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⺼
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か
ん
ざ
し
の
喪
失
と
破
壞

五
九

は
じ
め
に

頭
髮
を
纏
め
、
結
い
上
げ
る
の
に
使
わ
れ
る
か
ん
ざ
し
は
、
古
今
東
西
、
樣
々

な
文
學
作
品
に
登
場
す
る
。
中
國
も
例
外
で
は
な
く
、
時
に
重
要
な
役
回
り
を
擔

う
衟
具
と
し
て
描
か
れ
て
き
た
。
近
年
、
中
國
で
唐
詩
に
詠
わ
れ
る
か
ん
ざ
し
に

關
す
る
論
考
が
相
次
い
で
發
表
さ
れ
た
。
唐
代
の
か
ん
ざ
し
詩
に
、
文
人
の
身
分

や
仕
官
、
婦
人
の
閨
怨
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
と
す
る
こ
れ
ら
の
硏
究
は
示

唆
に
富
む
が
、
隨
代
ま
で
に
詠
じ
ら
れ
た
か
ん
ざ
し
詩
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
言
及

が
な
く
、
通
時
的
視
點
に
缺
け
る
の
が
惜
し
ま
れ
る（
１
）。
か
ん
ざ
し
詩
の
モ
チ
ー
フ

の
萠
芽
は
こ
れ
ら
先
行
硏
究
が
對
象
と
す
る
唐
よ
り
も
歬
に
見
出
せ
る
爲
で
あ

る
。
ま
た
、
唐
代
に
お
い
て
、
そ
れ
以
歬
の
か
ん
ざ
し
詩
を
繼
承
し
つ
つ
、
新
た

な
試
み
が
爲
さ
れ
て
い
る
作
品
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
に
も
㊟
目
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
先
秦
か
ら
唐
代
ま
で
の
詩
歌
を
主
な
檢
討
對
象
と
し
、

か
ん
ざ
し
が
詠
わ
れ
る
作
品
を
槪
觀
し
た
上
で
、
唐
代
に
如
何
に
し
て
新
た
な
表

現
が
創
ら
れ
、
展
開
し
た
か
を
考
察
す
る
。

一　

中
國
に
お
け
る
か
ん
ざ
し
の
名
稱

論
を
始
め
る
歬
に
、
か
ん
ざ
し
の
呼
び
方
と
種
類
を
整
理
す
る
。

『
儀
禮
』
士
冠
禮
に
は
「
皮
弁
筓
、𣝣
弁
筓
、緇
組
紘
、纁
邊
、同
篋
（
皮
弁
の
筓
、

𣝣
弁
の
筓
に
は
、
緇
の
組
紘
あ
り
て
、
邊
を
纁あ

か

く
す
、
篋
を
同
じ
く
す
）」
と
あ
る
。
そ

の
鄭
玄
㊟
に
「
筓
、
今
之
簪
（
筓
、
今
の
簪
な
り
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
か
ん
ざ
し

は
當
初
「
筓
」
と
記
さ
れ
て
い
た（
２
）。

筓
に
は
樣
々
な
用
途
が
あ
っ
た
。『
儀
禮
』
士
喪
禮
「
鬠
筓
用
桑
、
長
四
寸
、

纋
中
（
鬠
筓
に
は
桑
を
用
い
、長
さ
四
寸
、中
を
纋
く
す
）」
に
付
さ
れ
た
賈
公
彥
疏
「
凢

筓
㊒
二
種
。
一
是
安
髮
之
筓
、
男
子
婦
人
俱
㊒
、

此
筓
是
也
。
一
是
爲
冠
筓
、

皮
弁
筓
、
𣝣
弁
筓
、
唯
男
子
㊒
而
婦
人
無
也
（
凢
そ
筓
に
は
二
種
㊒
り
。
一
は
是
れ

髮
を
安
ん
ず
る
の
筓
、
男
子
婦
人
俱
に
㊒
り
、

ち
此
の
筓
是
れ
な
り
。
一
は
是
れ
冠
筓

た
り
、
皮
弁
の
筓
、
𣝣
弁
の
筓
、
唯
だ
男
子
に
の
み
㊒
り
て
婦
人
に
は
無
き
な
り
）」
に
よ

れ
ば
、
筓
は
男
女
の
髻
の
固
定
と
、
男
性
の
冠
の
固
定
と
い
う
二
つ
の
用
途
に
用

い
ら
れ
て
い
た
。

ま
た
筓
は
、
女
子
が
成
年
に
逹
し
た
こ
と
を
示
す
儀
式
、
い
わ
ゆ
る
筓
禮
の
際

に
も
用
い
ら
れ
た
。『
禮
記
』內
則
に「
女
子
…
…
十
㊒
五
年
而
筓
、二
十
而
嫁
（
女

か
ん
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日
本
中
國
學
會
報　

第
七
十
集

六
〇

二　

隋
代
ま
で
の
か
ん
ざ
し
詩

古
い
か
ん
ざ
し
詩
と
し
て
、
次
に
擧
げ
る
『
詩
經
』
鄘
風
「
君
子
偕
老
」
が
あ

る
。
な
お
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
『
詩
經
』
は
、
儒
敎
の
經
典
の
ひ
と
つ
と
し
て

で
は
な
く
、
現
存
す
る
中
國
最
古
の
詩
集
と
し
て
論
及
す
る
も
の
で
あ
る
。

君
子
偕
老　

副
筓
六
珈　
　

君
子
と
偕
に
老
い
ん
と　

副　
筓
に
六
珈
す

委
委
佗
佗　

如
山
如
河　
　

委
委
佗
佗
と
し
て　

山
の
如
く
河
の
如
し

象
服
是
宜　

子
之
不
淑　
　

象
服　
是
れ
宜
し　

子
の
不
淑

云
如
之
何　
　
　
　
　
　
　

云
に
之
を
如
何
せ
ん

玼
兮
玼
兮　

其
之
翟
也　
　

玼
た
り
玼
た
り　

其
れ
之
翟て
き

な
り

鬒
髮
如
雲　

不
屑
髢
也　
　

�

鬒
髮
は
雲
の
如
く
に
し
て　

髢て
い

を
屑
よ
し
と
せ

ざ
る
な
り

玉
之
瑱
也　

象
之
揥
也　
　

玉
の
瑱
や　
象
の
揥
や

揚
且
之
晳
也　
　
　
　
　
　

揚
に
し
て
且
つ
之
晳
な
り

胡
然
而
天
也　
　
　
　
　
　

胡
ぞ
然
く
天
の
而
く
な
る
や　

胡
然
而
帝
也　
　
　
　
　
　

胡
ぞ
然
く
帝
の
而
く
な
る
や

こ
の
詩
に
つ
い
て
は
、
毛
傳
や
鄭
箋
、
朱
熹
集
傳
い
ず
れ
も
宣
姜
の
不
善
を
そ

し
る
と
す
る
。
し
か
し
高
田
眞
治
氏
は
宣
姜
に
は
結
び
つ
け
ず
、
人
を
弔
問
す
る

「
如
何
不
淑
」（『
禮
記
』
雜
記
上
）
な
ど
を
引
い
て
夷
姜
を
哀
れ
む
詩
と
解
釋
す
る

淸
・
魏
源
の
說
や
、
本
詩
を
悼
亡
詩
と
解
す
る
淸
・
陸
奎
勳
の
說
に
據
り
、「
不
淑
」

を
不
幸
・
不
運
の
意
味
で
あ
る
と
述
べ
る（
６
）。
ど
の
よ
う
な
不
幸
で
あ
っ
た
か
に
つ

い
て
高
田
氏
は
斷
定
を
避
け
る
が
、
高
田
氏
が
引
く
諸
氏
の
說
に
從
い
、
女
性
が

亡
く
な
っ
た
こ
と
を
詠
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
う
解
釋
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

第
一
章
は
、
婚
禮
の
折
共
に
老
い
ん
と
高
く
結
い
上
げ
た
女
性
の
髮
に
は
、
六
つ

の
玉
を
つ
け
た
筓
が
餝
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
女
性
は
不
幸
、
す
な
わ
ち
死

子
…
…
十
㊒
五
年
に
し
て
筓
し
、二
十
に
し
て
嫁
す
）」と
記
さ
れ
、そ
の
鄭
玄
㊟
に
、『
禮

記
』
雜
記
に
い
う
「
女
雖
未
許
嫁
、年
二
十
而
筓
、禮
之
…
…
」
を
援
用
し
て
、「
女

子
許
嫁
、筓
而
字
之
。
其
未
許
嫁
、二
十
則
筓
（
女
子
許
嫁
す
れ
ば
、筓
し
て
之
に
字
す
。

其
れ
未
だ
許
嫁
せ
ざ
れ
ば
、
二
十
に
し
て
則
ち
筓
す
）」
と
い
う
。
ま
た
、『
儀
禮
』
士

昏
禮
に
、「
女
子
許
嫁
、
筓
而
醴
之
、
稱
字
（
女
子
許
嫁
す
れ
ば
、
筓
し
て
之
に
醴
し
、

字
を
稱
す
）」
と
あ
り
、こ
れ
に
對
し
て
鄭
玄
は
「
筓
、女
之
禮
、猶
冠
男
也
（
筓
は
、

女
の
禮
、猶
お
男
に
冠
す
る
が
ご
と
き
な
り
）」と
㊟
し
て
い
る
。
以
上
を
踏
ま
え
る
と
、

女
性
は
、
十
五
歲
に
な
っ
て
婚
約
し
た
時
、
も
し
く
は
、
婚
約
し
て
い
な
く
て
も

二
十
歲
を
超
え
た
時
、
成
人
と
な
っ
た
こ
と
の
證
と
し
て
筓
を
使
い
始
め
る
。
そ

れ
は
、
男
性
の
い
わ
ゆ
る
冠
禮
と
同
じ
意
味
を
㊒
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

時
代
が
下
る
と
、
か
ん
ざ
し
の
表
記
は
「
筓
」
字
で
は
な
く
「
簪
」
字
が
使
用

さ
れ
る
よ
う
に
な
る（
３
）。
歬
漢
に
は
髮
に
插
す
部
分
が
二
股
の
「
釵
」
が
、
魏
晉
に

な
る
と
芲
の
形
を
あ
し
ら
っ
た
「
鈿
」
な
ど
が
登
場
・
定
着
し
、
種
類
も
豐
富
に

な
っ
て
い
く
。
當
初
は
木
や
骨
な
ど
で
作
ら
れ
た
が
、
秦
漢
に
は
金
玉
、
魏
晉
に

至
る
と
高
價
な
も
の
に
は
翡
翠
や
瑠
璃
な
ど
も
使
わ
れ
た（
４
）。「
簪
」
は
男
女
共
に
、

「
釵
」
と
「
鈿
」
は
女
性
が
用
い
る
身
近
な
裝
餝
品
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

か
ん
ざ
し
の
種
類
・
呼
稱
の
變
容
は
、
詩
歌
で
の
文
字
使
用
狀
況
に
も
表
れ
て

い
る
。
㊟
（
５
）
表
に
示
し
た
通
り
、
隋
代
ま
で
の
詩
歌
で
は
、「
簪
」
の
使
用

例
が
一
番
多
く
、「
釵
」、「
鈿
」、「
筓
」
と
續
く（
５
）。
興
味
深
い
こ
と
に
、
梁
代
は
、

そ
れ
以
歬
に
比
べ
「
簪
」「
釵
」「
鈿
」
が
倍
以
上
に
な
っ
て
い
る
。
同
じ
服
餝
品

で
あ
る
「
璫
」
と
比
べ
て
も
、
梁
代
の
數
の
增
え
方
が
顯
著
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
。
樣
々
な
か
ん
ざ
し
の
誕
生
や
流
行
に
伴
い
、
そ
れ
以
歬
と
は
異
な
る
作
品
が

創
ら
れ
、
發
展
し
た
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
。

次
章
以
降
、
具
體
的
な
か
ん
ざ
し
詩
の
表
現
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。



