰
っ
た
。
太
和
元
年
秘
書
監
と
し
て
長
安
に
住
む
が
、
持
病
や
党
争
の

た
め
、
洛
陽
に
戻
っ
た
の
で
あ
る
。
隠
栖
し
た
い
と
思
い
な
が
ら
、
家
門
の
長

と
し
て
の
責
任
や
実
際
の
生
活
の
た
め
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
白
居
易
が

と
っ
た
「
中
隠
」
と
い
う
思
想
態
度
は
、
洛
陽
に
お
け
る
晩
年
と
終
焉
を
つ
ら

ぬ
い
て
い
る
。
陶
淵
明
に
魅
か
れ
る
現
代
人
と
も
共
通
の
心
情
を
含
有
し
な
が

ら
〈
大
隠
は
朝
市
に
住
み
、
小
隠
は
丘
樊
に
入
る
〉
な
ら
ば
、
自
分
は
「
中
隠
」

と
い
う
態
度
を
創
出
し
、
香
山
居
士
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

伊
水
の
東
に
香
山
、
西
に
龍
門
山
、
石
窟
は
両
岸
に
あ
り
、
香
山
寺
と
白
居

易
の
墓
が
あ
る
白
園
は
東
山
に
あ
る
。
白
園
は
人
民
の
憩
い
の
場
に
な
っ
て
い

る
ら
し
く
荒
れ
た
感
も
あ
る
。
詩
人
の
墓
所
に
し
て
は
風
情
に
欠
け
る
が
、
し

ば
ら
く
登
る
と
、
た
し
か
に
墓
が
あ
っ
た
。
龍
門
の
風
を
聞
き
、
長
い
人
生
の

旅
路
の
果
て
の
簡
素
な
詩
碑
は
、
白
居
易
に
ふ
さ
わ
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

陶
淵
明
の
墓
に
詣
で
た
と
き
と
は
違
う
感
慨
が
領
し
た
。

　

白
園
か
ら
降
り
て
す
こ
し
歩
い
て
ま
た
登
る
。「
香
山
寺
二
絶
」
の
山
寺
、

内
部
は
工
事
中
だ
っ
た
が
、
伊
水
を
眺
め
、
月
を
家
山
の
月
と
し
て
こ
の
地
を

愛
し
た
詩
人
の
こ
こ
ろ
を
感
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

東
山
側
か
ら
見
る
龍
門
石
窟
の
代
表
作
で
あ
る
奉
先
寺
の
盧
舎
那
仏
は
す
ば

ら
し
く
、
則
天
武
后
を
モ
デ
ル
に
し
た
と
言
わ
れ
る
唐
の
顔
を
し
て
い
る
。
中

国
三
大
石
窟
は
、
敦
煌
・
雲
崗
大
同
と
こ
の
龍
門
で
あ
る
。
か
の
木
下
杢
太
郎

は
『
支
那
南
北
記
』
に
お
い
て
洛
陽
に
至
り
な
が
ら
龍
門
に
行
け
な
か
っ
た
痛

恨
を
表
現
し
て
い
る
。
先
年
三
、四
時
間
行
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
の
で
、
一
、二

週
間
逗
留
し
よ
う
と
思
っ
た
ら
し
く
許
可
申
請
し
た
が
、
県
吏
が
土
匪
が
多
い

こ
と
を
理
由
に
許
可
し
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
雰
囲
気

も
確
か
に
有
し
て
い
る
。

　

洛
陽
と
い
え
ば
、
魏
の
都
で
あ
り
、
曹
操
「
短
歌
行
」
や
杜
康
酒
を
思
い
浮

か
べ
る
の
で
あ
る
が
、
龍
門
の
景
勝
が
気
に
入
り
洛
陽
城
を
造
営
し
た
の
は
隋

の
煬
帝
で
あ
る
。
大
業
元
年
（
六
〇
五
）
三
月
に
着
工
し
、
十
ヶ
月
あ
ま
り
の

奇
跡
的
な
突
貫
工
事
で
完
成
す
る
。
過
酷
な
労
働
の
た
め
に
、
死
体
を
載
せ
た

車
が
毎
月
何
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
続
い
た
と
い
う
。
豪
奢
好
み
の
煬
帝
が
、
函

