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胸
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
後
半
に
お
い
て
も
、
第
五
句
と
第
六
句
の
対

応
に
よ
っ
て
、
よ
る
べ
な
い
放
浪
の
孤
独
な
作
者
が
浮
き
彫
り
に
さ

れ
て
い
る
。
第
七
句
に
示
さ
れ
る
老
後
の
杜
甫
の
姿
は
、
第
八
句
の

現
実
の
告
白
を
対
応
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
々
し
い
悲
壮
感
を
そ

な
え
て
い
る
点
な
ど
、
探
求
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
興
味
は
尽
き
ず
、
溜

め
息
の
出
る
ほ
ど
の
妙
味
の
あ
る
構
成
は
、
中
国
漢
詩
史
上
、
最
大

の
作
品
と
し
て
注
目
し
た
い
。

杜
甫
の
終
焉

　
数
多
い
七
言
律
詩
中
、
古
来
希
有
の
作
と
さ
れ
て
い
る
。
或
る
評

言
に
は
「
前
に
人
無
く
、
後
ろ
に
来
者
無
く
、
古
今
七
言
の
第
一
な

り
」
と
あ
る
。
四
聯
す
べ
て
が
対
句
を
な
す
全
対
格
で
ま
と
め
た
こ

の
詩
は
技
巧
を
感
じ
さ
せ
ず
自
然
で
見
事
な
完
成
度
を
示
す
。
人
間

は
本
来
孤
独
な
存
在
で
あ
り
、
年
を
と
る
と
い
う
絶
体
不
変
の
法
則

に
支
配
さ
れ
る
な
か
、
こ
の
詩
を
目
に
す
る
た
び
、
そ
の
悲
哀
を
感

じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
冷
徹
な
事
実
と
普
遍
的
な
真
実
を
格
調
高

く
詠
っ
た
名
作
は
杜
甫
の
代
表
作
と
し
て
現
在
に
至
る
ま
で
、
多
く

の
人
に
愛
誦
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
哀
切
さ
に
思
わ
ず
涙
を
こ

ぼ
し
た
人
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。

　

七
六
六
年
暮
春
、
病
状
も
小
康
を
得
た
の
で
、
雲
安
か
ら
八
十

キ
ロ
下
っ
た
虁き

州し
ゅ
う（
奉
節
）
に
移
住
し
た
杜
甫
は
約
二
年
間
こ
の
地

に
住
ん
で
い
る
が
、
そ
の
間
、
西
閣
・
赤
甲
・
壌
西
・
東
屯
と
四
回

居
を
変
え
て
い
る
。
虁
州
滞
在
中
、
杜
甫
は
約
四
百
三
十
首
の
詩

を
詠
ん
で
い
る
が
、
こ
の
詩
は
そ
の
中
の
一
首
で
あ
る
。
大
暦
三
年

（
七
六
八
）
の
正
月
杜
甫
は
こ
の
虁
州
を
あ
と
に
白
帝
城
下
を
船
出

し
て
三
峡
を
下
り
江
陵
へ
と
向
か
っ
た
。
さ
迷
う
よ
う
に
た
ど
り
着

い
た
洞
庭
湖
に
お
い
て
そ
の
暮
れ
に
詠
っ
た
の
が
、か
の
有
名
な「
登

岳
陽
樓
」
の
詩
で
あ
る
。

　

五
十
九
歳
の
長
く
苦
難
に
満
ち
た
人
生
は
大
暦
五
年
（
七
七
〇
）

の
冬
、
岳
州
に
向
か
う
湘
江
の
舟
中
に
お
い
て
そ
の
偉
大
な
生
涯
を

終
え
た
。

   

悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ
（
４
）

『
秋
　
興
』　
　
杜
　
甫

　
　
憂
愁
の
詩
人　
望
郷
を
詠
う

　
杜
甫
が
生
ま
れ
た
の
は
、
唐
の
玄
宗
皇
帝
の
即
位
の
年
、
七
一
二

年
。
亡
く
な
っ
た
の
は
七
七
〇
年
で
あ
る
。
わ
が
国
で
い
え
ば
奈
良

朝
の
中
ご
ろ
に
相
当
す
る
。

　
玄
宗
皇
帝
の
治
世
は
四
十
五
年
の
長
き
に
わ
た
る
が
、そ
の
前
半
、

年
号
を
開
元
と
呼
ぶ
時
期
は
唐
王
朝
の
最
盛
期
で
あ
り
（
開
元
の
治

二
十
九
年
間
）
人
々
の
生
活
は
豊
か
で
国
も
平
和
で
あ
っ
た
。
し
か

し
そ
の
後
半
、
年
号
が
天
宝
と
改
ま
る
こ
ろ
か
ら
、
政
治
は
し
だ
い

に
行
き
づ
ま
り
を
見
せ
は
じ
め
た
。
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唐
王
朝
の
栄
枯
盛
衰
と
共
に
杜
甫
も
ま
た
、
歴
史
の
波
に
翻
弄
さ

れ
た
人
生
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
儒
学
的
な
立
場
か
ら
詩

に
お
い
て
は
、
戦
乱
の
国
を
憂
い
、
人
々
の
兵
役
、
生
活
苦
を
悲
し

み
、
又
、
我
身
の
不
遇
、
生
活
苦
、
病
気
な
ど
に
憂
憤
の
情
念
に
も

え
、
又
、
理
想
と
現
実
の
相
違
に
苦
し
み
つ
づ
け
た
。
そ
こ
か
ら
生

れ
る
一
語
一
語
は
私
達
の
心
に
強
く
訴
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
。

　
又
、李
白
の
自
由
奔
放
で
「
天
馬
空
を
行
く
」
様
な
非
常
に
ス
ケ
ー

ル
の
大
き
い
、
且
つ
浪
漫
的
な
詩
に
比
し
て
、
杜
甫
の
詩
は
社
会
の

現
実
や
自
ら
の
体
験
を
、
誠
実
に
冷
徹
な
写
実
主
義
の
目
を
も
っ
て

表
現
し
て
い
る
。

　
永
泰
元
年
（
七
六
五
）
成
都
を
離
れ
た
杜
甫
が
故
郷
に
帰
る
べ
く

長
江
を
下
り
虁き

州
に
到
着
し
た
の
は
翌
年
の
晩
春
で
あ
っ
た
。
杜
甫

は
こ
の
地
で
一
年
九
ヶ
月
を
過
ご
す
が
、
彼
の
人
生
で
成
都
院
花
草

堂
の
三
年
七
ヶ
月
と
、
こ
の
虁き

州
と
が
唯
一
の
安
息
な
日
々
で
あ
っ

た
。
詩
の
内
容
も
憂
憤
の
情
念
か
ら
一
喜
一
憂
す
る
こ
と
な
く
、
心

奥
深
く
し
ま
い
込
み
憂
愁
の
う
め
き
の
中
で
望
郷
を
詠
う
。
そ
れ
は

私
達
の
心
に
何
と
か
し
て
や
り
た
い
、手
を
さ
し
の
べ
て
あ
げ
た
い
、

楽
に
し
て
や
り
た
い
、
と
い
う
同
情
が
先
に
た
っ
て
や
り
き
れ
な
い

思
を
か
き
た
て
る
。

　
こ
の
詩
は
杜
甫
五
十
五
歳
の
秋
の
作
「
秋
興
八
首
其
の
一
」
で
あ

る
。（
唐
詩
選
で
は
四
首
を
選
ん
で
秋
興
四
首
と
い
う
）

　
杜
甫
の
詩
型
の
う
ち
、も
っ
と
も
豊
か
な
芸
術
性
を
も
つ
の
は
七
言

律
詩
で
あ
り
、李
白
と
並
び
称
す
る
時
は「
李
絶
杜
律
」と
称
さ
れ
る
。

　
秋
興
八
首
は
律
詩
の
代
表
作
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
島
崎
藤
村