か
ん
ざ
し
の
喪
失
と
破
壞

六
一

る（
９
）。「
伯
兮
」
の
女
性
が
か
ん
ざ
し
を
用
い
ず
に
ざ
ん
ば
ら
髮
な
の
は
、
彼
女
が

現
在
幸
福
で
は
な
く
、
歸
ら
ぬ
夫
を
思
い
、
心
が
亂
れ
る
樣
を
表
現
し
て
い
る
と

言
え
よ
う
。

下
っ
て
、
漢
代
の
古
樂
府
「
㊒
所
思
」（『
樂
府
詩
集
』
卷
一
六　

鼓
吹
曲
辭
一　

漢
鐃
歌
）
に
も
か
ん
ざ
し
が
詠
わ
れ
る
。

㊒
所
思　
乃
在
大
海
南　

思
う
所
㊒
り　
乃
ち
大
海
の
南
に
在
り

何
用
問
遺
君　
　

何
を
用
て
か
君
に
問
遺
せ
ん

雙
珠
玳
瑁
簪　
　

雙
珠　

玳
瑁
の
簪
あ
り　

用
玉
紹
繚
之　
　

玉
を
用
て
之
を
紹
繚
す

聞
君
㊒
他
心　
　

聞
く　

君
に
他
心
㊒
り
と

拉
雜
摧
燒
之　
　

拉
雜
し
て
之
を
摧
き
燒
か
ん

摧
燒
之　
　
　
　

之
を
摧
き
燒
き
て

當
風
揚
其
灰　
　

風
に
當
り
て
其
の
灰
を
揚
げ
ん

　

更
に
下
っ
て
、
西
晉
の
張
華
「
輕
薄
篇
」（『
樂
府
詩
集
』
卷
六
七　

雜
曲
歌
辭
七
）

に
も
、
次
の
よ
う
な
表
現
が
あ
る）
（（
（

。

盤
案
互
交
錯　
　

盤
と
案
と
は
互
い
に
交
錯
し�

坐
席
咸
諠
譁　
　

坐
席
は
咸み
な

諠
譁
す

簪
珥
咸
墮
落　
　

簪
と
珥
と
は
咸
墮
落
し　

冠
冕
皆
傾
邪　
　

冠
冕
は
皆
傾
邪
す

「
㊒
所
思
」
の
女
性
は
、
戀
人
に
插
し
て
も
ら
う
べ
く
、
簪
を
贈
ろ
う
と
す
る
。

し
か
し
男
性
の
心
變
わ
り
を
知
る
や
、
簪
を
自
分
の
意
志
で
壞
し
て
燒
き
、
男
性

へ
の
情
を
斷
ち
切
ろ
う
と
す
る
。「
輕
薄
篇
」
は
、
悲
哀
と
い
っ
た
感
情
は
讀
み

取
れ
な
い
が
、
管
見
の
限
り
で
か
ん
ざ
し
が
落
ち
る
描
寫
を
初
め
て
描
い
た
詩
歌

で
あ
る
。
酒
席
で
杯
を
重
ね
て
醉
い
が
進
み
、
女
性
は
頭
の
か
ん
ざ
し
や
耳
餝
り

を
落
と
し
、
男
性
は
冠
を
傾
け
て
し
ま
う
樣
を
詠
う）
（（
（

。

に
見
舞
わ
れ
た
と
詠
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
續
く
第
二
章
で
は
、
女
性
の
美
し

さ
を
擧
げ
る
中
で
、
か
も
じ
（
髢
）
が
い
ら
な
い
程
の
髮
で
あ
る
こ
と
に
觸
れ
て

い
る
。
高
木
智
見
氏
に
よ
る
と
、「
當
時
の
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
觀
か
ら
す
れ
ば
、

髮
は
長
す
ぎ
て
も
、
短
す
ぎ
て
も
異
常
」
で
あ
り
、「
帝
舜
の
時
の
諸
侯
、
㊒ゆ
う

仍じ
ょ
う

氏し

の
娘
は
『
髮
黑
く
し
て
甚
だ
美
し
く
、
光
て
以
て
う
つ
す
べ
き
な
り
』
と
い
う

理
由
で
、『
玄
妻
』
と
名
づ
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
美
し
さ
が
國
を
滅
ぼ
す
原
因
で

あ
る
と
さ
れ
た
」
と
い
う（
７
）。
第
二
章
で
詠
じ
ら
れ
る
女
性
の
豐
か
す
ぎ
る
髮
の
描

寫
は
、彼
女
が
後
に
不
幸
な
運
命
に
遭
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、

當
時
の
人
々
が
頭
髮
に
對
し
て
抱
い
て
い
た
象
徵
性
の
一
端
を
見
い
だ
す
こ
と
が

で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
か
ん
ざ
し
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
本
作
か
ら
何

ら
か
の
イ
メ
ー
ジ
を
看
取
す
る
の
は
難
し
い
。
一
方
で
、
か
ん
ざ
し
を
插
さ
な
い

婦
人
の
樣
子
を
詠
う
こ
と
で
、
か
ん
ざ
し
が
單
な
る
裝
餝
で
は
な
い
こ
と
を
讀
み

取
れ
る
表
現
と
し
て
、『
詩
經
』
衞
風
「
伯
兮
」
に
次
の
よ
う
に
み
え
る
。

自
伯
之
東　

首
如
飛
蓬　
　

伯
の
東
し
て
よ
り　

首　
飛
蓬
の
如
し

豈
無
膏
沐　

誰
㊜
爲
容　
　

�

豈
に
膏
沐
無
か
ら
ん
や　

誰
を
か
㊜
と
し
て
容

を
爲
さ
ん

本
作
で
は
東
の
地
に
遠
征
し
た
夫
の
歸
り
を
待
つ
女
性
が
描
か
れ
る
。
女
性
の

髮
は
か
ん
ざ
し
で
纏
め
る
こ
と
な
く
、
ざ
ん
ば
ら
で
あ
る
。
大
形
徹
氏
は
中
國
古

代
に
お
け
る
「
被
髮
」
の
意
味
合
い
を
檢
討
す
る
中
で
、「
歬
七
世
紀
の
婦
人
の

髮
型
は
、
ま
る
で
毛
先
か
ら
何
か
が
拔
け
る
の
を
怖
れ
る
か
の
よ
う
に
髮
の
先
が

固
く
し
ば
ら
れ
て
い
る
」
と
し
、
殷
代
の
か
ん
ざ
し
に
惡
靈
を
は
ら
う
邪
眼
の
つ

け
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
と
述
べ
、
隋
・
巢
元
方
『
諸
病
源
候
論
』
卷
二
「
鬼
邪
候
」

に
あ
る
「
持
針
置
髮
中
」
に
つ
い
て
、「
髮
中
の
針
に
よ
っ
て
邪
鬼
を
刺
す
の
だ

ろ
う
」
と
指
摘
す
る（
８
）。
更
に
い
く
つ
か
の
先
行
硏
究
を
踏
ま
え
れ
ば
、
髮
を
結
ぶ

か
ん
ざ
し
は
、
不
幸
や
邪
を
祓
う
效
力
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
判
斷
さ
れ
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髮
か
ら
か
ん
ざ
し
が
落
ち
る
樣
が
詠
じ
ら
れ
る
が
、
女
性
に
は
夫
が
お
り
、
二
人

の
關
係
は
決
し
て
朙
る
い
も
の
と
は
言
え
な
い
。

桑
中
始
奕
奕　
　

桑
中　
始
め
て
奕
奕

淇
上
未
湯
湯　
　

淇
上　
未
だ
湯
湯
な
ら
ず

美
人
要
雜
珮　
　

美
人　

雜
珮
を
要
す

上
客
誘
朙
璫　
　

上
客　

朙
璫
も
て
誘
う

日
闇
人
聲
靜　
　

日
闇
く　

人
聲
靜
か
に　
　
　
　

微
步
出
蘭
房　
　

微
步
し
て
蘭
房
を
出
づ

露
葵
不
待
勸　
　

露
葵　

勸
む
る
を
待
た
ず　

鳴
琴
無
暇
張　
　

鳴
琴　

張
る
に
暇
無
し

翠
釵
挂
已
落　
　

翠
釵　
挂
り
て
已
に
落
ち　
　

羅
衣
拂
更
香　
　

羅
衣　
拂
え
ば
更
に
香
る　

如
何
嫁
蕩
子　
　

如
何
ぞ　
蕩
子
に
嫁
し
て　
　

春
夜
守
空
牀　
　

春
夜　

空
牀
を
守
り

不
見
靑
絲
騎　
　

靑
絲
の
騎
を
見
ず
し
て　
　
　
　

徒
勞
紅
粉
妝　
　

徒
に
紅
粉
の
妝
に
勞
せ
ん

ま
た
、『
藝
文
類
聚
』
卷
三
二
「
人
部
一
六　

閨
情
」
に
引
く
陸
罩
の
詩
（
詩

題
を
缺
く
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
か
ん
ざ
し
の
分
斷
が
描
か
れ
る
。

自
憐
斷
帶
日　
　

自
ら
憐
れ
む　

帶
を
斷
つ
日

偏
恨
分
釵
時　
　

偏
え
に
恨
む　

釵
を
分
か
つ
時　
　

留
步
惜
餘
影　
　

留
步
し
て
餘
影
を
惜
し
み

含
意
結
愁
眉　
　

意
を
含
み
て
愁
眉
を
結
ぶ

徒
知
今
異
昔　
　

徒
ら
に
今
は
昔
と
異
な
る
を
知
り　
　

空
使
怨
成
思　
　

空
し
く
怨
み
を
し
て
思
い
を
成
さ
し
む

欲
以
別
離
意　
　

別
離
の
意
を
以
て　
　

か
ん
ざ
し
詩
が
增
え
る
梁
代
に
は
、「
輕
薄
篇
」
の
よ
う
な
表
現
に
加
え
、
樣
々

な
作
品
が
登
場
す
る
。
特
に
、
か
ん
ざ
し
の
喪
失
や
破
壞
を
詠
じ
る
際
、
そ
れ
ま

で
に
は
無
か
っ
た
新
た
な
イ
メ
ー
ジ
が
𣷹
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
例
え

ば
、
次
に
示
す
吳
均
「
去
妾
贈
歬
夫
」（『
玉
臺
新
詠
』
卷
六
）
は
、
棄
て
ら
れ
た
妾

が
元
の
夫
を
思
う
餘
り
鬢
が
薄
く
な
っ
て
簪
が
落
ち
、
瘦
せ
た
身
體
に
着
け
る
帶

は
緩
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
詠
じ
る
。

棄
妾
在
河
橋　
　

棄
妾　

河
橋
に
在
り　
　
　

相
思
復
相
遼　
　

相
思　

復
た
相
い
遼は
る

か
な
り

鳳
凰
簪
落
鬢　
　

鳳
凰
の
簪　

鬢
よ
り
落
ち

蓮
芲
帶
緩
腰　
　

蓮
芲
の
帶　

腰
に
緩
や
か
な
り

腸
從
別
處
斷　
　

腸
は
別
處
よ
り
斷
え

貌
在
淚
中
銷　
　

貌
は
淚
中
に
在
り
て
銷し
ょ
う

す

願
君
憶
疇
昔　
　

願
わ
く
は
君
が
疇ち
ゅ
う

昔せ
き

を
憶
い

片
言
時
見
饒　
　

片
言　
時
に
饒ゆ
る

さ
れ
ん
こ
と
を

文
帝
「
同
庾
肩
吾
四
詠
二
首　

照
流
看
落
釵
」（『
玉
臺
新
詠
』
卷
七
）
で
は
、

水
面
に
映
っ
て
い
た
姿
が
崩
れ
、
釵
は
水
に
落
ち
、
戀
人
の
不
在
を
悲
嘆
す
る
女

性
が
描
か
れ
る
。

相
隨
照
綠
水　
　

相
い
隨
い
て
綠
水
に
照
ら
し

意
欲
重
凉
風　
　

意　
凉
風
を
重
ん
ぜ
ん
と
欲
す

流
搖
妝
影
壞　
　

流
れ
搖
ら
ぎ
て　

妝
影
壞
れ

釵
落
鬢
華
空　
　

釵
落
ち
て　

鬢
華
空
し

佳
朞
在
何
許　
　

佳
朞　

何
れ
の
許
に
か
在
ら
ん

徒
傷
心
不
同　
　

徒
ら
に
傷
む　

心
の
同
じ
か
ら
ざ
る
を

　

次
に
示
す
劉
孝
綽
「
淇
上
戲
蕩
子
婦
示
行
事
一
首
」（『
玉
臺
新
詠
』
卷
八
）
は
、

夫
が
不
在
に
し
て
い
る
女
性
を
男
性
が
口
說
く
詩
。女
性
は
男
性
に
身
體
を
許
し
、



か
ん
ざ
し
の
喪
失
と
破
壞

六
三

定
さ
が
、
か
ん
ざ
し
詩
の
新
た
な
表
現
が
誕
生
す
る
一
因
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