谷
関
以
東
、
江
南
の
地
を
制
圧
し
、
同
時
期
に
建
造
さ
れ
た
大
運
河
に
よ
っ
て
、

華
中
・
華
南
の
物
資
を
流
通
さ
せ
て
い
っ
た
天
下
経
営
の
た
め
の
新
都
造
成
で

あ
っ
た
。
周
平
王
東
遷
の
紀
元
前
七
七
〇
年
の
洛
邑
か
ら
九
朝
の
古
都
と
し
て

繁
栄
す
る
隋
唐
洛
陽
城
で
あ
っ
た
。
唐
の
初
め
一
時
期
東
都
か
ら
格
下
げ
さ
れ

る
が
、
高
宗
の
顕
慶
二
年
（
六
五
七
）
ふ
た
た
び
東
都
と
な
り
、
両
都
制
の
も
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と
に
繁
栄
す
る
。
そ
の
頂
点
は
、
高
宗
・
則
天
武
后
と
玄
宗
の
時
代
で
あ
る
。

武
則
天
が
周
朝
を
樹
立
し
た
時
代
は
首
都
「
神
都
」
と
も
呼
ば
れ
る
。

　

北
魏
の
太
和
十
九
年
（
四
九
五
）
に
始
ま
る
石
窟
造
営
は
、
北
魏
の
滅
亡
に

よ
っ
て
中
止
さ
れ
る
が
、
則
天
武
后
朝
に
最
盛
期
と
な
る
。
高
宗
の
こ
ろ
、
西

山
の
中
央
部
に
高
さ
十
七
メ
ー
ト
ル
の
大
盧
舎
那
仏
が
造
ら
れ
た
。
こ
の
と
き

武
后
は
脂
粉
銭
二
万
貫
を
寄
進
し
た
と
い
う
。
朝
日
に
燦
然
と
輝
く
姿
が
荘
厳

と
い
わ
れ
る
が
、
小
雨
に
濡
れ
る
大
仏
は
、
そ
の
端
麗
さ
は
か
わ
る
こ
と
な
く
、

堂
々
と
威
光
を
感
じ
さ
せ
て
い
た
。

　
　

龍
門
の
磨
崖
の
仏ぶ

つ
が
ん顔

欠
け
い
ま
す
に
手
を
触
れ
に
け
り
あ
た
た
か
き
石

　
　

そ
そ
り
た
つ
磨
崖
の
う
へ
に
全
円
の
絮
そ
よ
ぎ
を
り
双
眼
鏡
に
見
ゆ

　
　

龍
門
の
伊
水
の
ほ
と
り
に
感
傷
し
て
柊
二
の
立
ち
し
は
い
づ
こ
あ
た
り
か

 

宮
英
子
『
天
蒼
々
』
一
九
九
七
年
刊

　

私
が
訪
れ
た
龍
門
で
、
ガ
イ
ド
は
道
教
の
仏
教
排
斥
に
よ
っ
て
顔
を
破
壊
さ

れ
た
石
仏
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
く
れ
た
。

　

中
国
に
お
い
て
も
、
仏
教
弾
圧
の
時
代
が
あ
る
。
そ
れ
は
宗
教
抗
争
と
い
う

よ
り
も
経
済
的
世
俗
的
動
機
が
多
い
と
さ
れ
る
。
儒
教
の
合
理
主
義
と
夷
狄
の

宗
教
で
あ
る
仏
教
の
迷
信
性
が
対
立
し
た
り
、
道
教
と
の
相
克
が
時
代
を
席
巻

し
た
。
中
国
で
三
武
一
宗
の
四
大
弾
圧
と
呼
ん
で
い
る
最
大
の
も
の
で
あ
る
会

昌
五
年
（
八
四
五
）
の
弾
圧
は
道
教
に
凝
っ
た
唐
武
宗
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。

