
「
原
雨
城
」
の
世
界

ー
杜
鵠
を
中
心
と
し
て
｜

一
、
雨
城
の
小
伝

熊
本
市
か
ら
北
へ
約
三
十
キ
ロ
、
山
鹿
温
泉
を
通
り
抜
け
る
と
、

小
高
い
山
々
が
見
え
て
く
る
。
そ
の
一
つ
に
竜
王
山
と
呼
ば
れ
る
松

林
に
蔽
わ
れ
た
小
さ
な
丘
陵
が
あ
る
。
そ
の
麓
・
舞
鶴
渓
流
の
ほ
と

り
、
山
鹿
市
杉
、
乙
乙
が
原
雨
城
の
生
誕
の
地
で
あ
る
。
雨
械
の
系

図
に
よ
る
と
、
原
家
は
「
近
江
源
氏
の
支
族
、
馬
測
孫
七
郎
信
茂
よ

り
出
ず
：
：
：
宝
永
正
徳
の
頃
一
族
肥
後
細
川
候
に
仕
官
し
肥
後
に
移

り
て
、
山
鹿
郷
小
原
に
住
す
。
：
：
：
そ
の
後
御
総
庄
屋
と
な
り
：
：
：
」

と
あ
り
、
山
鹿
の
郷
で
は
、
か
な
り
格
式
の
あ
る
家
柄
で
あ
っ
た
よ

う
だ
。
現
在
は
当
時
の
姿
は
な
い
が
、
年
老
達
の
聞
で
は
原
屋
敷
と

呼
ば
れ
て
い
る
。
彼
は
そ
の
地
か
ら
鹿
本
中
学
校
（
現
在
の
鹿
本
高

校
）
を
経
て
、
熊
本
師
範
の
第
二
回
生
と
し
て
入
学
、
同
窓
に
宗
不

牟
が
い
た
。

卒
業
後
、
外
地
に
渡
り
、
朝
鮮
（
現
韓
国
）
で
は
校
長
を
務
め
、
帰

国
後
、
京
都
に
居
を
得
て
か
ら
は
学
校
長
と
し
て
又
、
会
社
の
指
導

者
と
し
て
活
躍
す
る
。
し
か
し
南
画
に
対
す
る
夢
が
捨
て
き
れ
ず
、

田
能
村
直
入
に
師
事
し
て
南
画
の
主
流
を
学
び
、
師
亡
き
あ
と
は
、

大
阪
の
南
画
の
泰
斗
、
姫
島
竹
外
の
門
に
入
っ
た
。
し
か
し
進
歩
的

言
明

q
t
～μ洋一

d
r》
脅
迫
事
叫
匂
看
守
理
長
剣
M
F
a治
哀
惜
迫
活
気
軍
事
吊
（

六
回
生

森

上

芳

好

な
性
格
は
、
こ
れ
ま
で
の
措
法
に
満
足
で
き
ず
、
独
自
の
「
南
京
以

文
派
」
を
創
始
す
る
に
至
っ
た
。
京
阪
に
あ
る
と
と
四
十
年
、
そ
の

問
、
描
か
れ
た
も
の
は
、
山
水
、
人
物
、
花
鳥
獣
な
ど
独
自
の
構
想

描
写
に
よ
る
異
色
の
画
趣
は
、
当
時
の
京
阪
美
術
界
の
認
め
る
と
ζ

ろ
で
、
大
東
洋
絵
画
展
に
第
一
等
の
受
賞
の
栄
に
浴
し
た
の
を
始
め
、

多
く
の
画
展
に
入
賞
し
、
時
に
は
審
査
の
任
に
あ
た
る
等
自
派
の
権

威
を
十
分
発
揮
し
た
。
雨
城
は
又
詩
人
で
も
あ
っ
た
。
早
く
か
ら
詩

文
を
好
み
、
漢
詩
は
京
都
の
詩
人
・
福
田
静
処
、
大
阪
の
詩
家
、
春

名
栗
城
に
学
ん
だ
。
彼
の
漢
詩
は
、
賛
詩
健
と
で
も
言
う
よ
う
な
、

独
自
の
韻
文
と
平
易
な
漢
字
を
主
と
し
て
面
倒
な
平
灰
等
は
つ
と
め

て
用
い
ず
、
だ
れ
陀
で
も
わ
か
る
漢
詩
を
願
っ
た
よ
う
で
、
自
作
の

画
に
、
自
作
の
詩
を
題
す
る
乙
と
、
こ
れ
が
彼
の
願
い
で
も
あ
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
へ
留
学
し
、
新
し
い
画
風
の
開
拓
研
究
に
努
め
、
北
米
を

経
由
し
て
帰
国
の
途
上
、
船
上
よ
り
遥
か
雲
の
上
に
そ
び
え
た
つ
富

士
の
雲
峰
を
望
ん
で
、
そ
の
雄
姿
に
感
動
、
「
帰
帆
太
平
洋
上
富
岳

を
望
ん
で
感
あ
り
」
の
詩
と
、
そ
の
雄
々
し
き
富
士
の
姿
を
描
い
た

画
は
、
彼
の
代
表
作
で
あ
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
が
激
し
く
な
る
や
、
戦
禍
を
避
け
て
帰
郷
し
、
菊
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大
阪
の
南
画
の
泰
斗
、
姫
島
竹
外
の
門
に
入
っ
た
。
し
か
し
進
歩
的