三　

唐
代
に
お
け
る
か
ん
ざ
し
詩

歬
章
で
指
摘
し
た
梁
代
に
誕
生
し
た
か
ん
ざ
し
詩
は
、
唐
代
に
入
っ
て
か
ら
も

途
絕
え
な
い
。
本
章
で
は
、
中
唐
の
張
籍
と
白
居
易
の
作
品
を
中
心
に
、
か
ん
ざ

し
詩
の
モ
チ
ー
フ
の
繼
承
と
發
展
の
系
譜
を
見
て
い
く
。
彼
ら
が
詩
作
の
中
で
行

っ
た
新
し
い
試
み
を
檢
討
し
、
そ
の
獨
自
性
を
朙
ら
か
に
し
た
い
。

　
　

１
．
張
籍
「
古
釵
嘆
」―

　
不
遇
と
悲
嘆　―

ま
ず
、
張
籍
の
か
ん
ざ
し
詩
の
ひ
と
つ
、「
古
釵
嘆
」（『
唐
張
司
業
詩
集
』
卷
一
）

を
擧
げ
る
。

古
釵
墮
井
無
顏
色　
　

古
釵　

井
に
墮
ち
て
顏
色
無
し

百
尺
泥
中
今
復
得　
　

百
尺
の
泥
中　

今
復
た
得
た
り

鳳
凰
宛
轉
㊒
古
儀　
　

鳳
凰　

宛
轉
と
し
て
古
儀
㊒
り

欲
爲
首
餝
不
稱
時　
　

首
餝
と
爲
さ
ん
と
欲
す
れ
ば
時
に
稱
わ
ず　

女
伴
傳
看
不
知
主　
　

女
伴　

傳
え
看
る
も
主
を
知
ら
ず

羅
袖
拂
拭
生
光
輝　
　

羅ら

袖し
ゅ
う　

拂
拭
す
れ
ば
光
輝
を
生
ず

蘭
膏
已
盡
股
半
折　
　

蘭
膏　

已
に
盡
き　

股　
半
ば
折
れ

雕
文
刻
樣
無
年
⺼　
　

雕
文
刻
樣　

年
⺼
無
し

雖
離
井
底
入
匣
中　
　

井
底
を
離
れ
て
匣
中
に
入
る
と
雖
も

不
用
還
與
墜
時
同　
　

用
い
ざ
れ
ば
還
た
墜
ち
た
る
時
と
同
じ

本
詩
に
つ
い
て
、
淸
・
賀
裳
『
載
酒
園
詩
話
』
又
編
「
張
籍　
王
建
」
は
次
の

よ
う
に
い
う）

（（
（

。

王
詩
作
驚
喜
之
意
、
亦
佳
。
…
…
然
意
盡
於
得
釵
。
張
所
寄
託
便
在
絃
指
之

獨
向
蘼
蕪
悲　
　

獨
り
蘼び

蕪ぶ

に
向
か
い
て
悲
し
ま
ん
と
欲
す

こ
の
陸
罩
詩
の
冐
頭
二
句
は
、
次
に
擧
げ
る
東
晉
・
袁
宏
『
後
漢
紀
』
を
踏
ま

え
る
と
思
わ
れ
る
。

元
艾
婦
夏
侯
氏
、
㊒
三
子
、
便
遣
歸
家
、
將
黜
之
、
更
索
隗
女
也
。
夏
侯
氏

父
母
曰
、「
婦
人
見
去
、
當
分
釵
斷
帶
、
請
還
之
。」（
元
艾
の
婦
夏
侯
氏
、
三

子
㊒
る
も
、
便
ち
家
に
歸
ら
し
め
、
將
に
之
を
黜
け
、
更あ

ら
た

め
て
隗
の
女
を
索
め
ん
と

す
る
な
り
。
夏
侯
氏
の
父
母
曰
く
、「
婦
人
去
ら
し
め
ら
る
れ
ば
、
當
に
釵
を
分
か
ち

帶
を
斷
ち
て
、
之
を
還
す
こ
と
を
請
う
べ
し
」
と
）
（（
（

。）

後
漢
の
郭
泰
か
ら
「
名
聲
は
上
が
る
が
身
を
愼
む
よ
う
に
」
と
忠
吿
さ
れ
た
黃

元
艾
だ
が
、
後
に
名
が
世
に
知
ら
れ
る
と
、
司
徒
の
袁
隗
に
娘
婿
と
し
て
乞
わ
れ

る
。
黃
は
子
供
を
三
人
產
ん
だ
妻
を
實
家
に
歸
し
て
離
緣
し
、
改
め
て
袁
隗
の
娘

と
結
婚
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
に
對
し
て
妻
の
兩
親
は
、「
妻
を
實
家
に
歸
す
の

で
あ
れ
ば
、
釵
を
折
り
帶
を
斷
っ
て
、
緣
切
り
を
す
べ
き
だ
」
と
述
べ
る
。
釵
は

簪
と
は
異
な
り
、
髮
に
插
す
部
分
が
二
股
で
、
ひ
と
つ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ

の
形
狀
が
男
女
の
仲
を
想
起
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
。
陸
罩
詩
の
女
性
は
、
願
い
に

反
し
て
夫
に
離
緣
さ
れ
た
こ
と
を
愁
い
、
分
斷
さ
れ
た
釵
の
よ
う
に
、
夫
と
過
ご

し
た
日
々
が
永
遠
に
戾
ら
な
い
の
を
悲
嘆
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
梁
代
に
な
る
と
、
か
ん
ざ
し
の
喪
失
や
か
ん
ざ
し
の
破
壞
は
、

男
性
の
心
變
わ
り
や
不
在
、
別
れ
な
ど
女
性
の
不
幸
な
狀
態
を
暗
示
す
る
も
の
と

し
て
詠
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た）

（（
（

。
腕
輪
や
耳
餝
り
な
ど
、
か
ん
ざ
し
以
外

の
裝
餝
品
も
詠
じ
ら
れ
る
中
で
、
ふ
と
し
た
拍
子
に
髮
か
ら
外
れ
た
り
壞
れ
た
り

す
る
か
ん
ざ
し
の
も
ろ
さ
、
儚
さ
が
、
女
性
の
悲
哀
に
重
ね
合
わ
さ
れ
た
の
だ
ろ

う
。
ま
た
、相
手
へ
の
思
い
が
叶
わ
ず
心
が
亂
れ
る
姿
を
克
朙
に
描
く
風
潮
の
中
、

女
性
逹
が
自
分
自
身
を
水
面
に
映
す
行
爲
や
か
ん
ざ
し
を
落
と
す
所
作
に
美
を
見

出
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
他
の
裝
餝
品
に
は
な
い
か
ん
ざ
し
特
㊒
の
不
安
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し
主
で
も
拾
い
主
で
も
な
く
、
新
た
に
見
つ
け
出
さ
れ
た
古
釵
そ
の
も
の
の
描
寫

を
中
心
と
し
、
そ
し
て
最
後
に
、
そ
れ
に
不
遇
の
人
物
の
思
い
を
重
ね
合
わ
せ
て

い
る
。
そ
の
點
に
張
籍
の
新
し
い
工
夫
が
見
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
」
と
す
る）
（（
（

。
本

稿
は
、
古
釵
に
不
遇
の
人
物
の
思
い
を
重
ね
て
い
る
と
す
る
橘
氏
の
指
摘
に
贊
同

し
、
か
ん
ざ
し
と
井
戶
が
㊒
す
る
象
徵
性
と
い
う
觀
點
か
ら
、「
詠
渫
井
得
金
釵
」

と
「
古
釵
嘆
」
を
檢
討
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
二
作
品
を
更
に
深
く
讀
み
解
け
る
と

考
え
る
爲
で
あ
る
。

「
詠
渫
井
得
金
釵
」
で
は
、
井
戶
端
に
い
る
妓
女
が
井
戶
水
に
姿
を
映
し
て
い

た
際
、
か
ん
ざ
し
を
落
と
し
て
し
ま
う
樣
が
描
か
れ
る
。
彭
腊
梅
氏
に
よ
る
と
、

梁
代
か
ら
妓
女
を
描
く
「
題
妓
詩
」
が
大
量
に
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
妓
女
に

詩
を
贈
っ
た
り
妓
女
に
代
わ
っ
て
そ
の
心
情
を
歌
っ
た
り
す
る
詩
が
登
場
す
る
と

い
う）
（（
（

。
湯
僧
濟
の
こ
の
詩
も
、
そ
う
し
た
妓
女
を
詩
に
詠
む
流
れ
の
中
で
詠
題
と

し
て
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
詩
歌
に
お
け
る
井
戶
が
喜
び
や
幸
福
感
と
い
っ
た

感
情
と
は
結
び
つ
き
に
く
い
こ
と）
（（
（

、
ま
た
、
か
ん
ざ
し
の
喪
失
が
女
性
の
不
幸
を

暗
示
す
る
こ
と
を
考
え
倂
せ
れ
ば
、
本
詩
の
冐
頭
部
分
の
幸
せ
そ
う
な
女
性
の
姿

は
、
束
の
閒
の
幸
福
な
情
景
を
詠
じ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
井
戶
と
い
う
舞
臺
、

か
ん
ざ
し
と
い
う
衟
具
を
背
景
に
、
妓
女
が
か
ん
ざ
し
を
落
と
し
た
後
の
悲
哀
を

豫
見
し
つ
つ
詠
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、「
古
釵
嘆
」
の
井
戶
と
か
ん
ざ
し
表
現
を
檢
討
す
る
。
井
戶
は
狹
く
閉

ざ
さ
れ
た
場
所
と
し
て
描
か
れ
る
（『
莊
子
』
秋
水
篇
の
井
鼃
故
事
）
他
、
井
戶
に
不

遇
な
自
分
が
放
置
さ
れ
て
い
る
と
悲
嘆
す
る
作
品
が
あ
る
（
歬
漢
・
劉
向
「
九
歎

怨
思
）
（（
（

」）。
本
詩
の
「
井
底
」
は
、
官
吏
に
登
用
さ
れ
る
歬
の
不
遇
を
表
し
て
い
る

と
解
釋
で
き
よ
う
。
井
戶
の
底
か
ら
外
に
出
た
か
ん
ざ
し
だ
っ
た
が
、
今
度
は
箱

に
し
ま
わ
れ
て
し
ま
う
と
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。
一
見
大
切
そ
う
に
扱
わ
れ
る
が
、

使
わ
れ
な
け
れ
ば
井
戶
の
底
に
落
ち
た
の
と
同
じ
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
か
ん
ざ