円
仁
は
訪
れ
た
唐
で
こ
れ
に
遭
遇
し
た
の
で
あ
る
。
還
俗
さ
せ
ら
れ
た
り
、
旅

程
に
さ
ら
な
る
困
難
を
余
儀
無
く
さ
れ
た
こ
と
は
、『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』

に
詳
し
い
。

　

宮
柊
二
の
『
山
西
省
』
は
戦
地
歌
集
と
し
て
あ
ま
り
に
有
名
で
あ
る
。
英
子

夫
人
の
海
外
各
地
へ
の
旅
行
詠
は
多
彩
で
歌
数
で
も
他
を
圧
倒
し
て
い
る
。
な

か
で
も
、『
山
西
省
』
ゆ
か
り
を
訪
ね
た
旅
行
詠
に
は
格
別
の
叙
情
が
あ
る
。

　
　

 　

柊
二
の
死
ん
だ
の
は
、
つ
い
先
ご
ろ
と
思
う
の
に
、
い
つ
の
間
に
か
一

年
半
が
経た

っ
た
。
改
め
て
歌
集
を
と
り
出
し
て
読
み
か
え
す
と
、
生
前
気

付
か
ず
に
過
ぎ
て
い
た
歌
に
出
会
っ
て
、
ハ
ッ
と
そ
こ
で
立
ち
止
ま
る
。

　
　
　

中
国
に
兵
な
り
し
日
の
五
ヶ
年
を
し
み
じ
み
思
ふ
戦
争
は
悪
だ

　
　
　

あ
つ
き
夏
の
空
と
な
り
た
り
仰
ぎ
つ
つ
若
く
兵
な
り
し
山
西
省
お
も
ふ

　
　

 　

山
西
省
を
詠
ん
だ
晩
年
の
歌
の
う
ち
「
戦
争
は
悪
だ
」
の
方
は
、
昭
和

五
十
九
年
一
月
の
朝
日
新
聞
新
春
詠
だ
っ
た
が
、
発
表
当
時
か
ら
「
戦
争

は
悪
だ
」が
喧け

ん
で
ん伝

さ
れ
て
い
た
。
そ
の
前
年
の
、コ
ス
モ
ス
三
十
周
年
パ
ー

テ
ィ
で
、
突
如
マ
イ
ク
を
握
っ
た
柊
二
が
非
核
署
名
を
呼
び
か
け
て
い
た

こ
と
も
あ
っ
て
、
あ
わ
せ
て
こ
の
歌
が
評
判
に
な
っ
た
。

　
　

 　
「
あ
つ
き
夏
の
」
の
方
は
、
死
ぬ
前
年
の
六
十
年
九
月
号
「
短
歌
現
代
」

に
載
っ
た
一
連
の
中
の
歌
だ
が
、
こ
の
歌
に
は
ポ
イ
ン
ト
が
な
い
の
で
、

む
し
ろ
「
ま
た
柊
二
の
山
西
省
か
」
ぐ
ら
い
で
読
み
過
ご
さ
れ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、私
は
い
ま
こ
の
歌
を
し
み
じ
み
読
み
か
え
す
。

こ
の
歌
に
引
か
れ
る
。
柊
二
の
山
西
省
へ
の
思
い
が
痛
い
よ
う
に
響
い
て

く
る
。
気
付
く
の
が
遅
か
っ
た
。

　
　

 　

柊
二
の
出
征
は
昭
和
十
四
年
八
月
、
二
十
七
歳
で
あ
っ
た
。
青
春
と
い

う
に
は
お
そ
い
が
、
そ
の
お
そ
い
青
春
の
、
独
身
時
代
の
す
べ
て
を
五
年

間
戦
地
で
過
ご
し
た
。「
若
く
兵
な
り
し
」
と
、
老
い
て
も
感
慨
を
た
た

え
て
詠
う
柊
二
の
心
に
至
り
得
な
か
っ
た
後
悔
に
さ
い
な
ま
れ
て
、
私
は

柊
二
の
戦
い
過
ご
し
た
山
西
省
を
訪
ね
て
み
よ
う
、
と
強
く
思
う
よ
う
に

な
っ
た
。
柊
二
の
、
と
い
う
よ
り
み
ず
か
ら
の
騒さ

わ
だ立

つ
心
を
し
ず
め
る
巡
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礼
の
旅
と
言
っ
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
『
雁
信
片
々
』
で
宮
英
子
が
語
る
旅
の
動
機
は
ど
の
よ
う
な
解
説
よ
り
説
得