冨
冨
軍
事
瑚
霧
器
4
湯
寝
予
言
ザ
t
n
J刊
道
官
i

J

池
川
の
ほ
と
り
、
山
鹿
市
大
宮
神
社
に
隣
接
し
て
住
居
を
定
め
、
堂

号
を
「
以
文
山
荘
」
と
構
し
た
。
終
日
清
淡
な
画
室
に
独
り
と
じ
乙

も
り
輿
到
れ
ば
、
一
気
に
画
筆
を
と
っ
て
、
山
水
を
画
き
飽
き
れ
ば

詩
集
を
繕
ど
い
て
、
詩
詞
の
流
麗
さ
に
あ
と
が
れ
た
。
戦
後
門
弟
の

強
い
上
洛
を
請
う
声
に
も
耳
を
傾
け
ず
、
晴
耕
雨
読
の
晩
年
を
過
し

た。
そ
の
雨
城
の
詩
を
読
む
と
、
非
常
に
多
く
「
杜
鵠
」
を
見
る
乙
と

が
で
き
る
。

漢
詩
を
読
む
と
、
詩
情
は
詩
語
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
し
、

詩
語
は
詩
情
に
よ
っ
て
色
づ
け
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
相
互
作
用
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

烏
の
中
で
も
臼
本
名
、
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
と
呼
ば
れ
る
烏
が
雨
城

の
漢
詩
の
中
で
ど
う
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
。
更
に
中
国
人
で
は
又