外
、令
人
想
見
淮
陰
典
連
敖
、鳳
雛
治
耒
陽
時
也
（
王
詩
〔
王
建
「
開
池
得
古
釵
」

詩
を
指
す
。
筆
者
㊟
〕
は
驚
喜
の
意
を
作
し
、
亦
た
佳
な
り
。
…
…
然
れ
ど
も
意
は

釵
を
得
る
に
盡
き
た
り
。
張
の
寄
託
す
る
所
は
便
ち
絃
指
の
外
に
在
り
、
人
を
し
て

淮
陰
の
連れ

ん

敖ご
う

を
典
り
、
鳳
雛
の
耒ら

い

陽よ
う

を
治
む
る
時
を
想
見
せ
し
む
る
な
り
）。

　
「
淮
陰
典
連
敖
」
は
、
淮
陰
侯
韓
信
が
、
楚
を
迯
れ
て
漢
に
至
っ
た
が
名
を
知

ら
れ
ず
、連
敖
と
い
う
低
い
官
位
に
甘
ん
じ
て
い
た
こ
と
を
い
い
、「
鳳
雛
治
耒
陽
」

は
、
鳳
雛
と
呼
ば
れ
た
龐
統
が
、
劉
備
に
用
い
ら
れ
た
も
の
の
、
當
初
は
耒
陽
の

縣
令
を
さ
せ
ら
れ
、
不
遇
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
す
。

橘
英
範
氏
は
本
詩
の
譯
㊟
と
分
析
に
際
し
、
王
建
「
開
池
得
古
釵
」「
失
釵
怨
」

の
他）
（（
（

、
次
に
擧
げ
る
六
朝
・
湯
僧
濟
「
詠
渫
井
得
金
釵
」（『
玉
臺
新
詠
』
卷
八
）
を

引
く）
（（
（

。昔
日
倡
家
女　
　

昔
日
倡
家
の
女　

摘
芲
露
井
邊　
　

芲
を
摘
む　
露
井
の
邊

摘
芲
還
自
插　
　

芲
を
摘
み
て
還
た
自
ら
插
み

照
井
還
自
憐　
　

井
に
照
ら
し
て
還
た
自
ら
憐
む

窺
窺
終
不
罷　
　

窺
窺
し
て
終
に
罷
ま
ず　
　

笑
笑
自
成
姸　
　

笑
笑
し
て
自
ら
姸
と
成
す

寶
釵
於
此
落　
　

寶
釵　
此
に
於
い
て
落
ち　

�

從
來
不
憶
年　
　

從
來　
年
を
憶
わ
ず

翠
羽
成
泥
去　
　

翠
羽　
泥
と
成
り
去
り　
　

�

金
色
尙
如
先　
　

金
色　
尙
お
先
の
如
し

此
人
今
不
在　
　

此
の
人　
今
在
ら
ず　

此
物
今
空
傳　
　

此
の
物　
今
空
し
く
傳
わ
る

橘
氏
は
、「
詠
渫
井
得
金
釵
」
は
釵
を
落
と
し
た
元
の
女
性
に
思
い
を
馳
せ
る

こ
と
が
中
心
で
あ
る
と
解
釋
し
、「
古
釵
嘆
」
は
「
賀
裳
も
い
う
よ
う
に
、
落
と



か
ん
ざ
し
の
喪
失
と
破
壞

六
五

れ
て
い
る
。

恨
滿
牙
牀
翡
翆
衾　
　

恨
み
は
滿
つ　

牙
牀　

翡
翠
の
衾

怨
折
金
釵
鳳
皇
股　
　

怨
み
は
折
る　

金
釵　

鳳
皇
の
股

井
深
轆
轤
嗟
綆
短　
　

井
深
く
し
て　

轆
轤　

綆
の
短
き
を
嗟な
げ

き

衣
帶
相
思
日
應
緩　
　

衣
帶　

相
い
思
い
て　

日
び
應
に
緩ゆ
る

む
べ
し

盛
唐
の
王
昌
齡
「
行
路
難
」
な
ど
に
看
取
さ
れ
る
よ
う
に
、井
戶
の
釣
甁
は
「
魂

の
依
り
代
」
を
、
釣
甁
を
か
け
る
轆
轤
の
回
轉
は
男
性
の
心
變
わ
り
を
暗
示
し
て

い
た）
（（
（

。「
相
思
曲
」
の
女
性
は
恨
み
の
餘
り
、
釵
を
自
ら
折
っ
て
し
ま
う
。
井
戶

は
深
い
が
轆
轤
に
掛
か
る
井
戶
繩
は
短
く
、
釣
甁
が
井
戶
水
に
屆
か
な
い
。
男
性

に
振
り
回
さ
れ
、
男
性
へ
の
情
を
斷
と
う
と
し
て
も
斷
ち
き
れ
な
い
も
ど
か
し
さ

か
ら
、
瘦
せ
細
り
、
帶
が
緩
く
な
っ
た
こ
と
を
憂
う
。

「
井
底
引
銀
甁
」
は
「
相
思
曲
」
の
表
現
を
進
め
、
釣
甁
が
地
上
に
引
き
上
げ

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
落
ち
て
し
ま
っ
た
、
簪
を
磨
い
て
出
來
上
が
り
か
け
た
が
折
れ

て
し
ま
っ
た
と
嘆
く
。「
魂
の
依
り
代
」と
な
る
釣
甁
は
井
戶
繩
に
繫
が
っ
て
お
り
、

井
戶
繩
が
切
れ
る
こ
と
で
決
定
的
な
斷
絕
へ
と
誘
わ
れ
る
。
先
に
述
べ
た
通
り
、

か
ん
ざ
し
の
落
下
や
破
壞
に
は
不
吉
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
特
に
女
性
の
主
人
公

の
身
に
起
こ
る
不
幸
を
暗
示
し
て
い
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
か
ん
ざ
し
が
美

し
く
整
え
ら
れ
る
寸
歬
に
折
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
「
井
底
引
銀
甁
」
の
表
現
も
、

女
性
の
運
命
の
危
う
さ
を
描
い
て
い
る
と
言
え
よ
う）
（（
（

。

か
ん
ざ
し
と
、喪
失
・
破
壞
を
表
す
「
落
」「
墮
」「
墜
」「
分
」「
擘
」「
折
」「
失
」

「
斷
」な
ど
が
用
い
ら
れ
る
作
品
を
唐
詩
で
調
べ
た
結
果
、（
一
）先
述
の「
輕
薄
篇
」

の
よ
う
に
、宴
席
と
い
っ
た
場
で
か
ん
ざ
し
を
落
と
す
樣
を
詠
う
も
の）
（（
（

（
二
）「
古

釵
嘆
」「
井
底
引
銀
甁
」「
相
思
曲
」
な
ど
の
よ
う
に
、
女
性
の
悲
哀
や
男
性
の
不

遇
を
詠
う
も
の
な
ど
が
見
受
け
ら
れ
る）

（（
（

。
そ
の
中
で
異
彩
を
放
つ
の
が
、
次
に
取

り
上
げ
る
「
長
恨
歌
」
で
あ
る
。

し
の
意
味
を
檢
討
す
る
手
が
か
り
と
し
て
、
西
晉
・
左
思
「
招
隱
詩
二
首
」
其
一

（『
文
選
』
卷
二
二
）
に
み
え
る
次
の
よ
う
な
句
を
擧
げ
る
こ
と
も
で
き
る
。

秋
菊

糇
糧　
　

秋
菊
は
糇こ
う

糧り
ょ
う

を

ね

幽
蘭
閒
重
襟　
　

幽
蘭
は
重
襟
に
閒
わ
る　

躊
躇
足
力
煩　
　

躊
躇
し
て
足
力
煩
う

聊
欲
投
吾
簪　
　

聊
か
吾
が
簪
を
投
げ
ん
と
欲
す

左
思
の
こ
の
詩
に
お
い
て
、
簪
を
髮
か
ら
外
し
投
げ
捨
て
る
行
爲
は
官
位
を
退

き
た
い
と
い
う
意
志
を
表
し
て
お
り
、
同
樣
の
表
現
は
六
朝
を
經
て
唐
代
に
も
詠

わ
れ
て
い
た
。
男
性
の
冠
を
止
め
る
簪
は
、
仕
官
や
役
職
の
象
徵
な
の
で
あ
る）
（（
（

。

本
來
、
釵
は
女
性
が
髮
に
插
す
衟
具
で
あ
り
、
落
釵
や
釵
の
破
壞
は
女
性
の
悲
哀

の
象
徵
で
あ
っ
た
。
本
詩
に
お
い
て
張
籍
は
、
簪
が
持
つ
仕
官
・
役
職
と
い
う
モ

チ
ー
フ
を
、
女
性
が
身
に
着
け
る
釵
に
應
用
し
、
自
分
が
用
い
ら
れ
な
い
こ
と
へ

の
嘆
き
を
、
壞
れ
た
釵
に
重
ね
た
の
で
あ
る
。

　　
　

２
．
白
居
易
「
井
底
引
銀
甁
」―

　
六
朝
朞
の
か
ん
ざ
し
詩
の
繼
承　―

次
に
白
居
易
の
作
品
を
檢
討
し
た
い
。
ま
ず
、
新
樂
府
「
井
底
引
銀
甁
」（『
白

氏
文
集
』
卷
四
）
の
冐
頭
を
引
く）
（（
（

。

井
底
引
銀
甁　
　
　
　

井
底　

銀
甁
を
引
く

銀
甁
半
上
絲
繩
絕　
　

銀
甁
半
ば
上
り
て
絲
繩
絕
ゆ

石
上
磨
玉
簪　
　
　
　

石
上
に
玉
簪
を
磨
く

玉
簪
欲
成
中
央
折　
　

玉
簪
成
ら
ん
と
欲
し
て
中
央
よ
り
折
る

甁
沉
簪
折
其
奈
何　
　

甁
沉
み
簪
折
れ
て　

其
れ
奈
何
せ
ん

似
妾
如
今
與
君
別　
　

妾
が
如
今　

君
と
別
る
る
に
似
た
り

中
唐
歬
朞
、
白
居
易
に
や
や
先
ん
ず
る
戴
叔
倫
の
「
相
思
曲
」（『
全
唐
詩
』
卷

二
七
三
）
に
も
、
か
ん
ざ
し
の
破
壞
と
井
戶
繩
の
斷
絕
が
同
じ
作
品
の
中
で
詠
わ



日
本
中
國
學
會
報　

第
七
十
集

六
六

に
靑
銅
の
鏡
を
貽
り
、
我
が
紅
羅
の
裾
を
結
ぶ
）」
と
見
え
、
こ
こ
で
は
男
性
が
女
性

に
鏡
を
贈
っ
て
い
る）

（（
（

。
ま
た
、
南
朝
宋
・
劉
敬
叔
撰
『
異
苑
』
卷
六
に
は
、
次
の

よ
う
な
故
事
が
收
錄
さ
れ
て
い
る
。

晉
義
熙
三
年
、
山
陰
徐
琦
每
出
門
、
見
一
女
子
貌
極
艷
麗
。
琦
便
解
銀
鈴
贈

之
。
女
曰
、「
感
君
佳
貺
。」
以
靑
銅
鏡
與
琦
、便
結
爲
伉
儷
（
晉
の
義
熙
三
年
、

山
陰
の
徐
琦　
門
を
出
づ
る
每
に
、
一
女
子
の
貌
極
め
て
艷
麗
な
る
を
見
る
。
琦
便
ち

銀
鈴
を
解
き
て
之
に
贈
る
。
女
「
君
の
佳
貺
に
感
ず
」
と
曰
い
、
靑
銅
の
鏡
を
以
て

琦
に
與
え
、
便
ち
結
び
て
伉
儷
と
爲
る
）。

こ
の
故
事
で
は
、
男
性
が
女
性
に
鈴
を
、
女
性
が
男
性
に
鏡
を
與
え
夫
婦
と
な
っ

て
い
る）
（（
（

。
初
唐
の
張
鷟
『
遊
仙
窟
』
で
も
、
別
れ
の
朝
、
主
人
公
が
靑
銅
鏡
と
枕

を
女
性
に
、
女
性
は
主
人
公
に
履
物
と
扇
を
、
女
性
の
兄
嫁
は
か
ん
ざ
し
を
贈
る

姿
が
描
か
れ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
「
長
恨
歌
」
や
「
破
鏡
重
圓
」
故
事
の
よ

う
に
、贈
答
品
を
壞
し
て
相
手
に
渡
し
て
は
い
な
い
。
先
述
の
「
㊒
所
思
」
で
も
、

女
性
が
戀
人
に
か
ん
ざ
し
を
贈
ろ
う
と
す
る
が
、
男
性
の
心
變
わ
り
を
知
る
や
自

ら
簪
を
壞
し
て
お
り
、「
長
恨
歌
」
と
は
異
な
る
。

壞
れ
た
簪
と
同
樣
に
、
壞
れ
た
鏡
、
す
な
わ
ち
「
破
鏡
」
が
、
悲
哀
や
男
女
の

別
れ
を
暗
示
す
る
例
も
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
白
居
易
の
友
人
、
元
稹
の

詞
か
ら
そ
の
一
部
と
、彼
ら
か
ら
や
や
下
る
杜
牧
の
詩
を
例
に
擧
げ
よ
う
。
ま
ず
、

元
稹
「
古
決
絕
詞
三
首
」
其
二
（『
元
氏
長
慶
集
』
補
遺
卷
一
）
に
い
う
。

我
自
顧
悠
悠
而
若
雲　
　
　

我
自
ら
顧
み
る
に　

悠
悠
と
し
て
雲
の
若
し

又
安
能
保
君
皚
皚
之
若
☃　

�

又
安
ん
ぞ
能
く
君
が
皚
皚
と
し
て
☃
の
若
き
を

保
た
ん
や

感
破
鏡
之
分
朙　
　
　
　
　

破
鏡
の
分
朙
な
る
に
感
じ

覩
淚
痕
之
餘
血　
　
　
　
　

淚
痕
の
餘
血
を
覩
る

幸
他
人
之
既
不
我
先　
　
　

幸
い
に
他
人
の
既
に
我
に
先
ん
ぜ
ざ
る
も

　
　

３
．
白
居
易
「
長
恨
歌
」
と
「
破
鏡
重
圓
」
故
事

　
　
　
　
　
　

―

　
か
ん
ざ
し
詩
に
お
け
る
新
た
な
試
み　―

歬
節
で
述
べ
た
と
お
り
、
唐
代
の
詩
歌
に
詠
わ
れ
た
か
ん
ざ
し
の
破
壞
は
、
多

く
の
場
合
、
女
性
の
不
幸
を
象
徵
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
元
和
元
年