力
が
あ
る
。昭
和
四
十
九
年
七
月
西
ト
ル
キ
ス
タ
ン
、つ
ま
り
ソ
蓮
シ
ル
ク
ロ
ー

ド
方
面
を
ス
タ
ー
ト
に
宮
英
子
は
、
精
力
的
に
海
外
旅
行
を
し
て
い
る
。
中
国

へ
の
初
旅
は
、
日
中
友
好
国
交
回
復
十
年
を
経
た
昭
和
五
十
七
年
八
月
で
、
富

山
県
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
調
査
隊
に
参
加
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。山
西
省
へ
の
旅
は
、

第
一
回
昭
和
六
十
三
年
四
月
、
コ
ス
モ
ス
の
有
志
に
田
谷
鋭
や
高
野
公
彦
が
同

行
し
て
い
る
。
こ
れ
は
宮
柊
二
の
死
後
実
施
さ
れ
た
「
山
西
省
柊
二
の
旅
」
で

あ
り
、
そ
の
後
回
を
重
ね
て
い
く
。『
天
蒼
々
』
か
ら
前
掲
し
た
作
品
は
、
桑

原
正
紀
編
「
宮
英
子
渡
航
記
録
一
覧
」
に
よ
る
と
第
五
回
目
の
も
の
に
あ
た
る
。

　

宮
柊
二
生
前
に
計
画
さ
れ
た
山
西
省
へ
の
旅
は
、
初
回
は
朝
日
歌
壇
の
も
の

で
、
ご
本
人
も
車
椅
子
で
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
ド
ク
タ
ー
ス
ト
ッ
プ
が
か

か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
コ
ス
モ
ス
で
独
自
に
計
画
し
た
も
の
は
、
大
隊

本
部
の
あ
っ
た
寧
武
へ
は
行
け
ず
、
コ
ス
モ
ス
の
種
を
思
う
場
所
に
蒔
い
た
と

い
う
。
そ
の
五
年
後
に
『
雁
信
片
々
』
に
熱
い
思
い
で
語
ら
れ
る
宮
英
子
に
よ

る
「
山
西
省
へ
の
旅
」
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

　
　

咲
き
そ
め
し
百ひ

ゃ
く
じ
つ
こ
う

日
紅
の
く
れ
な
ゐ
を
庭
に
見
返
り
出い

で
た征

た
む
と
す

　
　

し
ば
し
程ほ

ど
ふ
ん
が

汾
河
の
ほ
と
り
に
下お

り
い
ゆ
く
緬
羊
の
群む

れ

を
目ま

お追
ひ
優
し
む

　
　

こ
ろ
ぶ
し
て
銃
抱か

か

へ
た
る
わ
が
影
の
黄
河
の
岸
の
一
人
の
兵
の
影

　
　

滹こ
だ
が
は

沱
河
の
水
の
響
の
空
を
打
ち
秋
は
来き

に
け
り
大
き
石
の
影

　
　

こ
ゑ
あ
げ
て
哭
け
ば
汾
河
の
河
音
の
全ま

た

く
絶
え
た
る
霜し

ま
よ
か
ざ
お
と

夜
風
音

 

宮
柊
二
『
山
西
省
』
一
九
四
九
年
刊

　
『
山
西
省
』
の
世
界
を
論
じ
る
こ
と
が
、
こ
の
論
の
主
題
で
は
な
い
の
で
、

深
く
立
ち
入
ら
な
い
が
、
宮
英
子
の
旅
行
詠
の
背
後
に
あ
る
巨
大
な
も
の
と
し

て
、
若
干
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

　