そ
の
漢
詩
を
学
ん
だ
日
本
人
で
は
、
と
た
ど
り
、
わ
ず
か
な
資
料
を

手
が
か
り
に
、
雨
城
の
詩
風
を
考
察
し
て
み
た
い
と
考
え
る
。

ニ
、
漢
詩
の
中
の
「
杜
鶴
」
考

村
、
原
雨
城
の
場
合

聴
杜
鵠

①
撒
緑
封
庭
雨
漸
時

何
来
夏
信
控
詩
袖

棟
蔭
滴
処
著
煙
軽

聞
得
晴
鵠
第
一
声

②
庭
院
幽
々
雨
未
晴

夢
中
探
得
推
厳
句

淡
雲
低
地
悩
吟
情

眠
覚
新
鵠
第
一
声

第
二
次
世
界
大
戦
が
激
し
く
な
る
や
、
戦
楕
を
週
け
て
帰
銅
剣
し
、

gA

山
川
庭
院
粛
篠
雨
漸
晴
湿
雲
低
地
碧
苔
生

唯
心
探
得
夢
中
句
賦
到
新
鵠
第
一
声

以
上
の
三
首
は
、
詩
趣
が
似
て
い
る
。
杜
鵠
の
第
一
声
で
あ
り
、

今
期
、
初
め
て
の
声
で
あ
る
。
夏
の
季
節
の
到
来
で
あ
り
、
他
に
先

が
け
て
の
、
夏
の
感
知
で
あ
り
、
喜
び
で
あ
る
。
そ
の
喜
び
は
歓
声

を
あ
げ
る
か
の
よ
う
な
詩
情
で
あ
る
。
詩
人
の
心
を
と
ら
え
て
詩
句

の
成
立
を
得
た
瞬
時
の
歓
喜
で
あ
る
。
乙
れ
は
、
雨
域
独
自
の
領
域

を
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

小
宮
ト
居
山
角
避
塵
気

社
宇
一
斜
掠
抄
去

冷
夢
閑
窓
苔
気
薫

声
々
晴
破
募
天
雲

⑥
出
国
春
秋
幾
去
来
又
看
庭
院
早
涼
回

杜
鵠
暗
破
露
亭
タ
想
起
家
山
鶴
水
隈

④
⑤
で
は
、
「
晴
き
破
る
暮
天
の
暦
一
司
」
「
晴
き
破
る
露
亭
の
タ
」

と
、
と
も
に
不
透
明
な
世
界
に
お
こ
る
亀
烈
で
あ
り
、
そ
の
衝
動
を

伴
な
っ
た
杜
鵠
の
声
で
あ
る
。
「
晴
き
破
る
」
の
語
の
設
定
で
は
、

一
段
の
迫
力
を
備
え
、
い
っ
そ
う
の
清
涼
感
を
伝
え
て
く
る
。
「
暗

き
破
る
」
は
、
雨
城
の
造
語
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

⑥
居
卜
郊
南
遠
世
縁
仰
看
新
樹
翠
始
煙

春
風
吹
去
杏
無
信
満
地
清
涼
晴
杜
鵠

清
涼
感
と
し
て
は
、
乙
の
詩
の
「
満
地
の
清
涼
」
が
示
す
通
り
、

も
っ
と
も
鮮
や
か
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
清
涼
さ
が

杜
鵠
を
晴
か
す
か
と
思
わ
せ
る
語
順
を
と
っ
て
い
る
。
雨
城
自
身
は
、

結
句
を
「
杜
鵠
晴
く
」
と
読
ま
せ
て
い
る
が
、
語
順
か
ら
す
れ
ば
、

1
i
 

n
h
u
 



「
晴
く
杜
鵠
」
或
は
「
杜
鵠
を
晴
か
す
」
が
的
を
得
て
い
る
が
、
雨

城
の
心
は
「
晴
く
杜
鵠
」
又
は
、
「
杜
鵠
を
晴
か
す
」
で
あ
っ
た
は

ず
で
あ
り
、
乙
の
語
順
は
作
品
の
中
で
も
た
だ
一
つ
で
あ
る
。

⑦
落
托
江
湖
二
十
年
客
遊
猶
未
賦
帰
田

社
鵠
斜
掠
抄
梢
去
暗
血
一
声
過
暮
天

⑥
雨
後
夏
山
煙
霞
晴
杜
鵠
叫
血
幾
声
々

有
人
客
舎
空
叉
手
勿
惹
孤
心
万
里
情

⑦
⑥
で
は
詩
情
と
し
て
は
、
郷
愁
の
点
で
共
通
し
て
お
り
、
資
料

⑤
も
そ
の
類
で
あ
る
。
⑤
で
は
「
晴
、
き
破
る
」
⑦
で
は
「
晴
血
」
⑥

で
は
「
血
に
叫
ん
で
」
と
順
次
、
痛
切
さ
が
高
揚
し
て
く
る
。
暗
き

具
合
を
具
象
化
し
た
の
は
こ
の
三
首
で
あ
り
、
④
を
の
ぞ
い
て
郷
愁

と
い
う
も
の
に
集
中
し
て
い
る
の
は
傾
向
と
し
て
、
李
白
や
臼
本
の

他
の
詩
人
に
も
共
通
す
る
も
の
が
、
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
血
に
暗
い
て
」
と
「
血
に
叫
ん
で
」
と
は
、
と
も
に
血
を
入
れ
て

痛
々
し
き
を
強
め
て
お
り
、
中
で
も
「
血
に
叫
ん
で
」
の
方
が
濃
度

が
高
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
乙
と
で
あ
る
。
「
血
に
叫
ん
で
」

は
李
白
で
は
「
叫
ぶ
」
と
し
て
用
い
ら
れ
、
日
本
の
他
の
詩
人
（
松

口
月
城
の
石
動
丸
）
に
も
「
血
に
暗
い
て
」
等
の
例
は
あ
る
が
、

「
血
に
叫
ん
で
」
の
熟
語
と
し
て
の
詩
語
は
、
雨
城
の
造
語
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
彼
の
郷
愁
の
詩
を
見
た
場
合
、
雨
城
の
郷
愁
の

中
に
は
む
し
ろ
、
「
き
わ
や
か
さ
」
「
清
涼
感
」
と
い
っ
た
も
の
が

感
じ
ら
れ
る
。
乙
れ
は
他
の
詩
人
と
は
異
る
点
の
一
っ
と
考
え
る
。

彼
は
郷
里
を
離
れ
文
人
と
し
て
、
画
人
と
し
て
の
研
鐘
期
の
半
ば

に
し
て
戦
火
を
の
が
れ
、
や
む
な
く
山
鹿
へ
の
疎
開
に
至
っ
た
事
情
・

理

又
若
く
し
て
教
職
も
退
、
き
、
隠
遁
の
身
で
あ
っ
た
事
な
ど
か
ら
、
杜

鵠
の
訪
れ
は
、
む
し
ろ
友
の
到
来
の
よ
う
な
感
じ
さ
え
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
杜
鵠
の
訪
れ
は
、
清
涼
感
さ
え

感
じ
さ
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

⑨
寓
居
郊
北
絶
鹿
縁
残
月
微
風
欲
暁
天

醒
後
猶
側
夢
中
句
小
窓
擁
枕
聴
新
鵠

聞
社
鵠

⑮
節
入
梅
天
己
亘
句
陰
雲
低
地
雨
頻
々

飽
書
独
筒
茅
軒
立
社
宇
声
中
月
一
一
輪

竹
林
幽
居
間
杜
鵠

⑪
避
噌
悠
々
楽
半
生
竹
林
幽
居
侶
孤
繁

無
明
無
泊
問
烹
著
杜
宇
窓
前
月
有
声

⑨
⑮
⑪
は
、
と
も
に
月
を
配
し
た
点
に
共
通
し
て
い
る
。
⑨
は
詩

情
と
し
て
は
①
②
伽
に
近
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
月
を
配

し
て
い
な
い
点
で
異
っ
て
い
る
。
乙
の
詩
も
喜
び
の
詩
で
あ
る
。
⑪

は
菊
池
三
渓
（
後
述
）
の
考
え
方
「
残
月
杜
鵠
」
の
中
の
「
人
言
声

在
月
吾
疑
月
有
声
月
落
声
遷
断
一
川
卯
花
明
」
の
「
月
に
声

有
り
」
を
踏
襲
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
⑬
の
「
声
中
月
一
輪
」
は

「
月
に
声
有
り
」
か
ら
の
発
想
の
転
換
で
、
そ
の
裏
が
え
し
で
あ
る

よ
う
な
感
じ
が
す
る
。

匂
当
内
侍

⑫
秋
光
遍
照
唐
垣
下
月
下
弾
琴
佳
人
姿

離
情
恋
々
借
老
誓
天
運
無
常
幽
明
異

庵
裡
幽
聞
冥
福
祈
杜
鵠
一
声
残
月
高

吊
弘
慮
画
伯
令
息
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⑬
泣
制
一
残
燈
賦
吊
詩