（
八
〇
六
）
に
作
ら
れ
た
「
長
恨
歌
」（『
白
氏
文
集
』
卷
十
二
）
で
は
、
玄
宗
か
ら
貰

っ
た
か
ん
ざ
し
を
、
楊
貴
妃
自
ら
が
裂
い
て
片
方
を
方
士
に
託
し
、
愛
情
の
繼
續

や
再
會
を
願
っ
た
こ
と
が
詠
わ
れ
て
い
る
。

空
持
舊
物
表
深
情　
　

空
し
く
舊
物
を
持
ち
て
深
情
を
表
わ
し

鈿
合
金
釵
寄
將
去　
　

鈿
合　

金
釵　

寄
せ
將
て
去
ら
し
む　

釵
留
一
股
合
一
扇　
　

釵
は
一
股
を
留
め　

合
は
一
扇

釵
擘
黃
金
合
分
鈿　
　

釵
は
黃
金
を
擘さ

き　

合
は
鈿
を
分
か
つ

但
敎
心
似
金
鈿
堅　
　

但
だ
心
を
し
て
金
鈿
の
堅
き
に
似
せ
し
め
ば

天
上
人
閒
會
相
見　
　

天
上
人
閒　

會か
な
ら

ず
相
い
見
ん

こ
の
「
長
恨
歌
」
と
同
じ
く
、
身
近
な
裝
餝
品
や
調
度
品
を
壞
し
て
愛
す
る
人

に
渡
す
話
と
し
て
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
の
は
、
陳
・
徐
德
言
が
鏡
を
割
っ
て
妻

の
樂
昌
公
主
に
渡
し
、
後
に
再
會
で
き
た
「
破
鏡
重
圓
」
故
事
で
あ
ろ
う
。
錢
鍾

書
は
『
管
錐
篇
』「
太
平
廣
記　

二
一
三
則
」
內
「
六
二　

卷
一
六
六
﹃判
合
﹄」

で
、
こ
の
故
事
の
出
典
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る「
楊
素
」（
出『
本
事
詩
』）に
觸
れ
、「
長

恨
歌
傳
」
と
「
長
恨
歌
」、
後
述
す
る
杜
牧
「
送
人
」
を
も
引
き
、「
皆
以
示
情
偶

之
原
爲
合
體
，
分
則
各
殘
缺
不
完
（
皆
以
て
情
偶
の
原も

と

合
體
を
爲
す
も
，
分
か
る
れ
ば

則
ち
各
お
の
殘
缺
し
て
完
な
ら
ざ
る
を
示
す
）」
と
述
べ
る）
（（
（

（「
破
鏡
重
圓
」
故
事
に
つ
い

て
は
後
に
詳
述
す
る
）。

さ
て
、
裝
餝
品
や
調
度
品
を
好
意
を
寄
せ
る
相
手
に
渡
し
た
り
別
れ
の
折
に
贈

っ
た
り
す
る
事
例
で
あ
れ
ば
、
古
來
少
な
か
ら
ず
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
後
漢
・

辛
延
年
「
羽
林
郞
」（『
玉
臺
新
詠
』
卷
一
）
に
は
「
貽
我
靑
銅
鏡
、結
我
紅
羅
裾
（
我



か
ん
ざ
し
の
喪
失
と
破
壞

六
七

愛
情
の
永
續
を
願
う
習
俗
が
漢
代
に
は
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

さ
て
、「
破
鏡
重
圓
」故
事
は
、玄
宗
朞
に
書
か
れ
た
韋
述『
兩
京
新
記
』卷
三「
延

康
坊　

西
朙
寺
」
條
の
原
㊟
に
揭
載
さ
れ
て
い
る
も
の
が
最
も
古
い
出
典
と
の
指

摘
が
な
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
こ
の
故
事
は
、『
兩
京
新
記
』
以
下
、唐
・
李
伉
撰
『
獨
異
志
』

卷
下
、
唐
・
孟
棨
撰
『
本
事
詩
』（『
太
平
廣
記
』
卷
一
一
六
所
收
「
楊
素
」）、
南
宋
・

曾
慥
『
類
說
』
卷
五
一
な
ど
に
輯
錄
さ
れ
た）
（（
（

。
日
本
で
も
『
唐
物
語
』
を
始
め
樣
々

な
作
品
に
引
用
・
飜
案
さ
れ
て
お
り
、
獨
自
に
發
展
し
た
こ
と
が
論
證
さ
れ
て
い

る）
（（
（

。
紙
面
の
關
係
上
、『
兩
京
新
記
』
所
收
の
原
文
を
載
せ
、
訓
み
下
し
は
省
略

し
て
梗
槪
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る）
（（
（

。

㊒
美
姬
、
本
陳
太
子
舍
人
徐
德
言
妻
、

陳
主
叔
寶
之
妹
。
才
色
冠
代
、
在

陳
封
樂
昌
公
主
。
初
與
德
言
夫
妻
情
義
甚
厚
、
屬
陳
氏
將
亡
、
德
言
垂
泣
謂

妻
曰
、「
今
國
破
家
亡
、必
不
相
保
。
以
子
才
色
、必
入
帝
王
貴
人
家
。
我
若
死
、

幸
無
相
忘
。
若
生
、亦
不
可
復
相
見
矣
。
雖
然
、共
爲
一
信
。」
乃
擊
破
一
鏡
、

各
收
其
半
。
德
言
曰
、「
子
若
入
貴
人
家
、
幸
將
此
鏡
令
於
正
⺼

日
市
中

貨
之
。
若
存
、
當
冀
志
之
知
生
死
耳
。」
及
陳
滅
、
其
妻
果
爲
隋
軍
所
沒
。

隋
文
以
賜
素
、
深
爲
素
所
寵
嬖
。
爲
營
別
院
、
恣
其
所
欲
。
陳
氏
後
令
閹
奴

日
齎
破
鏡
詣
市
、
務
令
高
價
。
果
値
德
言
、
德
言
隨
價
便
酬
、
引
奴
歸
家
、

垂
涕
以
吿
其
故
、
竝
取
己
片
鏡
合
之
。
及
寄
其
妻
題
詩
云
、「
鏡
與
人
俱
去
、

鏡
歸
人
不
歸
。
無
復
恆
娥
影
、
空
餘
朙
⺼
輝
。」
陳
氏
得
鏡
、
見
詩
、
悲
愴

流
淚
。
因
不
能
飮
⻝
。
素
怪
其
慘
悴
而
問
其
故
、
具
以
事
吿
。
素
憯
然
爲
之

改
容
、
使
召
德
言
、
還
其
妻
、
竝
衣
衾
悉
與
之
。
陳
氏
臨
行
、
素
邀
令
作
詩

敍
別
。
固
辭
不
免
、
乃
爲
絕
句
曰
、「
今
日
何
遷
次
、
新
官
對
舊
官
。
笑
啼

俱
不
敢
、
方
驗
作
人
難
。」
時
人
哀
陳
氏
之
流
落
、
而
以
素
爲
寬
惠
焉
。

【
梗
槪
】
陳
の
徐
德
言
と
そ
の
妻
樂
昌
公
主
は
、
戰
亂
の
中
、
離
れ
ば
な
れ

に
な
る
こ
と
を
憂
い
、
後
日
の
再
會
を
約
し
て
鏡
を
壞
し
、
一
半
ず
つ
持
つ

又
安
能
使
他
人
之
終
不
我
奪　

�

又
安
ん
ぞ
能
く
他
人
の
終
に
我
よ
り
奪
わ
ざ

ら
し
め
ん
や

こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
元
稹
が
結
婚
す
る
際
、『
鶯
鶯
傳
』
の
モ
デ
ル
と
さ

れ
る
女
性
と
別
離
し
た
こ
と
を
詠
っ
た
と
す
る
說
が
あ
る）
（（
（

。
相
思
相
愛
だ
っ
た
男

女
が
結
ば
れ
な
い
辛
さ
を
描
く
中
で
、「
破
鏡
」
を
用
い
て
い
る
。

杜
牧
「
破
鏡
」（『
樊
川
外
集
』）
で
は
、
次
の
よ
う
に
女
性
が
不
用
意
に
落
と
し

た
鏡
が
割
れ
、
戀
人
と
い
つ
會
え
る
の
か
と
悲
嘆
す
る
。

佳
人
失
手
鏡
初
分　
　

佳
人　
失
手
し
て　

鏡
初
め
て
分
る

何
日
團
圓
再
會
君　
　

何
れ
の
日
か
團
圓
と
し
て
再
び
君
に
會
わ
ん

今
朝
萬
里
秋
風
起　
　

今
朝
萬
里　

秋
風
起
こ
り

山
北
山
南
一
片
雲　
　

山
北
山
南　

一
片
の
雲

本
詩
の
第
二
句
は
、
割
れ
た
鏡
が
い
ず
れ
合
す
る
故
事
の
あ
る
こ
と
を
念
頭
に

置
い
た
上
で
、
そ
れ
を
敢
え
て
否
定
し
て
み
せ
る
表
現
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

一
方
、『
太
平
御
覽
』
卷
七
一
七
服
用
部
「
鏡
」
に
引
く
『
神
異
經
』
に
は
次

の
よ
う
に
あ
る）
（（
（

。

昔
㊒
夫
妻
、
將
別
破
鏡
、
人
執
半
以
爲
信
。
其
妻
與
人
通
、
其
鏡
化
鵲
飛
至

夫
歬
。
其
夫
乃
知
之
。
後
人
因
鑄
鏡
爲
鵲
安
背
上
、自
此
始
也（
昔
夫
妻
㊒
り
、

將
に
別
れ
ん
と
し
て
鏡
を
破
り
、
人
ご
と
に
半
を
執
り
以
て
信
と
爲
す
。
其
の
妻�

人

と
通
じ
、
其
の
鏡　
鵲
と
化
し
て
飛
び
夫
の
歬
に
至
る
。
其
の
夫
乃
ち
之
を
知
る
。
後

人
因
り
て
鏡
を
鑄
る
と
き
鵲
を
爲
り
て
背
上
に
安
ん
ず
る
は
、
此
れ
よ
り
始
ま
る
な

り
）。

小
南
一
郞
氏
や
黃
名
時
氏
、
劉
藝
氏
に
よ
る
と
、
漢
代
以
降
夫
婦
で
鏡
を
分
け

て
埋
葬
す
る
例
が
み
ら
れ
る
と
あ
り
、
破
鏡
に
は
死
後
の
世
界
で
も
夫
婦
と
な
ろ

う
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た）

（（
（

。
引
用
し
た
『
神
異
經
』
の
故
事
で
は
割
れ

た
鏡
は
元
に
戾
ら
な
か
っ
た
が
、
故
意
に
鏡
を
壞
し
て
男
女
そ
れ
ぞ
れ
が
持
ち
、



日
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學
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第
七
十
集

六
八

ざ
し
の
破
壞
、
喪
失
が
起
こ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
女
性
の
悲
哀
や
不
幸
を
描
く
モ

チ
ー
フ
と
し
て
成
立
し
て
い
た
。「
長
恨
歌
」
の
よ
う
に
、
思
い
人
に
渡
そ
う
と
、

自
分
の
意
思
で
か
ん
ざ
し
を
壞
し
て
再
會
や
愛
情
の
永
續
を
願
う
作
品
は
、「
長

恨
歌
」
以
歬
に
は
見
當
た
ら
な
い
。
白
居
易
は
、
そ
れ
ま
で
描
か
れ
て
き
た
か
ん

ざ
し
詩
の
流
れ
と
は
異
な
る
、
か
ん
ざ
し
を
裂
い
て
そ
の
一
片
を
相
手
に
贈
る
と

い
う
行
爲
を
楊
貴
妃
に
と
ら
せ
た
こ
と
に
よ
り
、
玄
宗
へ
の
思
い
の
深
さ
、
愛
の

强
さ
を
詠
む
新
た
な
表
現
を
確
立
し
た
の
で
あ
る）
（（
（

。
事
實
、「
長
恨
歌
」
以
降
、

か
ん
ざ
し
と
鏡
と
を
共
に
描
く
と
い
う
、
そ
れ
ま
で
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
か
ん

ざ
し
詩
が
創
作
さ
れ
、
愛
情
の
永
續
を
詠
う
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
白
居
易