昭
和
十
四
年
召
集
さ
れ
て
、
横
浜
鶴
見
道
灌
山
の
家
で
出
征
の
歌
を
詠
う
。

十
五
年
山
西
省
に
至
り
、
汾
河
の
ほ
と
り
の
歌
に
は
、
ま
だ
人
間
的
ゆ
と
り
が

あ
る
。
し
だ
い
に
戦
争
の
状
況
の
中
に
入
り
こ
み
、
読
み
す
す
む
の
が
つ
ら
い

と
思
わ
せ
る
作
品
に
な
っ
て
い
く
。
大
黄
河
に
ま
う
一
兵
の
影
こ
そ
は
、
そ
の

象
徴
と
も
い
え
る
。
そ
の
後
『
山
西
省
』
の
代
表
歌
と
し
て
多
く
の
記
憶
に
あ

る
滹
沱
河
の
歌
が
登
場
す
る
。
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
よ
い
響
き
を
持
つ
こ
の
歌
に
は
情
景
を
形
成
す
る
詩
的
パ

ワ
ー
が
あ
る
。
緊
密
な
精
神
と
言
葉
の
は
り
が
、
詩
的
イ
メ
ー
ジ
を
創
造
す
る

の
で
あ
る
。や
が
て
十
八
年
十
一
月
師
北
原
白
秋
逝
去
の
報
を
受
け
慟
哭
す
る
。

律
高
く
「
塞
下
悲
報
」
十
三
首
は
奏
で
ら
れ
る
。
や
が
て
「
帰
還
暫
日
」
で
歌

集
一
巻
の
ド
ラ
マ
は
終
結
す
る
。

　

小
高
賢
は
『
宮
柊
二
と
そ
の
時
代
』
で
、『
山
西
省
』
の
構
成
や
作
品
の
初

出
や
未
発
表
既
発
表
等
詳
細
に
検
討
し
た
う
え
で
、
戦
争
文
学
と
し
て
豊
か
な

真
実
を
提
供
し
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。
事
実
で
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
議
論

が
優
先
さ
れ
る
こ
と
は
文
学
と
し
て
の
厚
み
や
、
真
実
を
軽
ん
じ
る
こ
と
に
な

り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
戦
後
の
作
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
の
は
あ
る
に
し
て

も
、
歌
集
と
し
て
の
価
値
を
損
な
う
も
の
で
は
な
い
。

　
『
山
西
省
』
を
遺
産
の
よ
う
に
継
承
す
る
結
社
「
コ
ス
モ
ス
」
が
、
そ
の
歌

枕
を
訪
う
旅
を
何
度
も
実
行
す
る
の
は
、
文
学
エ
ネ
ル
ギ
ー
だ
と
言
え
る
。
そ

の
旅
行
詠
の
中
で
、
宮
英
子
の
洛
陽
を
詠
っ
た
短
歌
は
む
し
ろ
軽
く
感
じ
さ
せ

る
の
で
あ
る
が
、
戦
場
で
あ
っ
た
山
西
省
を
や
や
離
れ
て
、
東
都
洛
陽
と
龍
門

を
訪
う
と
き
の
深
呼
吸
す
る
ご
と
き
叙
情
を
肯
定
し
た
い
。
む
し
ろ
そ
っ
け
な
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い
か
に
み
え
る
宮
英
子
の
歌
も
そ
の
意
味
に
お
い
て
重
い
の
で
あ
る
。

　
　

山
西
省
東
流
し
ゆ
く
滹こ

だ
が
は

沱
河
を
さ
か
の
ぼ
り
し
ば
し
渚
に
憩
ふ

　
　

青
の
樹
の
川
原
の
楊や

な
ぎひ

と
む
ら
に
川
音
を
聞
く
歩
み
入
り
来
て

 

宮
英
子
『
ゑ
そ
ら
ご
と
』
一
九
九
一
年
刊

　
　

茫
漠
と
流
れ
来
て
か
つ
流
れ
去
る
た
だ
ざ
ま
に
し
て
滹こ

だ
が
は

沱
川
ひ
ろ
し

　
　