春
秋
十
七
真
如
夢

田
原
坂
懐
古

⑭
義
魂
一
片
報
国
情
事
違
志
英
傑
末
路

残
月
影
昏
社
鵠
不
晴
悲
雨
惨
風
撫
古
松

⑫
⑬
⑬
は
雨
城
詩
集
の
中
で
雑
の
部
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
⑫
は

昭
和
三
十
九
年
二
月
の
作
で
、
雨
域
自
身
、
吟
詠
詩
と
記
し
て
い
る
。

常
に
売
名
を
好
ま
ず
、
悟
淡
た
る
人
柄
で
世
俗
と
あ
る
間
隔
を
保
ち

な
が
ら
、
清
暇
に
甘
ん
じ
た
生
活
を
送
っ
て
い
た
雨
城
も
、
敗
戦
に

よ
る
社
会
秩
序
の
変
革
は
、
彼
の
も
っ
と
も
憂
い
と
す
る
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
よ
う
だ
。
彼
の
義
弟
の
子
、
即
ち
甥
と
吟
詠
家
「
伊
藤
秀
峰
」

と
の
交
宜
が
縁
と
な
り
雨
城
と
吟
詠
家
達
と
の
出
逢
い
が
始
ま
っ
た

の
が
、
昭
和
三
十
年
代
の
早
々
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

そ
う
考
え
て
来
る
と
、
乙
の
作
品
も
当
然
吟
詠
の
為
の
詩
で
、
月
、

離
情
、
無
常
、
幽
明
、
等
と
、
無
常
の
詩
に
か
け
て
は
、
意
外
と
周

囲
を
か
た
め
て
、
「
杜
一
声
」
と
す
ん
な
り
と
お
さ
め
る
の
も
、
雨

城
の
世
界
で
あ
る
と
考
え
る
。

⑬
は
弔
詞
で
あ
る
。
「
吊
」
は
弔
と
同
じ
意
味
に
使
わ
れ
て
い
る
。

杜
鵠
を
詩
語
と
し
て
用
い
た
の
は
、
乙
の
詩
だ
け
で
あ
る
。
杜
鵠
一

声
を
主
情
的
に
と
ら
え
「
悲
し
み
を
た
た
ず
」
と
表
現
し
た
の
は
珍

ら
し
い
。
⑪
は
昭
和
三
十
七
年
五
月
の
作
で
、
彼
自
身
民
謡
詩
と
記

し
て
い
る
。
社
犠
と
の
か
か
わ
り
方
が
、
丹
心
を
思
わ
せ
る
「
義
魂
」

と
む
ず
ば
れ
、
悲
雨
、
惨
風
等
、
荒
涼
た
る
悲
痛
さ
は
、
雨
城
一
世

の
力
作
で
あ
る
。
晩
年
に
近
く
し
て
作
っ
た
も
の
で
あ
り
、
彼
の
最

愛
の
詩
で
も
あ
っ
た
。
今
で
も
彼
の
家
の
床
に
は
こ
の
詩
が
か
け
て

由
来
人
事
奈
難
願

社
宇
一
声
不
絶
悲

あ
る
。

乙
と
で
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
乙
と
は
「
残
月
影
暗
う
し
て
」

と
「
杜
犠
晴
か
ず
」
の
結
合
で
あ
る
。
月
を
消
し
去
る
時
は
杜
鵠
も

晴
か
せ
な
い
。
乙
れ
が
悲
痛
の
極
地
で
あ
り
、
杜
鵠
を
晴
か
せ
る
時

は
、
彼
の
詩
情
は
ま
だ
救
わ
れ
て
い
る
感
が
あ
る
の
で
あ
る
。

以
上
資
料
を
一
読
し
て
来
た
が
、
①

t
⑪
ま
で
は
世
俗
か
ら
退
い
て

の
画
人
、
詩
人
と
し
て
の
、
即
ち
文
人
と
し
て
の
生
活
の
中
で
生
ま
れ

た
も
の
で
あ
る
。
「
塵
気
を
避
け
」
「
世
俗
を
遠
ざ
け
」
「
落
托
江

湖
」
「
麗
縁
を
絶
ち
」
「
噌
を
避
け
」
等
の
詩
句
が
そ
の
事
情
を
語

っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
語
が
な
く
て
も
、
趣
き
か
ら
見
る
と
、
そ

の
領
域
内
で
あ
る
の
は
容
易
に
う
か
が
え
る
。
俗
縁
の
外
に
住
む
者

の
杜
鴇
と
の
め
ぐ
り
合
い
で
あ
る
。
そ
の
め
ぐ
り
あ
い
の
喜
び
、
楽
一

し
み
、
そ
し
て
郷
愁
で
も
あ
る
。
杜
鵠
は
同
じ
く
俗
縁
外
の
そ
し
て
、
日

雨
城
の
友
と
し
て
当
然
雨
城
に
は
喜
び
迎
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
雨
－

城
は
、
杜
鵠
、
鵠
、
杜
字
の
三
種
を
用
い
、
子
規
は
用
い
て
い
な
い
。

⑬
⑪
で
は
表
題
で
は
杜
鵠
を
用
い
、
詩
句
の
中
で
は
杜
宇
を
用
い
杜

鵠
の
別
名
が
杜
字
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
杜
鵠
を
用
い
て

歓
喜
を
表
現
し
た
の
も
、
雨
城
の
特
異
さ
で
あ
ろ
う
。

一
方
杜
鵠
で
郷
愁
を
う
た
っ
て
、
伝
統
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
杜
鵠