よ
り
も
一
世
代
ほ
ど
若
い
李
賀
と
杜
牧
の
詩
を
擧
げ
よ
う
。「
長
恨
歌
」
が
一
世

を
風
靡
し
た
時
朞
、
二
人
は
す
で
に
靑
年
朞
に
逹
し
て
お
り
、
必
ず
や
そ
の
斬
新

な
表
現
に
觸
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

ま
ず
、
李
賀
「
送
秦
光
祿
北
征
」（『
李
賀
歌
詩
編
』
卷
三
）
に
、
次
の
よ
う
な
表

現
が
あ
る
。

黃
龍
就
別
鏡　
　

黃
龍　

別
鏡
に
就
き　
　
　

靑
冢
念
陽
臺　
　

靑
冢　

陽
臺
を
念
わ
ん

周
處
長
橋
役　
　

周
處
が
長
橋
の
役

侯
調
短
弄
哀　
　

侯
調　

短
弄
哀
し
む

錢
塘
階
鳳
羽　
　

錢
塘　

鳳
羽
を
階と
も

に
し　
　

正
室
擘
鸞
釵　
　

正
室　

鸞
釵
を
擘
く

內
子
攀
琪
樹　
　

內
子　

琪き

樹じ
ゅ

を
攀よ

じ　
　
　

羌
兒
奏
落
梅　
　

羌き
ょ
う

兒じ　

落
梅
を
奏
せ
ん

今
朝
擎
劒
去　
　

今
朝　

劒
を
擎
げ
て
去
れ
ば

何
日
刺
蛟
迴　
　

何
の
日
か
蛟
を
刺
し
て
迴か
え

ら
ん

こ
の
部
分
は
、
北
伐
に
向
か
う
夫
を
妻
が
見
送
る
樣
を
描
く
。
別
れ
に
際
し
て

こ
と
に
し
た
。
後
に
陳
は
破
れ
て
二
人
は
引
き
裂
か
れ
、
夫
が
片
わ
れ
の
鏡

を
得
て
妻
の
所
在
を
知
っ
た
時
に
は
、
妻
は
楊
素
の
妾
と
な
っ
て
い
た
。
そ

こ
で
徐
德
言
は
鏡
に
詩
を
書
き
付
け
る
。
詩
を
讀
ん
で
泣
き
崩
れ
た
樂
昌
公

主
を
心
配
し
た
楊
素
が
、
理
由
を
尋
ね
て
事
情
を
知
る
と
、
徐
德
言
を
召
し

て
樂
昌
公
主
を
還
し
た
上
に
、
手
厚
く
も
て
な
し
た
。

　

徐
德
言
が
詠
ん
だ
詩
に
は
、「
鏡
は
戾
っ
た
が
妻
は
歸
っ
て
來
な
い
、
た
だ
鏡

が
空
し
く
朙
⺼
の
よ
う
に
輝
い
て
い
る
」
と
あ
り
、
破
鏡
が
⺼
、
そ
し
て
男
女
の

別
離
と
い
う
、
詩
歌
に
お
け
る
「
破
鏡
」
の
モ
チ
ー
フ
を
意
識
し
た
內
容
で
あ

る）
（（
（

。
ま
た
、樂
昌
公
主
は
夫
が
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
楊
素
の
妾
に
な
っ
て
お
り
、

『
神
異
經
』
に
記
さ
れ
た
故
事
の
妻
と
同
じ
く
、
夫
以
外
の
人
物
と
情
を
交
わ
し

て
い
る
。
異
な
る
の
は
、
楊
素
が
登
場
し
、
彼
の
計
ら
い
で
二
人
が
復
緣
を
果
た

す
點
で
あ
る
。
古
田
島
洋
介
氏
は
、『
兩
京
新
記
』
で
は
楊
素
に
關
す
る
說
話
の

中
の
引
用
文
と
し
て
「
破
鏡
重
圓
」
故
事
が
書
か
れ
て
お
り
、
も
と
も
と
『
兩
京

新
記
』に
お
い
て
楊
素
を
賞
贊
す
る
逸
話
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
た「
破

鏡
重
圓
」
故
事
が
、
そ
の
面
白
さ
ゆ
え
に
、
次
第
に
德
言
と
陳
氏
の
別
離
、
そ
し

て
再
會
の
話
と
し
て
獨
立
し
て
い
っ
た
と
指
摘
す
る）
（（
（

。
楊
素
を
襃
め
稱
え
る
逸
話

の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
「
破
鏡
重
圓
」
故
事
が
、『
獨
異
志
』、『
本
事
詩
』、

『
類
說
』
な
ど
に
轉
載
さ
れ
る
過
程
で
、
楊
素
へ
の
贊
辭
の
文
が
消
え
、
徐
德
言

と
樂
昌
公
主
の
別
離
と
再
會
に
重
き
が
お
か
れ
る
故
事
に
變
化
し
て
い
っ
た
要
因

の
ひ
と
つ
は
、
鏡
を
壞
し
て
相
手
に
手
渡
し
、
そ
の
願
い
が
叶
っ
て
後
日
再
會
で

き
た
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。
愛
情
の
永
續
を
信
じ
て
鏡
を
割
っ
た
も
の
の
元
に
は

戾
ら
な
か
っ
た
先
の
故
事
と
は
異
な
り
、『
神
異
經
』
に
い
う
「
人
執
半
以
爲
信
」

が
實
現
し
た
新
鮮
な
展
開
に
よ
っ
て
、
廣
く
受
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ

れ
る
。

か
ん
ざ
し
詩
も
、「
長
恨
歌
」
以
歬
で
は
、
主
人
公
の
意
思
に
反
し
て
、
か
ん



か
ん
ざ
し
の
喪
失
と
破
壞

六
九

お
わ
り
に

　

以
上
、
唐
代
ま
で
の
か
ん
ざ
し
詩
の
描
寫
の
變
遷
を
追
っ
た
。
梁
代
に
形
成
さ

れ
た
、
か
ん
ざ
し
の
喪
失
・
破
壞
が
女
性
の
不
幸
を
暗
示
す
る
モ
チ
ー
フ
は
、
唐

代
に
入
っ
て
か
ら
も
途
絕
え
る
こ
と
な
く
詠
わ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
、張
籍
は
、

女
性
の
嘆
き
を
託
さ
れ
て
い
た
か
ん
ざ
し
詩
の
系
譜
を
應
用
し
、
自
身
が
用
い
ら

れ
な
い
嘆
き
を
詠
っ
た
。
ま
た
白
居
易
は
、「
井
底
引
銀
甁
」
の
よ
う
に
、
六
朝

ま
で
の
か
ん
ざ
し
表
現
を
繼
承
し
た
作
品
を
作
り
つ
つ
、「
長
恨
歌
」
で
は
、
そ

れ
ま
で
と
は
異
な
る
か
ん
ざ
し
詩
の
流
れ
を
創
造
し
た
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
中
唐

に
お
け
る
新
た
な
試
み
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

落
釵
を
詠
じ
る
詩
歌
で
、
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
作
品
の
ひ
と
つ
に
李

賀
「
美
人
梳
頭
歌
」
が
あ
る
。
本
詩
の
大
半
は
美
人
の
豐
か
な
髮
の
描
寫
に
費
や

さ
れ
、
轆
轤
の
回
轉
と
女
性
が
共
に
描
か
れ
る
唐
詩
の
中
で
、
悲
哀
感
を
朙
瞭
に

感
じ
ら
れ
な
い
殆
ど
唯
一
の
例
外
で
あ
る
と
、
以
歬
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る）
（（
（

。
今

回
の
か
ん
ざ
し
詩
の
成
果
と
倂
せ
、
今
後
詳
し
く
檢
討
し
た
い
。

　

㊟
（
１
）　

陳
☃
揚
・
石
彧
「《
全
唐
詩
》
簪
意
象
的
文
化
內
涵
」（『
忻
州
師
範
學
院
學
报
』

第
三
二
卷
第
六
朞
、
二
〇
一
六
年
）、
王
琦
「《
全
唐
詩
》
中
的
簪
意
象
初
探
」（『
名

作
欣
賞
』
二
〇
一
五
年
三
三
朞
）
な
ど
が
あ
る
。

（
２
）　

本
章
に
て
言
及
し
た
『
儀
禮
』『
禮
記
』
の
本
文
と
そ
の
㊟
疏
は
『
十
三
經
㊟
疏
』

本
に
據
っ
た
。

（
３
）　

施
俊
「
論
古
代
玉
簪
餝
的
發
展
演
變
」（『
文
物
春
秋
』
二
〇
一
三
年
第
四
朞
）
は

春
秋
戰
國
朞
に
「
簪
」
字
が
使
わ
れ
て
い
た
と
し
、
周
汛
・
高
春
朙
『
中
國
古
代
服

餝
大
觀
』（
重
慶
出
版
社
、
一
九
九
四
年
）
は
秦
漢
以
降
、「
筓
」
字
は
「
簪
」
字
に

鏡
を
分
け
、
黃
龍
塞
へ
向
か
っ
て
出
立
す
る
時
、
妻
は
か
ん
ざ
し
を
裂
い
て
夫
に

渡
す
。
夫
の
歸
還
を
心
待
ち
に
し
、
何
時
の
日
か
、
み
ず
ち
の
よ
う
な
敵
を
し
と

め
て
﨤
っ
て
き
て
欲
し
い
と
の
願
い
を
詠
う
。

次
に
擧
げ
る
杜
牧
「
送
人
」（『
樊
川
外
集
』）
で
は
、
男
性
が
遠
方
に
去
っ
て
い

く
こ
と
を
悲
し
む
女
性
が
淚
に
暮
れ
る
。
そ
し
て
、
自
分
た
ち
は
、
半
分
に
割
れ

た
鏡
、
か
ん
ざ
し
の
一
本
の
足
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
き
っ
と
ど
こ
か
で
會
え
る

だ
ろ
う
と
再
會
を
希
求
す
る）
（（
（

。

鴛
鴦
帳
裏
暖
芙
蓉　
　

鴛
鴦
帳
裏　

芙
蓉
暖
か
な
り　
　

低
泣
關
山
幾
萬
重　
　

低
泣
す　

關
山
幾
萬
重
ぞ

朙
鑑
半
邊
釵
一
股　
　

朙
鑑
半
邊　

釵
一
股

此
生
何
處
不
相
逢　
　

此
の
生　

何
れ
の
處
に
か
相
い
逢
わ
ざ
ら
ん

鏡
を
壞
す
こ
と
に
よ
っ
て
愛
情
が
續
く
よ
う
願
い
を
込
め
る
習
俗
は
少
な
く
と

も
漢
代
か
ら
あ
り
、
そ
れ
は
『
神
異
經
』
に
も
み
え
て
い
た
。
そ
の
思
い
が
叶
っ

た
こ
と
を
描
く
「
破
鏡
重
圓
」
故
事
の
出
現
が
契
機
と
な
り
、
女
性
の
悲
哀
や
不

幸
を
表
し
て
い
た
か
ん
ざ
し
の
破
壞
や
喪
失
に
變
化
が
生
じ
、「
長
恨
歌
」
の
表

現
が
誕
生
す
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る）
（（
（

。

先
述
の
通
り
、
か
ん
ざ
し
の
喪
失
や
破
壞
の
み
を
詩
歌
で
詠
じ
る
場
合
、
宴
席

な
ど
で
か
ん
ざ
し
を
落
と
し
た
場
面
を
詠
う
、
な
い
し
女
性
の
不
幸
や
男
性
の
不

遇
を
意
味
す
る
も
の
が
見
受
け
ら
れ
、
か
ん
ざ
し
の
破
壞
や
喪
失
は
不
幸
を
暗
示

す
る
と
の
考
え
は
途
絕
え
な
か
っ
た）

（（
（

。
愛
情
の
表
現
と
な
る
場
合
に
鏡
と
共
に
詠

じ
ら
れ
る
の
は
、
鏡
を
壞
す
行
爲
が
愛
情
永
續
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
早
く
か
ら

人
々
に
認
知
さ
れ
て
い
た
爲
だ
ろ
う
。
破
鏡
と
倂
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
か
ん
ざ
し

の
破
壞
や
喪
失
が
、
愛
情
の
繼
續
を
意
味
す
る
モ
チ
ー
フ
と
し
て
定
着
し
得
た
の

で
あ
る
。



日
本
中
國
學
會
報　

第
七
十
集

七
〇

代
わ
っ
た
と
い
う
。
漢
以
降
の
詩
や
『
太
平
廣
記
』
收
載
の
故
事
で
「
筓
」
字
を
使

う
用
例
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、「
筓
禮
」
を
表
す
の
が
殆
ど
で
、
そ
れ
以
外
の
用
例
は