柊
二
遺
髪
を
埋
め
し
目
じ
る
し
の
白ど

ろ
や
な
ぎ楊汾

河
源
流
の
青
き
ひ
と
む
ら

　

 
宮
英
子
『
幕
間
―
ア
ン
ト
ラ
ク
ト
』
一
九
九
五
年
刊

　
　

今
年
ま
た
棗
の
老お

い
き木

に
会
ひ
に
け
り
山
西
省
滹こ

だ
が
は

沱
川
の
道
し
る
べ
な
る

　
　

滹
沱
川
を
越
え
て
入
り
ゆ
く
木
原
み
ち
し
み
ら
に
青
し
棗
の
林
は

 

『
天
蒼
々
』

　

繰
り
返
し
詠
い
継
が
れ
る
滹
沱
河
は
詩
的
磁
場
を
獲
得
し
て
い
る
。
さ
き
の

『
雁
信
片
々
』
の
「
滹
沱
河
を
求
め
て
」
に
よ
る
と
、
五
台
山
の
裾
を
清
冽
に

流
れ
る
清
水
川
が
滹
沱
河
に
合
流
す
る
。
柊
二
の
歌
の
滹
沱
河
は
、
清
水
川
の

下
流
つ
ま
り
滹
沱
河
上
流
で
の
五
台
作
戦
の
と
き
詠
ん
だ
も
の
ら
し
い
。
原
平

付
近
の
河
に
も
本
流
に
も
「
大
き
石
の
影
」
の
面
影
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

　
　

黄
河
本
流
に
遭
わ
む
願
い
に
連
れ
ら
る
る
邙ぼ

う
ざ
ん山

の
道
黄
土
捲
き
上
ぐ
る

　
　

一
人
間
文
明
の
発
生
を
こ
の
岸
に
思
え
と
や
黄
河
の
濁
り
地
を
浸
す
は
て

　
　

倭
の
使
人
遥
か
朝
貢
し
こ
こ
に
至
る
彼
ら
「
黥
面
文
身
」
の
民

　
　

暮
れ
落
ち
て
洛
陽
に
入
る
こ
ろ
影
立
て
る
漢
魏
の
故
城
土
坡
を
そ
れ
と
て

 

近
藤
芳
美
『
メ
タ
セ
コ
イ
ア
の
庭
』
一
九
九
六
年
刊

　

後
漢
の
光
武
帝
の
金
印
「
倭
奴
国
王
印
」
や
「
魏
志
倭
人
伝
」
に
と
も
な
う

邪
馬
台
国
論
争
を
、歴
史
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
と
し
て
享
受
し
楽
し
ん
で
き
た
。

近
年
歴
史
学
や
人
類
学
等
の
進
展
に
と
も
な
い
、
倭
人
像
も
変
化
し
て
来
て
い

る
。
鳥
越
憲
三
郎
著『
中
国
正
史
・
倭
人
・
倭
国
伝
全
釈
』は
、『
漢
書
』か
ら『
旧

唐
書
』
ま
で
十
一
種
の
史
書
の
倭
人
・
倭
国
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
を
読
み
下

し
、
語
注
解
説
し
た
労
作
で
あ
る
。
そ
れ
は
〈
中
国
の
南
部
に
横
た
わ
る
長
江

流
域
に
発
祥
し
、
稲
作
と
高
床
式
住
居
を
顕
著
な
文
化
的
特
質
と
し
て
、
東
南

ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
諸
島
嶼
、
さ
ら
に
朝
鮮
半
島
中
・
南
部
か
ら

日
本
列
島
に
移
動
分
布
し
た
民
族
で
、
そ
れ
を
「
倭
族
」
と
い
う
新
し
い
概
念

で
捉
え
た
〉
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
「
倭
人
」
と
い
う
語
の
先
学
者
の
誤
り
や
、