を
晴
か
せ
な
い
乙
と
に
よ
っ
て
表
出
さ
れ
た
悲
痛
の
極
の
世
界
は
、

乙
れ
ま
た
雨
城
の
独
自
の
世
界
で
も
あ
る
。

詩
集
で
は
⑫
⑬
⑭
が
雑
の
部
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
の
と
り
は

十
一
首
と
な
る
。
そ
れ
ら
は
夏
の
部
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
夏
の
部

の
作
品
が
六
十
八
首
で
あ
る
の
で
、
そ
の
中
の
十
一
首
を
杜
鵠
が
し

め
て
い
る
。
乙
の
割
合
は
実
に
大
き
い
。
そ
う
し
て
み
て
み
る
と
、



雨
城
は
杜
鵠
の
愛
好
家
で
あ
っ
た
：
・
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

口
、
李
自
の
場
合

そ
れ
で
は
中
国
人
は
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
を
ど
う
と
ら
え
て
い
る
だ

ろ
う
か
。
李
自
の
詩
を
見
て
み
る
乙
と
に
す
る
。

資
料
①
聞
王
昌
齢
左
遷
竜
標
造
有
比
寄

揚
花
落
童
子
規
暗
聞
道
龍
標
過
五
渓

我
寄
愁
心
輿
明
月
随
風
直
到
夜
郎
西

と
あ
り
、
乙
の
詩
で
は
子
規
、
愁
心
、
明
月
の
語
に
留
意
し
て
お
き

』亡、。

】
弔
／

l
v

②
浬
渓
東
亭
寄
鄭
少
府
誇

我
遊
東
亭
不
見
君
沙
上
行
将
白
鷺
享

白
鷺
行
時
散
飛
去
又
如
雪
貼
青
山
雲

欲
往
浬
渓
不
辞
遠
龍
円
建
波
虎
限
転

杜
鵠
花
開
春
己
闘
帰
向
陵
陽
釣
魚
晩

「
君
を
見
ず
」
「
遠
き
を
辞
せ
ず
」
「
杜
鵠
花
」
の
組
み
合
わ
せ
に

注
目
し
て
お
く
。

ω宣
城
見
杜
鵠
花

萄
国
曽
聞
子
規
烏
宣
城
還
見
杜
鵠
花

一
叫
一
一
畑
腸
一
断
三
春
三
月
憶
三
巴

と
あ
り
「
子
規
烏
」
「
杜
鵠
花
」
「
二
一
巴
を
憶
う
」
に
留
意
し
て
お

き
た
い
。④

奔
亡
道
中
五
首

森
森
望
湖
水

帰
心
落
何
庭

敵
馬
傍
春
草

理

誰

忍

子

規

烏

連

声

向

我

晴

「
帰
心
」
「
誰
か
忍
び
ん
」
「
子
規
烏
」
に
留
意
す
る
。

約
一
千
首
と
一
言
わ
れ
る
李
自
の
全
詩
の
中
か
ら
、
以
上
の
四
首
を

関
係
あ
る
も
の
と
し
て
選
び
出
し
た
。
李
自
の
詩
語
の
面
か
ら
見
る

と、

ωの
「
子
規
の
晴
く
」
伺
）
の
「
子
規
の
烏
」
め
の
「
子
規
の
鳥
」

で
は
、
ほ
と
と
ぎ
ず
の
烏
は
全
て
、
子
規
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
②

の
「
杜
鵠
花
」
仰
の
「
杜
鵠
花
」
こ
れ
は
全
て
、
つ
つ
じ
の
花
の
こ

と
で
あ
り
、
加
で
は
「
子
規
の
烏
」
と
対
語
に
な
っ
て
い
る
。

次
に
詩
情
を
み
る
と
、
①
は
子
規
の
晴
き
声
か
ら
の
王
昌
齢
へ
の
愁

心
で
あ
り
、
②
は
鄭
誇
に
寄
せ
る
愁
心
を
杜
鴎
花
に
よ
る
高
め
で
あ

り
、
併
は
子
規
の
連
声
に
よ
る
帰
心
の
高
揚
で
あ
り
、
「
誰
か
忍
び

ん
」
ま
で
高
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

旬
は
屈
曲
を
表
面
に
提
示
し
て
み
せ
て
い
る
。
起
句
と
承
句
は
対
句

関
係
に
あ
り
、
眼
前
で
は
異
郷
で
杜
鵠
の
花
を
見
て
、
郷
里
の
萄
で

は
以
前
に
子
規
の
烏
の
声
を
耳
に
し
た
と
語
っ
て
い
る
。
乙
こ
で
は

社
鵠
花
か
ら
子
規
の
鳥
へ
と
線
が
た
ど
ら
れ
て
い
る
。
杜
鵠
花
か
ら
、

そ
の
花
を
の
ぞ
け
ば
、
杜
鵠
と
な
り
子
規
の
別
名
と
な
る
。
従
っ
て

社
鵠
花
か
ら
社
鵠
、
そ
し
て
子
規
の
鳥
へ
と
展
開
し
て
郷
愁
と
連
繋

し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

古
来
中
国
で
は
、
「
杜
鵠
花
発
社
鵠
叫
、
烏
臼
花
生
烏
臼
晴
」
と
言

う
言
葉
が
あ
り
、
杜
鵠
と
杜
鵠
花
は
深
い
縁
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
①
と
②
は
人
へ
の
愁
心
で
あ
り
、