評
す
る
と
こ
ろ
、
其
の
一
が
圧
巻
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

残
念
に
念お

も

う
望
郷
の
う
た

　
秋　
　
興　
　
　
杜　
甫

玉
露
凋
傷
楓
樹
林　
玉
露
凋
傷
す
楓
樹
の
林

巫
山
巫
峽
氣
蕭
森　
巫
山
巫
峽
氣
蕭
森

江
間
波
浪
兼
天
湧　
江
間
の
波
浪
は
天
を
兼
ね
て
湧
き

塞
上
風
雲
接
地
陰　
塞
上
の
風
雲
は
地
に
接
し
て
陰
る

叢
菊
兩
開
他
日
涙　
叢
菊
兩
た
び
開
く
他
日
の
涙

孤
舟
一
繫
故
園
心　
孤
舟
一
た
び
繫
ぐ
故
園
の
心

寒
衣
處
處
催
刀
尺　
寒
衣
處
處
刀
尺
を
催
し

白
帝
城
高
急
暮
砧　
白
帝
城
は
高
う
し
て
暮
砧
急
な
り

　

秋
深
く
露
は
玉
の
よ
う
に
清

ら
か
だ
。
だ
が
楓
の
林
は
す
っ
か

り
傷
み
凋
ん
で
し
ま
っ
た
。
こ
こ

巫
山
巫
峡
一
帯
に
は
秋
の
気
が

し
ん
し
ん
と
満
ち
て
い
る
。
長

江
の
波
は
天
に
と
ど
か
ん
ば
か

り
に
湧
き
た
ち
城
塞
の
風
雲
は

地
に
た
れ
こ
み
、
天
も
地
も
陰
っ

て
い
る
。

白帝城

　

　目次へもどる▲　次ページへ▲



― 21 ―

　
成
都
を
出
て
二
年
、
今
年
も
菊
が
咲
き
、
そ
れ
を
見
て
去
年
流
し

た
涙
を
ま
た
今
年
も
流
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
も
な
か
な
か
果
せ
ぬ

望
郷
の
念
か
ら
で
あ
り
、
岸
に
つ
な
げ
た
一
艘
の
小
舟
だ
け
が
そ
の

念
を
つ
な
い
で
い
る
。

　
秋
も
深
ま
り
、
家
々
で
は
冬
の
衣
を
急
ぎ
縫
い
と
と
の
え
よ
う
と

し
て
衣
を
つ
く
る
粗
衣
を
叩
き
な
め
す
砧き

ぬ
た

の
音
が
暮
れ
残
る
白
帝
城

の
高
み
に
ひ
び
い
て
い
る
。
ま
る
で
わ
が
故
園
＝
望
郷
の
心
を
せ
か

せ
る
よ
う
に
。

巫
山
巫
峡
（
教
本
地
図
参
照
）

　
巫
山
巫
峡
は
杜
甫
が
居
を
構
え
た
虁き

州
か
ら
、
や
や
離
れ
る
。
虁き

州
の
町
か
ら
長
江
を
約
五
キ
ロ
下
っ
た
と
こ
ろ
が
三
峡
の
第
一
の
峡

谷
、
瞿く

塘と
う

峡き
ょ
う

で
あ
る
。
巫
峡
は
さ
ら
に
下
流
三
〇
キ
ロ
ば
か
り
下
っ

た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
距
離
を
舟
で
下
る
と
、
秋
で
あ
る
か
ら
長

江
の
流
水
量
は
少
な
く
多
分
一
時
間
に
十
数
キ
ロ
の
ス
ピ
ー
ド
で

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
諸
々
の
時
間
的
ロ
ス
を
み
る
と
巫
山
の
町