辞
書
的
常
識
の
誤
解
を
指
摘
し
、〈
黄
河
流
域
を
原
住
地
と
し
て
政
治
的
・
軍

事
的
に
覇
権
を
掌
握
し
た
民
族
が
、
と
り
わ
け
秦
・
漢
の
時
代
以
降
、
彼
ら
の

迫
害
に
よ
っ
て
四
散
亡
命
し
た
長
江
流
域
の
原
住
民
に
対
し
て
、
蔑
ん
で
つ
け

た
卑
称
〉
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
論
説
で
リ
セ
ッ
ト
さ
れ
る
邪
馬

台
国
論
争
等
あ
る
こ
と
は
、
夢
を
く
だ
か
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
拡
大
す
る
こ
と

で
も
あ
る
だ
ろ
う
。　

　

山
口
県
に
は
土
井
ヶ
浜
遺
跡
が
あ
り
、
海
を
み
つ
め
る
三
百
体
弥
生
人
骨
が

あ
る
。
そ
の
人
類
学
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
館
長
の
松
下
孝
幸
氏
の
ご
講
演
や
著
書
の

「
始
皇
帝
に
追
わ
れ
て
大
陸
を
逃
れ
た
人
々
」
と
い
う
説
に
驚
い
た
記
憶
と
も

重
な
り
、
洛
陽
に
朝
貢
し
た
「
倭
人
」
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
の
果
て
に
津
波
が

押
し
寄
せ
て
ど
こ
か
に
連
れ
去
ら
れ
る
感
に
襲
わ
れ
る
。

　
「
黥
面
文
身
」は
、『
後
漢
書
』か
ら『
三
国
志
』の「
魏
志
東
夷
伝
倭
人
」『
晋

書
』
に
ま
で
み
え
る
記
述
で
あ
る
。
近
年
ま
で
琉
球
・
台
湾
に
残
り
、
今
で
は

雲
南
省
奥
地
の
独
竜
族
に
し
か
見
え
な
い
入
れ
墨
―
「
黥
面
」
は
顔
面
に
施
し
、

「
文
身
」
は
身
体
に
施
す
―
で
あ
る
。

　

近
藤
芳
美
の
胸
中
に
、
ど
の
時
点
で
の
歴
史
的
見
解
が
あ
り
、
こ
の
「
倭
人
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の
使
者
」
を
詠
っ
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
茫
洋
と
し
た
思
い
は
伝
わ
っ

て
く
る
。
洛
陽
博
物
館
二
階
に
あ
る
魏
書
の
拡
大
版
の
前
に
立
っ
た
と
き
、
同

様
の
思
い
は
抱
い
た
が
、
入
れ
墨
を
短
歌
に
取
り
込
ん
で
作
品
化
し
よ
う
と
は

思
わ
な
か
っ
た
。「
倭
人
」
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
、
卑
弥
呼
の
使
者
は
来
た

の
か
と
い
う
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
の
方
が
私
に
は
好
ま
し
か
っ
た
。

　

近
藤
芳
美
が
「
一
人
間
と
文
明
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
思
想
と
し
て
持
ち
続
け

た
こ
と
は
明
解
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
文
明
発
祥
の
地
で
あ
り
、
中
国
九
朝
の

帝
都
で
あ
る
洛
陽
で
、「
倭
人
」
と
リ
ン
ク
し
な
が
ら
叙
情
し
た
の
で
あ
る
。

 　
　

は
る
か
こ
の
あ
た
り
ま
で
来
て
光
武
帝
に
金
印
賜
う
と
君
に
知
る
も
の
を

　
　

則
天
武
后
の
殺
し
し
長
子
の
低
き
塚
麦
の
野
遠
く
見
つ
つ
行
く
旅

　
　

い
ず
く
行
き
て
も
麦
畑
曠
く
熟
れ
初
む
る
さ
き
わ
い
あ
り
て
訪
る
る
洛
陽

 

近
藤
と
し
子
『
さ
い
か
ち
の
道
』
一
九
九
七
年
刊

　

と
し
子
夫
人
の
『
さ
い
か
ち
の
道
』
中
「
黄
河
」
の
作
品
で
あ
る
。
夫
妻
の

度
重
な
る
中
国
へ
の
旅
は
多
く
の
旅
行
詠
を
生
み
、
濃
や
か
な
観
察
と
人
間
へ

の
思
想
が
一
貫
し
て
安
定
し
た
叙
情
を
創
造
し
て
い
る
。

　