叫
一
と
糾
は
郷
里
へ
の
愁
心
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
子

規
の
烏
と
杜
鵠
の
花
と
の
型
を
守
り
、
愁
心
の
主
題
を
詠
じ
た
の
で

あ
る
。
た
だ
①
で
は
更
に
「
月
」
と
「
子
規
」
の
組
み
合
わ
ぜ
が
あ
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司

る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

ωと
②
の
友
人
へ
の
愁
心
に
く
ら
べ
て
叫
｝
州
一
の
郷
里
へ
の
秋
山
心
で
は

「
腸
一
断
」
「
誰
か
忍
び
ん
」
等
の
痛
切
な
語
が
、
表
出
さ
れ
て
い

る
の
に
も
留
意
し
て
お
き
た
い
。

日
、
他
の
日
本
詩
人
の
場
合

次
に
中
国
の
漢
詩
を
学
ん
で
き
た
日
本
人
の
漢
詩
で
は
、
ほ
と
と

さ
す
と
呼
ば
れ
る
烏
が
、
ど
ん
な
色
合
い
を
も
っ
て
用
い
ら
れ
て
い

る
か
考
察
し
て
み
よ
う
。
た
だ
し
、
日
本
漢
詩
他
的
（
明
治
書
院
）

と
吟
剣
詩
舞
道
漢
詩
集

ωmw（
日
本
吟
剣
詩
舞
振
興
会
編
）
新
編
和

漢
名
詩
選
（
み
ず
ほ
出
版
）
以
上
の
本
の
中
に
限
っ
て
そ
の
中
か
ら

選
ん
で
み
た
。

資
料

ω
残

月

社

鵠

菊

池

三

渓

人
二
＝
口
声
在
月
五
口
疑
月
有
声

月
落
声
遷
断
一
川
卯
花
明

①
で
は
「
残
月
」
「
社
鵠
の
声
」
に
留
意
し
て
お
く
。

資

料

②

舟

中

間

子

規

城

野

静

軒

八
幡
山
崎
春
欲
暮
杜
鵠
暗
血
落
花
流

一
声
在
月
一
声
水
声
裡
離
人
半
夜
舟

「
社
鵠
」
「
月
」
「
離
人
」
に
留
意
し
た
い
。

資

料

は

聞

社

鵠

森

春

譲

水
精
花
上
月
依
徴
著
意
聴
時
間
得
稀

但
是
空
山
人
寝
後
雲
埋
老
樹
一
声
飛

「
月
」
「
杜
鵠
」
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

資
料
比
棄
児
行
作
者
不
詳

斯
身
飢
斯
児
不
育
斯
児
不
棄
斯
身
飢

捨
是
邪
不
捨
非
邪
人
間
恩
愛
斯
心
迷

哀
愛
不
禁
無
情
涙
復
弄
児
顔
多
苦
思

児
A
つ
無
人
命
伴
黄
泉
児
今
有
命
斯
心
知

焦
心
頼
属
良
家
枚
欲
去
不
忍
別
離
悲

橋
畔
忍
驚
行
人
語
残
月
一
声
杜
鵠
晴

山
川
で
は
「
残
月
」
「
杜
鵠
」
「
無
常
」
「
別
離
」
に
留
意
し
た
い
。

尚
乙
の
作
者
に
つ
い
て
は
雪
井
竜
雄
と
一
一
百
う
説
も
あ
る
が
定
か
で

は
な
い
。

資
料
小
川
乱
後
出
京
到
江
州
水
口
一
条
覚
恵

憶
得
三
生
石
上
縁
一
庵
風
雨
夜
無
眠

今
朝
更
下
山
前
路
老
樹
居
一
式
深
突
杜
鵠

「
雲
深
く
し
て
」
「
杜
時
間
」
「
突
く
」
に
留
意
し
た
い
。

資
料
ぜ
舟
至
由
良
港
土
口
村
黄
庵

回
首
蒼
荏
浪
連
城
蓬
窓
又
聴
社
鵠
声

丹
心
一
一
片
人
知
否
不
夢
家
郷
夢
帝
京

「
杜
鵠
」
「
家
郷
」
「
丹
心
」
に
留
意
し
て
お
く
。

資

料

⑦

一

谷

懐

古

梁

川

星

巌

二
十
余
春
夢
一
空
豪
華
吹
散
海
喚
風

山
排
殺
気
参
差
出
潮
道
寛
声
日
夜
東

憶
音
満
官
悲
去
踊
欲
将
往
事
問
飛
鴻

欄
斑
剰
見
英
碓
血
新
一
一
樹
鵠
晴
染
宋
紅

「
血
」
「
鵠
」
「
紅
」
に
留
意
し
て
お
く
。

資

料

⑨

石

動

丸

相

官

口

月

城

花
有
雨
今
月
有
雲
悲
風
亦
吹
苅
萱
関

繁
氏
翻
然
入
仏
道
出
家
遁
世
高
野
山
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故
郷
遺
児
石
動
丸
可
憐
当
年
十
四
才