に
到
着
す
る
の
に
四
時
間
ぐ
ら
い
か
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
地
は
杜
甫
が
生
き
た
時
代
よ
り
千
年
以
上
も
昔
の
故
事
に
あ

る
「
巫
山
の
雲
雨
」
の
伝
説
が
残
さ
れ
て
い
る
所
で
作
者
に
と
っ
て

訪
れ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
地
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
鑑　
賞

　

一
、二
句
は
巫
山
巫
峡
に
た
ち
こ
め
た
秋
冷
の
気
配
に
つ
い
て

歌
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
静
」
的
状
態
で
あ
り
「
水
平
」
的
な
広

が
り
を
感
じ
さ
せ
る
。

　

三
、四
句
は
一
転
し
て
、
天
に
も
届
く
ほ
ど
に
激
し
い
浪
を
あ
げ

る
長
江
と
大
地
に
低
く
垂
れ
こ
め
る
風
雲
。
こ
れ
は
「
動
」
的
状
態

で
あ
り
、「
垂
直
」的
な
広
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
。「
静
」と「
動
」、「
水

平
」
と
「
垂
直
」
こ
の
様
に
区
分
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
情
景
の

心
象
が
明
確
に
な
っ
て
く
る
。

　

五
、六
句
は
そ
う
し
た
自
然
に
触
発
さ
れ
た
詩
人
の
悲
愁
を
歌
う
。

五
句
の
「
叢
菊
両
開
」
は
成
都
を
去
っ
て
漂
泊
の
旅
に
上
っ
て
か
ら

二
度
秋
を
迎
え
た
こ
と
を
い
う
。
一
度
は
去
年
（
永
泰
元
年
）
雲
安

に
お
い
て
、そ
し
て
今
年（
大
暦
元
年
）、虁
州
に
お
い
て
で
あ
る
。「
他

日
」
と
い
う
語
は
過
去
の
日
に
つ
い
て
も
、
未
来
の
日
に
つ
い
て
も

言
え
る
と
解
釈
し
た
い
。
し
た
が
っ
て
「
他
日
の
涙
」
は
去
年
こ
ぼ

し
た
涙
と
も
と
れ
る
し
、
昔
を
思
っ
て
こ
ぼ
す
現
在
の
涙
と
も
と
れ

る
。
又
来
年
も
、
の
意
味
に
と
っ
て
、
苦
し
い
生
活
を
す
る
上
で
流

す
で
あ
ろ
う
涙
と
も
解
釈
で
き
な
い
か
。
六
句
は
漂
泊
の
旅
の
中
で

「
孤
舟
に
一ひ

た
す
らに
故
園
の
心
を
繋
ぐ
」、
残
生
は
あ
と
わ
ず
か
、
一
日
も

早
く
故
郷
に
帰
り
た
い
気
持
ち
を
孤
舟
に
託
す
。
七
、八
句
は
暮
れ

残
る
白
帝
城
の
ふ
も
と
か
ら
響
い
て
く
る
砧き

ぬ
た

の
音
に
冬
着
の
支
度
の

始
ま
っ
た
こ
と
を
想
像
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
旅
の
空
の
身
に
晩
秋
の
も
の
悲
し
さ
と
地
場
に
生
き
る
人
々
の
生

活
の
匂
い
の
中
で
よ
り
一
層
我
が
身
の
寂
寥
感
と
、
人
生
の
黄
昏
に

さ
し
か
か
っ
て
、
な
お
故
郷
に
帰
り
得
な
い
で
い
る
作
者
の
不
安
を
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象
徴
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