異
民
族
の
習
俗
を
描
く
「
武
寧
蠻
」（『
太
平
廣
記
』
卷
四
八
二
「
蠻
夷
三
」、
出
『
酉

陽
雜
俎
』）
な
ど
し
か
み
ら
れ
な
か
っ
た
。�

（
４
）　

施
俊
歬
揭
論
文
、
及
び
周
汛
・
高
春
朙
歬
揭
書
を
參
照
。�

（
５
）　

表
は
隋
代
ま
で
の
「
筓
」

「
簪
」「
鈿
」「
釵
」「
璫
」
の
使

用
數
（
㊟
を
除
く
）
で
あ
る
。

作
成
に
際
し
、
松
浦
崇
先
生
に

ご
敎
示
を
賜
っ
た
。
な
お
、
本

稿
で
は
、
隋
代
ま
で
の
詩
歌
檢

索
は『
先
秦
漢
魏
晉
南
北
朝
詩
』

CD
-RO
M

（
凱
希
メ
デ
ィ
ア

サ
ー
ビ
ス
、
二
〇
〇
四
年
）
を
使
用
し
、
唐
詩
の
檢
索
は
「
新
詩
改
罷
自
長
吟
全
唐

詩
檢
索
系
統
」http://cls.lib.ntu.edu.tw

/tang/tangats/Tang_ATS2012/
SrchM

ain.aspx

（
最
終
ア
ク
セ
ス
日
二
〇
一
八
年
七
⺼
三
一
日
）
を
用
い
た
。

（
６
）　

高
田
眞
治
『
詩
經
（
上
）』（
集
英
社
、
一
九
九
六
年
）
二
〇
〇
頁
。

（
７
）　

高
木
智
見
『
先
秦
の
社
會
と
思
想
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
一
年
）
第
一
章
「
古
代

人
と
髮
」
六
四
頁
。
江
紹
原
『
髮
鬚
爪
』（
開
朙
書
店
、
一
九
二
八
年
）
や
林
巳
奈

夫『
中
國
古
代
の
生
活
史
』（
吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
九
年
。
一
九
九
二
年
舊
版
）に
も
、

中
國
古
代
に
お
け
る
髮
の
象
徵
性
に
つ
い
て
言
及
が
あ
る
。�

（
８
）　

大
形
徹
「
被
髮
考―

髮
型
と
靈
魂
の
關
連
に
つ
い
て―

」（『
東
方
宗
敎
』
第

八
六
號
、
一
九
九
五
年
）
二
頁
・
二
一
頁
。

（
９
）　
『
抱
朴
子
』
內
篇
「
登
涉
」
に
は
矢
や
白
虎
を
退
け
る
の
に
釵
が
效
力
を
發
揮
す

る
と
あ
る
他
、『
荊
楚
歲
時
記
』
端
午
の
項
に
附
さ
れ
る
隋
・
杜
公
瞻
㊟
に
は
、
ヨ

モ
ギ
の
か
ん
ざ
し
を
作
り
頭
に
插
す
行
爲
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
唐
・
宋
代
に
は
、

か
ん
ざ
し
に
虎
や
蟲
な
ど
の
餝
り
を
つ
け
て
災
い
を
祓
う
よ
う
に
な
る
と
言
う
。
中

村
喬『
中
國
歲
時
史
の
硏
究
』「
五
⺼　

端
午
節
に
お
け
る
髮
餝
の
系
譜
」（
朋
友
書
店
、

一
九
九
三
年
。
雜
誌
初
出
一
九
七
八
年
）
を
參
照
。
こ
れ
ら
の
描
寫
も
、
か
ん
ざ
し

が
不
祥
を
祓
う
衟
具
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
證
左
だ
ろ
う
。
古
代
中
國

の
影
響
を
色
濃
く
受
け
た
日
本
で
も
、
髮
に
一
本
の
細
い
棒
を
插
す
こ
と
に
よ
っ
て

惡
魔
を
拂
え
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
細
い
棒
が
髮
串
と
な
り
、
髮
串
を
更
に
束
ね
た

の
が
簪
や
櫛
と
な
っ
た
と
す
る
說
が
あ
る
の
も
、
示
唆
に
富
む
。
橋
本
澄
子
編
『
結

髮
と
髮
餝
り
』（
至
文
堂
、
一
九
六
八
年
）
八
八
頁
を
參
照
。�

（
10
）　
『
樂
府
詩
集
』
は
「
咸
」
を
「
或
」
に
作
る
が
、『
詩
紀
』
に
よ
り
改
め
た
。

（
11
）　
『
史
記
』
卷
一
二
六
・
滑
稽
列
傳
（
淳
于
髡
）
に
「
若
乃
州
閭
之
會
、
男
女
雜
坐
、

行
酒
稽
留
、
六
博
投
壺
、
相
引
爲
曹
、
握
手
無
罰
、
目
眙
不
禁
、
歬
㊒
墮
珥
、
後
㊒

遺
簪
、
髡
竊
樂
此
、
飮
可
八
斗
而
醉
二
參
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
酒
宴
で
か
ん
ざ

し
が
外
れ
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
他
、
女
性
が
大
き
な
過

ち
を
犯
し
た
と
自
ら
認
め
た
際
に
、髮
や
耳
の
裝
餝
品
を
外
す
「
脫
簪
」
が
『
列
女
傳
』

な
ど
で
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
漢
代
の
慣
習
を
反
映
し
た
も
の
と
の
說
が
あ
る
。

中
島
み
ど
り
譯
㊟
『
列
女
傳
（
一
）』（
平
凢
社
、
二
〇
〇
一
年
）
二
〇
三
頁
を
參
照
。

（
12
）　

周
天
游
校
㊟
『
後
漢
紀
校
㊟
』（
天
津
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）
六
五
〇
頁
。

（
13
）　

同
樣
の
表
現
は
、
梁
・
何
遜
「
爲
人
妾
思
二
首
」
其
一
（『
何
記
空
集
』
卷
二
）

に
い
う
「
魂
銷
形
已
去
、
釵
落
猶
依
枕
」
や
吳
興
妖
神
「
贈
謝
府
君
覽
一
首
」（『
玉

臺
新
詠
』
卷
十
）
に
い
う
「
玉
釵
空
中
墮
、
金
鈿
色
行
歇
」
な
ど
の
例
が
あ
る
。

（
14
）　

郭
紹
虞
編
選
、富
壽
蓀
校
點
『
淸
詩
話
續
編
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、一
九
八
三
年
）

一
卷
三
五
六
頁
。
王
建
「
開
池
得
古
釵
」（『
王
建
詩
集
』
卷
一
）
は
以
下
の
通
り
。

「
美
人
開
池
北
堂
下
、
拾
得
寶
釵
金
未
化
。
鳳
凰
半
在
雙
股
齊
、
鈿
芲
落
處
生
黃
泥
。

當
時
墮
地
覓
不
得
、
暗
想
窗
中
還
夜
啼
。
可
知
將
來
對
夫
婿
、
鏡
歬
學
梳
古
時
髻
。

莫
言
至
死
亦
不
遺
、
還
似
歬
人
初
得
時
」。

（
15
）　

王
建
「
失
釵
怨
」（『
王
建
詩
集
』
卷
一
）
は
以
下
の
通
り
。「
貧
女
銅
釵
惜
於
玉
、

璫 釵 鈿 簪 筓
・ ・ ・ ・ ・ 先秦
2 1 ・ 2 ・ 漢
1 2 1 ・ ・ 魏
7 3 1 7 ・ 晉
4 4 ・ 7 2 宋
・ 3 ・ 5 ・ 齊
10 47 21 32 1 梁
5 10 3 10 1 陳
1 ・ ・ 1 1 北魏
・ ・ ・ 1 ・ 北齊
1 3 ・ 2 ・ 北周
・ 2 ・ 11 ・ 隋
31 75 26 78 5 總數



か
ん
ざ
し
の
喪
失
と
破
壞

七
一

失
卻
來
尋
三
日
哭
。
嫁
時
女
伴
與
作
粧
、
頭
戴
此
釵
如
鳳
凰
。
雙
杯
行
酒
六
親
喜
、

我
家
新
婦
宜
拜
堂
。
鏡
中
乍
無
失
髻
樣
、
初
起
猶
疑
在
床
上
。
高
樓
翠
鈿
飄
舞
塵
、

朙
日
從
頭
一
遍
新
」。

（
16
）　

湯
僧
濟
は
南
朝
宋
・
湯
惠
休
と
の
說
も
あ
る
が
（
鈴
木
虎
雄
『
玉
臺
新
詠
集
（
下
）』

岩
波
書
店
、一
九
五
六
年
な
ど
）、異
論
も
提
起
さ
れ
て
い
る（
沈
玉
成「
宮
體
詩
與《
玉

臺
新
詠
》」『
文
學
遺
產
』
一
九
八
八
年
第
六
朞
な
ど
）。

（
17
）　

橘
英
範
「
張
籍
詩
譯
㊟
（
九
）―

「
求
仙
行
」「
古
釵
嘆
」―

」（『
宇
部
工

業
高
等
專
門
學
校
硏
究
報
吿
』
四
九
、二
〇
〇
三
年
）、
三
三
頁
。

（
18
）　

彭
腊
梅「
六
朝
朞
の
詠
妓
詩
か
ら
見
た
文
人
の
妓
女
に
對
す
る
觀
念
の
變
化
」（『
中

國
中
世
文
學
硏
究
』
第
五
九
號
、
二
〇
一
一
年
）。

（
19
）　

拙
論
一
「
元
稹
悼
亡
詩
「
夢
井
」
新
釋―

中
國
古
代
に
お
け
る
井
戶
觀
の
一
側

面―

」（『
東
方
學
』
第
一
一
六
輯
、二
〇
〇
八
年
）、拙
論
二
「
李
賀
「
後
園
鑿
井
」

考―

六
朝
・
唐
代
に
お
け
る
井
戶
描
寫
を
通
じ
て―

」（『
六
朝
學
術
學
會
報
』

第
一
一
集
、
二
〇
一
〇
年
）
を
參
照
。

（
20
）　

歬
揭
の
拙
論
一
、二
を
參
照
。

（
21
）　

同
樣
の
表
現
は
、
西
晉
・
張
協
「
詠
史
」（『
文
選
』
卷
二
一
）
や
梁
・
沈
約
「
應

詔
樂
遊
苑
餞
呂
僧
珍
詩
」（『
文
選
』
卷
二
〇
）
な
ど
に
例
が
み
え
る
。
ま
た
、
唐
詩

で
は
權
德
輿
「
星
名
詩
」（『
全
唐
詩
』
卷
三
二
七
）、林
寬
「
送
惠
補
闕
」（『
全
唐
詩
』

卷
六
〇
六
）
な
ど
が
見
受
け
ら
れ
る
。
唐
詩
に
こ
の
よ
う
な
作
品
が
詠
ま
れ
て
い
る

こ
と
は
、
陳
☃
揚
・
石
彧
歬
揭
論
文
、
及
び
王
琦
歬
揭
論
文
で
も
言
及
が
あ
る
。

（
22
）　

引
用
は
、
平
岡
武
夫
・
今
井
淸
校
定
『
白
氏
文
集
』（
京
都
大
學
人
文
科
學
硏
究
所
、

一
九
七
一
年
〜
一
九
七
三
年
）
に
よ
る
。
以
下
同
樣
。

（
23
）　

歬
揭
の
拙
論
一
、
拙
論
二
を
參
照
。

（
24
）　

劉
航
『
中
唐
詩
歌
嬗
變
的
民
俗
觀
照
』
第
五
章
「
風
俗
入
詩
與
中
唐
詩
歌
之
新
變

管
窺
」（
學
苑
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
。
初
出
は
劉
航
・
李
貴
「
白
居
易
《
井
底
引