伴
母
雲
山
尋
父
来
人
間
誰
耐
比
思
愛

霊
峰
揖
嵯
鋒
雲
間
仰
之
一
夜
喜
不
眠

悲
哉
女
人
禁
制
処
残
母
登
来
伽
藍
辺

訪
西
尋
東
不
得
父
夕
陽
沈
山
己
蒼
然

無
明
橋
畔
過
僧
侶
右
手
花
桶
左
珠
数

感
想
撫
肩
情
殊
深
比
僧
或
莫
是
吾
父

鎚
袖
欲
語
無
限
思
道
心
聴
之
扶
肺
鵬

瑳
仏
道
是
耶
思
愛
非
熱
涙
梼
抱
落
法
衣

忽
聴
暮
鐘
無
常
響
杜
鵠
一
声
晴
血
飛

⑥
で
は
「
月
」
「
誰
か
耐
え
ん
」
「
肺
胴
を
扶
ら
る
」
「
熱
涙
」

「
無
常
の
饗
」
「
杜
犠
」
「
血
に
暗
い
て
」
等
に
留
意
し
た
い
。

以
上
の
資
料
を
も
と
に
し
て
み
て
み
る
と
、
資
料
①
②
叩
糾
に
共

通
す
る
も
の
は
、
「
月
」
と
「
杜
鵠
」
と
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。

し
か
し
も
う
少
し
細
に
み
て
み
る
と
、
①
と
②
は
「
声
月
に
在
り
」

の
系
統
を
踏
ん
で
お
り
、

ωは
「
月
に
声
有
り
」
と
発
展
し
②
は

「
一
声
は
水
」
と
発
展
す
る
。
そ
の
意
趣
の
発
想
の
奇
抜
さ
が
、
生

命
で
あ
ろ
う
し
日
本
的
な
も
の
と
考
え
る
。
②
で
は
更
に
表
題
で
は

「
子
規
」
と
言
い
、
詩
中
で
は
杜
鵠
を
用
い
て
、
子
規
と
杜
鵠
の
つ

な
が
り
を
明
示
し
て
い
る
。

詩
情
の
面
か
ら
見
る
と
資
料

ωは
自
然
の
風
致
で
あ
り
、
②
で
は
一

声
を
聞
き
得
た
得
意
き
で
あ
ろ
う
。
老
樹
を
配
し
た
の
は
、
詩
に
風

格
を
与
え
た
乙
と
と
考
え
ら
れ
る
。
乙
れ
等
は
日
本
独
自
の
世
界
で

あ
る
よ
う
に
思
う
。
資
料
②
は
離
人
の
語
で
自
分
の
身
の
上
を
明
か

す
と
乙
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
郷
愁
で
あ
ろ
う
。
郷
愁
で
あ
る
と
す
る
と
、

李
自
の
詩
の
中
で
も
郷
愁
の
も
の
に
限
り
、
一
段
と
痛
切
な
響
き
の

語
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。
「
誰
か
忍
び
ん
」
「
腸
一
断
」
な
ど
が
あ

っ
た
が
「
血
K
暗
い
て
」
も
同
じ
線
上
を
た
ど
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

資
料
向
、
も
別
離
の
情
の
痛
々
し
き
で
あ
り
、
生
と
死
の
別
離
で
あ
り
、

無
情
の
世
界
で
あ
る
。
資
料
＠
は
「
雲
深
く
し
て
」
と
あ
り
、
月
と

は
ま
さ
に
逆
で
あ
る
。
し
か
し
②
と
④
の
離
人
、
別
離
と
同
じ
く
詩

情
と
し
て
は
郷
里
か
ら
の
離
別
で
あ
る
。
「
更
に
下
る
」
が
向
郷
里

か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
恩
わ
れ
る
。

社
鵠
に
「
晴
く
」
を
「
突
く
」
と
吾
一
回
う
字
を
当
て
た
の
は
独
得
な
も

の
と
思
わ
れ
る
。
＠
⑦
で
は
杜
鵠
は
「
丹
心
」
「
血
」
「
紅
」
と
結

び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
杜
鵠
花
は
さ
っ
き
又
は
、
つ
つ
じ
類
と
言
わ