杜
甫
の
意
外
性

　
典
型
的
な
官
僚
階
層
の
家
に
生
れ
た
杜
甫
は
科
挙
を
受
け
て
官
僚

に
な
り
王
朝
の
為
に
力
を
尽
く
し
て
立
身
し
た
い
と
志
ざ
し
た
。
が

結
局
は
科
挙
に
受
か
ら
ず
就
職
に
失
敗
し
た
。
し
か
し
安
禄
山
の
乱

後
、
長
安
が
回
復
さ
れ
て
一
時
期
「
左
拾
遺
」
の
職
に
就
い
た
。
そ

の
時
期
の
作
に
「
曲
江
」
が
あ
る
。

　
当
時
、
官
僚
の
出
勤
は
夜
明
け
前
で
通
常
の
政
務
は
午
前
中
に
は

終
る
よ
う
で
あ
っ
た
。「
左
拾
遺
」
の
職
が
杜
甫
の
理
想
と
違
っ
て

い
た
か
、
形
ば
か
り
の
職
務
で
無
為
な
役
で
あ
っ
た
か
解
ら
な
い
が

官
僚
と
し
て
の
意
気
込
み
が
感
じ
ら
れ
な
い
。「
朝
回
日
日
曲
春
衣
」

「
毎
日
江
頭
盡
酔
歸
」「
酒
債
尋
常
行
處
有
」「
人
生
七
十
古
来
稀
」

こ
れ
ら
の
語
句
に
少
し
享
楽
的
、
退
廃
的
な
人
生
観
が
見
受
け
ら
れ

る
。
杜
甫
の
一
生
で
比
較
的
に
安
逸
な
時
期
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

   

悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ
（
５
）

『
送
元
二
』　
　
王
　
維

　
　
中
国
第
一
の
送
別
詩
『
渭
城
曲
』

　
　
　
　
古
来
唱
い
継
が
れ
た
『
陽
関
三
畳
の
曲
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
本
来「
元
二
の
安
西
に
使
い
す
る
を
送
る
」と
題
す
る
こ
の
詩
は
、

唐
時
代
の
送
別
詩
の
中
で
も
出
色
の
作
。「
楽
府
詩
集
」
に
お
い
て
、

「
渭
城
曲
」
と
題
す
る
こ
の
名
曲
は
、
中
国
の
み
な
ら
ず
我
が
国
に

お
い
て
も
広
く
愛
唱
さ
れ
た
送
別
詩
。
こ
の
詩
に
は
し
み
じ
み
と

し
た
友
情
が
溢
れ
旅
立
つ
者
の
心
を
う
つ
の
で
、
古
く
か
ら
別
れ

の
宴
や
有
人
知
己
の
誰
か
を
送
る
時
、
こ
の
詩
を
一
度
な
ら
ず
歌

わ
れ
た
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
今
は
る
か
な
西
域
、
安
西
へ
派
遣

さ
れ
る
元
二
を
送
る
。
静
か
な
る
哀
愁
、
胸
を
つ
く
別
離
の
情
が

尽
き
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
第
四
句
目
を
繰
り
返
し
て
歌
わ
れ
た
の

で
、
い
つ
し
か
「
陽
関
三
畳
」
と
の
別
名
が
付
け
ら
れ
た
。
そ
の

歌
い
方
は
さ
ま
ざ
ま
で
は
っ
き
り
し
な
い
が
、「
無
か
ら
ん　

無
か

ら
ん
、
故
人
無
か
ら
ん
、
西
の

か
た
陽
関
を
出
ず
れ
ば　

故
人

無
か
ら
ん
」
と
歌
わ
れ
る
の
が

最
も
普
通
ら
し
い
。

元
二
に
送
る
は
な
む
け
の
う
た

　
渭
城
の
巷ま

ち

に
朝
の
雨

　
黄
色
な
み
ち
が
濡
れ
て
い
る

　
や
ど
の
柳
は
う
る
う
る
と

　
生
ま
れ
た
と
き
の
緑
い
ろ

　
心
ゆ
く
ま
で
の
ん
だ
夜

　
い
ざ
別
れ
の
朝
が
き
て

　
さ
て
杯
を
も
っ
と
干
せ
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