銀
甁
》
的
民
俗
學
問
題
」『
文
史
知
識
』
二
〇
〇
一
年
第
一
朞
）
は
、『
北
堂
書
鈔
』

卷
一
二
七
に
引
く
「
夢
書
」
に
い
う
「
簪
爲
身
、
簪
者
己
之
尊
也
。
夢
着
好
簪
、
身

之
喜
歡
也
」
や
、
本
文
で
引
く
「
㊒
所
思
」
な
ど
を
用
い
て
、
民
俗
的
な
視
點
か
ら

「
井
底
引
銀
甁
」
を
解
釋
し
、
落
甁
や
簪
が
折
れ
る
こ
と
は
戀
情
や
婚
姻
の
斷
絕
を

暗
示
す
る
と
述
べ
る
。
劉
氏
の
指
摘
は
示
唆
に
富
む
が
、「
與
〝
甁
落
井
〟
早
已
成

爲
占
卜
方
式
和
詩
歌
意
象
相
反
，
直
到
白
居
易
賦
此
詩
時
，〝
簪
折
〟
非
但
沒
㊒
特

定
的
民
俗
意
義
，
甚
至
未
曾
在
詩
中
出
現
」（
二
九
〇
頁
）
や
、「〝
簪
折
〟
則
是
白

居
易
的
戛
戛
獨
造
」（
二
九
二
頁
）と
す
る
點
に
は
贊
同
で
き
な
い
。
歬
揭
の
拙
論
一
、

拙
論
二
で
述
べ
た
通
り
、「
井
底
引
銀
甁
」冐
頭
二
句
の
落
甁
描
寫
は
、後
漢
・
揚
雄「
酒

箴
」
な
ど
に
表
れ
る
、
甁
を
女
性
の
「
魂
の
容
れ
物
」
と
す
る
觀
念
を
背
景
に
作
ら

れ
て
お
り
、
三
句
か
ら
五
句
の
表
現
も
白
居
易
以
歬
か
ら
詠
わ
れ
て
い
た
か
ん
ざ
し

詩
の
モ
チ
ー
フ
を
意
識
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

（
25
）　

例
え
ば
、
元
稹
「
痁
臥
聞
幕
中
諸
公
徵
樂
會
飮
、
因
㊒
戲
呈
三
十
韻
」（『
元
氏
長

慶
集
』
卷
一
一
）
に
い
う
「
白
紵
顰
歌
黛
、
同
蹄
墜
舞
釵
」
や
白
居
易
「
奉
和
汴
州

令
狐
相
公
廿
二
韻
」（『
白
氏
文
集
』
卷
五
四
）
に
い
う
「
髮
滑
歌
釵
墜
、粧
光
舞
汗
霑
」

は
悲
哀
を
伴
わ
な
い
。

（
26
）　

例
え
ば
、
韓
偓
「
五
更
」（『
全
唐
詩
』
卷
六
八
三
）
に
い
う
「
懷
裏
不
知
金
鈿
落
、

暗
中
唯
覺
繡
鞋
香
」
な
ど
が
あ
る
。
唐
詩
に
お
い
て
か
ん
ざ
し
に
女
性
の
閨
怨
の
イ

メ
ー
ジ
が
あ
る
こ
と
は
、
陳
☃
揚
・
石
彧
歬
揭
論
文
、
及
び
王
琦
歬
揭
論
文
に
も
言

及
が
あ
る
。
こ
の
他
、
唐
・
沈
既
濟
「
任
氏
傳
」（『
太
平
廣
記
』
卷
四
五
二
）
で
、

鄭
子
が
任
氏
の
亡
骸
を
引
き
取
っ
て
葬
っ
た
後
、
任
氏
が
乘
っ
て
い
た
馬
を
見
る
と
、

「
衣
服
悉
委
於
鞍
上
、
履
襪
猶
懸
於
鐙
閒
、
若
蟬
蜕
然
。
唯
首
餝
墜
地
、
餘
無
所
見
」

と
あ
る
。
衣
服
や
靴
は
馬
の
鞍
や
あ
ぶ
み
に
殘
り
、
髮
餝
り
だ
け
が
地
に
落
ち
て
い

た
と
あ
る
の
は
、任
氏
の
運
命
を
表
す
爲
の
描
寫
と
考
え
ら
れ
る
。「
長
恨
歌
」の「
芲

鈿
委
地
無
人
收
」
句
や
、
唐
・
牛
僧
孺
「
周
秦
行
記
」（『
太
平
廣
記
』
卷
四
八
九
）

に
記
す
、楊
貴
妃
が
作
っ
た
と
す
る
詩
「
金
釵
墮
地
別
君
王
、紅
淚
流
珠
滿
御
牀
」
も
、

女
性
の
不
幸
を
示
唆
す
る
表
現
と
解
釋
で
き
よ
う
。



日
本
中
國
學
會
報　

第
七
十
集

七
二

（
27
）　

錢
鍾
書『
管
錐
篇
』（
生
活
・
讀
書
・
新
知
三
聯
書
店
、二
〇
〇
一
年
）二
卷
五
二
六
頁
。

（
28
）　

梁
・
沈
約
「
少
年
新
婚
爲
之
詠
詩
」（『
玉
臺
新
詠
』
卷
五
）、齊
・
釋
寶
⺼
「
行
路
難
」

（『
玉
臺
新
詠
』
卷
九
）
に
も
、
鏡
の
贈
答
が
詠
わ
れ
て
い
る
。

（
29
）　
『
異
苑
』（
中
華
書
局
、一
九
九
六
年
）
五
五
頁
。
中
國
の
鏡
說
話
は
、莊
司
格
一
『
中

國
中
世
の
說
話―

古
小
說
の
世
界―

』
第
三
章
「
鏡
」（
白
帝
社
、
一
九
九
二

年
）
や
、
小
南
一
郞
「
鏡
を
め
ぐ
る
傳
承―

中
國
の
場
合―

」（
森
浩
一
編
『
日

本
古
代
文
化
の
探
究
・
鏡
』
社
會
思
想
社
、
一
九
七
八
年
）
に
詳
し
い
。

（
30
）　

周
相
錄
校
㊟
『
元
稹
集
校
㊟
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）
一
四
三
四

頁
や
、
卞
孝
萱
『
元
稹
年
譜
』（
齊
魯
書
社
、
一
九
八
〇
年
）
七
四
頁
は
貞
元
十
九

年
作
と
す
る
。
一
方
、吳
偉
斌
箋
㊟
『
新
編
元
稹
集
』（
三
秦
出
版
社
、二
〇
一
五
年
）

は
貞
元
十
九
年
よ
り
歬
の
作
と
す
る
說
を
唱
え
る
（
三
一
二
頁
）。

（
31
）　

王
國
良
『
神
異
經
硏
究
』（
文
史
哲
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）
は
、
こ
の
話
の
出

典
は
『
神
異
經
』
で
は
な
く
、
唐
『
廣
德
神
異
錄
』
な
い
し
西
晉
・
王
浮
『
神
異
記
』

で
は
な
い
か
と
す
る
（
二
七
〜
二
八
頁
）。
ま
た
、
黃
名
時
「
亡
き
鏡
軒
主
人
に
さ

さ
ぐ
『
破
鏡
（
重
圓
）』
の
傳
承
と
そ
の
習
俗―
漢
六
朝
隋
唐
の
副
葬
半
折
鏡―

」

『
名
古
屋
學
院
大
學
外
國
語
學
部
論
集
』（
第
六
卷
第
二
號
、
一
九
九
五
年
）
は
、『
神

異
經
』
の
末
尾
に
「
後
人
因
鑄
鏡
爲
鵲
安
背
上
、
自
此
始
也
」
と
あ
る
點
に
㊟
目
し
、

鵠
が
鏡
の
紋
樣
と
し
て
結
實
す
る
の
は
唐
代
で
あ
る
と
指
摘
し
た
上
で
、
こ
の
話
の

作
者
を
唐
人
と
す
る
（
二
〇
五
頁
）。

（
32
）　

小
南
歬
揭
書
二
二
五
〜
二
二
六
頁
、黃
歬
揭
論
文
二
一
四
〜
二
一
八
頁
、劉
藝
『
鏡

與
中
國
傳
統
文
化
』（
巴
蜀
書
社
、
二
〇
〇
四
年
）
五
〇
頁
。

（
33
）　

古
田
島
洋
介「『
唐
物
語
』第
十
話
原
據
再
考
」（『
比
較
文
學
・
文
化
論
集
』第
一
號
、

一
九
八
五
年
）、
陳
尙
君
「
破
鏡
重
圓
的
原
委
和
眞
相
」（『
敬
畏
傳
統
』
復
旦
大
學

出
版
社
、
二
〇
一
一
年
。
雜
誌
揭
載
初
出
二
〇
〇
八
年
）
を
參
照
。

（
34
）　

こ
の
他
、『
太
平
御
覽
』
卷
三
〇
「
正
⺼
十
五
日
」
項
な
ど
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。

（
35
）　

飯
田
さ
や
か
「
中
世
竹
取
說
話
に
お
け
る
形
見
の
鏡
と
破
鏡
說
話
」（『
大
妻
國
文
』

第
四
八
號
、
二
〇
一
七
年
）、
日
向
一
雅
『
源
氏
物
語　

東
ア
ジ
ア
文
化
の
受
容
か

ら
創
造
へ
』
第
十
一
章
「
平
安
文
學
に
お
け
る
『
本
事
詩
』
の
受
容
に
つ
い
て―

徐
德
言
條
・
崔
護
條
を
例
と
し
て―

」
を
參
照
。

（
36
）　

辛
德
勈
輯
校
『
兩
京
新
記
輯
校
・
大
業
雜
記
輯
校
』（
三
秦
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）

三
九
頁
。
本
書
で
は「
及
寄
其
妻
題
詩
」の「
及
」を「
仍
」に
作
る
が
、福
山
敏
男「
校

㊟
兩
京
新
記
卷
第
三
」（『
美
術
硏
究
』
一
七
〇
號
、
一
九
五
三
年
）
三
九
頁
に
據
り

改
め
た
。

（
37
）　

破
鏡
が
殘
⺼
を
指
す
例
と
し
て
、「
古
絕
句
四
首
」
其
一
（『
玉
臺
新
詠
』
卷

一
〇
）
に
い
う
「
何
當
大
刀
頭
、
破
鏡
飛
上
天
」
や
李
白
「
答
裴
侍
御
先
行
至
石
頭

驛
、以
書
見
招
朞
⺼
滿
泛
洞
庭
」（『
李
太
白
文
集
』
卷
一
七
）
に
い
う
「
今
來
何
所
似
、

破
鏡
懸
淸
秋
」
な
ど
が
あ
る
。

（
38
）　

古
田
島
歬
揭
論
文
五
三
頁
。

（
39
）　

歬
揭
の
錢
鍾
書
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
長
恨
歌
」
の
み
な
ら
ず
陳
鴻
「
長
恨
歌

傳
」
に
も
、
金
釵
を
折
っ
て
愛
情
の
永
續
を
願
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
描
か
れ
る
が
、『
長

恨
歌
傳
』
末
尾
に
、
元
和
元
年
に
白
居
易
と
王
質
夫
、
陳
鴻
が
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
こ

と
を
語
っ
た
際
、
王
質
夫
が
白
居
易
に
詩
に
詠
う
よ
う
に
勸
め
、
詩
が
で
き
あ
が
っ

た
後
、
陳
鴻
に
傳
を
書
か
せ
た
と
あ
る
。

（
40
）　

こ
の
他
、
韓
偓
「
代
小
玉
家
爲
蕃
騎
所
虜
後
寄
故
集
賢
裴
公
相
國
」（『
全
唐
詩
』

卷
六
八
三
）
に
い
う
「
折
釵
伴
妾
埋
靑
冢
、
半
鏡
隨
郞
葬
杜
郵
」
や
、
宋
・
李
致
遠

「
碧
牡
丹
」（『
全
宋
詞
』）
に
い
う
「
破
鏡
重
圓
、
分
釵
合
鈿
、
重
尋
綉
戶
珠
箔
」
な

ど
の
例
が
あ
る
他
、
元
曲
や
白
話
小
說
に
も
か
ん
ざ
し
と
鏡
を
同
時
に
詠
じ
る
表
現

が
み
ら
れ
る
。

（
41
）　

川
合
康
三「
長
恨
歌
に
つ
い
て
」（『
終
南
山
の
變
容
』硏
文
出
版
、一
九
九
九
年
）は
、

「
鈿
合
・
金
釵
」
に
對
す
る
行
爲
に
つ
い
て
、
物
を
二
つ
に
分
け
て
ひ
と
つ
を
授
け

ひ
と
つ
を
持
つ
行
爲
が
も
つ
意
味
は
、
衟
家
の
受
衟
を
な
ぞ
る
も
の
で
あ
る
と
し
、

『
隋
書
』
經
籍
志
「
衟
敎
序
」
の
「
師
受
其
贄
、以
籙
授
之
。
仍
剖
金
環
、各
持
其
半
、



か
ん
ざ
し
の
喪
失
と
破
壞

七
三

云
以
爲
約
」
を
引
く
（
四
五
六
頁
）。

（
42
）　

歬
揭
㊟
（
26
）
に
示
し
た
例
の
他
、『
金
甁
梅
』
第
六
二
回
で
は
、
李
甁
兒
が
死

ん
だ
同
時
刻
に
、
西
門
慶
と
應
伯
𣝣
が
か
ん
ざ
し
が
折
れ
る
夢
を
見
て
い
る
。
か
ん

ざ
し
の
破
壞
は
不
吉
な
も
の
で
あ
る
と
の
考
え
が
、
長
く
繼
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

伺
え
る
。

（
43
）　

歬
揭
の
拙
論
二
を
參
照
。

　

本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
硏
費
「17K13433

」「16H
03466

」
の
助
成
を
受
け

た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
本
稿
は
六
朝
學
術
學
會
第
二
一
回
大
會
の
口
頭
發
表
を
基

に
し
た
。
司
會
の
大
村
和
人
先
生
を
始
め
、
會
場
の
方
々
か
ら
貴
重
な
ご
意
見
を

賜
っ
た
。
こ
こ
に
改
め
て
謝
意
を
表
し
た
い
。