れ
て
い
る
が
、
杜
醜
か
ら
ま
っ
赤
な
杜
鵠
花
を
暗
に
た
ど
っ
て
の
、

丹
、
血
、
紅
で
あ
り
そ
し
て
丹
心
の
語
が
示
す
通
り
忠
義
へ
と
昇
華

さ
れ
て
い
る
。
資
料
④
で
は
李
白
が
郷
愁
に
見
せ
る
「
腸
一
断
」
「

「
誰
か
忍
び
ん
」
を
思
わ
せ
る
も
の
「
肺
胴
を
扶
る
」
「
誰
か
耐
え

ん
」
が
あ
り
、
更
に
無
常
の
響
き
と
杜
携
の
一
声
が
組
み
乙
ま
れ
血

に
暗
い
て
が
組
み
ζ

ま
れ
て
い
る
。

②
に
あ
っ
た
「
血
に
晴
く
」
は
白
楽
天
の
琵
琶
引
に
「
其
の
間
旦
暮

に
何
物
を
か
聞
く
、
社
鵠
血
に
晴
き
猿
哀
鳴
す
」
と
又
、
李
山
甫
の

「
子
規
の
晴
く
を
聞
く
詩
」
に
は
「
断
腸
故
郷
を
思
い
、
晴
血
芳
枝

に
織
ぐ
」
と
あ
り
、
日
本
の
独
想
で
は
な
い
。
し
か
し
詩
の
長
短
に

も
大
い
に
か
か
わ
る
だ
ろ
う
が
、
無
情
の
情
趣
の
領
域
に
お
い
て
は

日
本
人
の
独
意
さ
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

-66一



三
、
ま
と
め

以
上
社
鵠
を
中
心
と
し
て
、
原
雨
城
、
中
国
の
李
白
、
日
本
人
の

詩
人
達
の
作
品
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
「
社
鵠
」

に
つ
い
て
の
考
察
を
更
に
深
め
て
み
る
と
、
社
鵠
は
杜
字
、
子
規
、

萄
魂
、
帝
魂
、
不
如
帰
等
、
多
種
の
異
名
を
誇
る
も
の
で
、
そ
れ
ら

は
す
で
に
中
国
古
典
の
中
に
見
い
出
さ
れ
る
。

「
萄
之
後
主
、
名
秒
争
号
望
帝
、
譲
位
瞳
霊
望
帝
白
逃
後
欲

復

位

不

得

死

為

骨

毎

春

月

間

昼

夜

悲

鳴

局

人

間

之

日

我

望
静
和
也
。
」
乙
の
伝
説
の
本
命
は
何
か
と
言
え
ば
望
帝
の
未
練
の

魂
で
あ
ろ
う
。
我
が
郷
里
へ
帰
れ
な
い
も
の
の
、
異
地
に
お
い
て
の

帰
心
で
あ
る
。
動
物
昔
話
は
伝
え
る
、
「
弟
を
眠
絞
っ
て
腹
を
裂
い
て

確
か
め
無
実
の
罪
に
弟
を
殺
し
た
兄
が
、
社
鵠
に
な
っ
て
弟
恋
し
い

と
鳴
い
た
。
」
と
か
。
乙
れ
ま
た
人
へ
の
郷
愁
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
不
如
帰
で
あ
る
。
〔
覇
王
本
紀
〕
に
は
「
為
萄
望
帝
淫
其
臣

襲
肇
妻
乃
禅
位
亡
去
時
此
烏
鳴
故
萄
人
見
杜
鵠
鳴
而
悲
望
帝

プ
l
wク
イ
チ
ユ
イ

其
鳴
如
日
不
如
帰
去
。
」
と
あ
り
不
如
帰
去
は
、
ま
さ
に
鳴
き
声
で

あ
ろ
う
。
そ
の
鳴
き
声
が
杜
鵠
の
異
名
と
な
っ
た
の
は
、
多
く
の
詩

の
中
に
そ
の
例
を
見
る
。
そ
の
不
如
帰
去
は
、
帰
る
の
が
何
よ
り
だ
、

と
一
言
う
帰
心
、
郷
愁
の
表
白
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
社
鵠
下
郷
愁
に

多
く
そ
の
詩
材
と
な
っ
て
き
た
の
は
当
然
の
乙
と
と
し
て
納
得
が
い

く
。
少
な
く
と
も
こ
の
よ
う
な
伝
説
が
民
聞
に
育
ち
記
録
さ
れ
て
い

る
事
実
は
、
後
世
に
大
き
な
方
向
づ
け
の
力
を
与
え
た
の
は
当
然
で

あ
ろ
う
。

李
自
に
お
い
て
も
日
本
の
詩
人
達
に
お
い
て
も
、
そ
の
伝
統
的
な
も

の
の
素
地
に
立
脚
し
て
郷
愁
、
帰
心
に
そ
の
切
な
る
も
の
が
多
い
の

で
あ
る
。

原
雨
城
の
場
合
は
、
む
し
ろ
別
の
要
素
の
色
彩
を
強
め
た
感
が
あ
る
。

そ
れ
で
も
や
は
り
乙
の
伝
説
の
素
地
を
無
視
出
来
な
い
。
そ
の
理
由

は
「
望
帝
禅
位
於
開
明
、
升
西
山
隠
君
。
」
の
升
西
山
隠
震
の
要
素

で
あ
る
。
即
ち
隠
遁
の
身
で
あ
る
。
社
鵠
と
杜
宇
は
、
そ
の
杜
が
示

す
通
り
山
中
の
、
ひ
い
て
は
脱
俗
の
境
地
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

原
雨
城
は
、
脱
俗
の
友
一
と
し
て
杜
鵠
を
暖
か
く
迎
え
て
い
る
。
中
国

の
伝
説
中
の
望
帝
を
迎
え
る
か
の
よ
う
な
謙
虚
な
姿
が
そ
乙
に
は
、

あ
る
よ
う
で
あ
る
。
他
の
詩
人
は
俗
界
の
煩
悩
と
の
緋
と
し
て
杜
鵠

を
と
ら
え
る
の
に
、
雨
城
は
非
俗
界
か
ら
、
非
俗
界
へ
の
鮮
と
し
て

と
ら
え
る
の
で
あ
る
。
絶
対
的
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の

傾
向
が
強
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
歪
め
な
い
。
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