西
安
・
洛
陽
は
中
国
大
陸
の
二
代
古
都
で
あ
り
、
大
帝
国
を
な
し
た
歴
史
の

帝
都
で
あ
る
。
中
国
に
惹
か
れ
る
も
の
に
と
っ
て
大
幻
想
の
地
で
も
あ
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
古
都
幻
想
と
現
前
の
人
民
都
市
の
は
ざ
ま
で
い
か
に
詠
ず
る
か
は
歌

人
に
と
っ
て
大
い
な
る
課
題
で
あ
る
と
同
時
に
悦
楽
で
も
あ
る
。
戦
争
体
験
を

内
在
し
た
近
藤
芳
美
・
宮
柊
二
と
そ
の
夫
人
達
の
中
国
旅
行
詠
を
中
心
に
現
代

短
歌
が
表
現
す
る
二
都
を
論
じ
た
。

【
主
要
参
考
文
献
】

『
長
安
の
春
』
石
田
幹
之
助　

東
洋
文
庫 

平
凡
社

『
中
国
の
都
城
２
長
安
・
洛
陽
物
語
』 

集
英
社

『
近
藤
芳
美
集
』
近
藤
芳
美 

岩
波
書
店

『
雁
信
片
々
』
宮
英
子 

本
阿
弥
書
店

『
杜
甫
の
旅
』
田
川
純
三 

新
潮
選
書

『
中
国
文
明
の
成
立
』
杉
丸
道
雄
・
永
田
永
生 

講
談
社

『
東
ア
ジ
ア
の
世
界
帝
国
』
尾
形
勇 

講
談
社

『
長
安
』
佐
藤
武
敏 

講
談
社
学
術
文
庫

『
円
仁
唐
代
中
国
へ
の
旅
／「
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
」
の
研
究
』

エ
ド
ウ
ィ
ン
・
Ｏ
・
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー　

田
村
完
誓
訳 

講
談
社
学
術
文
庫

「
支
那
南
北
記
」
世
界
紀
行
文
学
全
集
木
下
杢
太
郎 

修
道
社

『
中
国
正
史　

倭
人
・
倭
国
全
釈
』
鳥
越
憲
三
郎 

中
央
公
論
社

『
日
本
人
と
弥
生
人
』
松
下
孝
幸 

祥
伝
社

『
宮
柊
二
と
そ
の
時
代
』
小
高
賢 

五
柳
書
院

『
鑑
賞
・
現
代
短
歌　

近
藤
芳
美
』
小
高
賢 

本
阿
弥
書
店

『
宮
英
子
の
歌
』
桑
原
正
紀 

雁
書
館

『
全
唐
詩
簡
編
』
高
文
編 

上
海
古
籍
出
版
社

【
引
用
詩
歌
テ
キ
ス
ト
】　

『
近
藤
芳
美
集
』
近
藤
芳
美 

岩
波
書
店

『
溢
れ
ゆ
く
泉
』
近
藤
と
し
子 

雁
書
館

「
未
来
」
一
九
八
一
年 

未
来
短
歌
会

『
川
口
美
根
子
全
歌
集
』
川
口
美
根
子 

沖
積
社

『
さ
い
か
ち
の
道
』
近
藤
と
し
子 

砂
子
屋
書
房
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『
天
蒼
々
』
宮
英
子 

短
歌
新
聞
社

『
山
西
省
』
現
代
短
歌
全
集 

筑
摩
書
房

『
ゑ
そ
ら
ご
と
』
宮
英
子 

石
川
書
房

『
幕
間
―
ア
ン
ト
ラ
ク
ト
』
宮
英
子 

石
川
書
房

『
杜
甫　

下
』
中
國
詩
人
選
集 

岩
波
書
店

『
漢
詩
の
事
典
』 

大
修
館
書
店

『
白
氏
文
集
』
新
釈
漢
文
大
系 

明
治
書
院

 

（
た
か
さ
き
・
あ
つ
こ
）
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