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白
居
易
「
任
氏
行
」
考

静
　

永
　

　

　

健

一　

古
社
に
棲
む
妖
狐

　

白
居
易
の
親
友
元
稹
が
江
陵
府
（
い
ま
の
湖
北
省
荊
州
市
）
の
士
曹
参
軍
に
左
遷
さ
れ
た
の
は
、
唐
の
元
和
五
年
（
八
一
〇
）
暮
春
三

月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

都
長
安
か
ら
荊
州
に
至
る
失
意
の
道
中
に
あ
っ
て
、
元
稹
は
、
そ
の
心
境
を
十
七
首
の
古
体
詩
に
綴
っ
て
い
る
。
み
ず
か
ら
の
潔
白

を
信
じ
、
士
大
夫
と
し
て
経
世
済
民
へ
の
揺
る
ぎ
な
い
「
こ
こ
ろ
ざ
し
」
を
開
陳
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

果
た
し
て
そ
の
詩
篇
は
、
都
に
い
る
白
居
易
た
ち
に
も
深
い
感
銘
を
与
え
た

（
１
）

。
左
遷
の
憂
鬱
に
意
気
消
沈
す
る
こ
と
な
く
、
あ
く
ま

で
も
前
向
き
に
、
た
く
ま
し
く
自
分
の
人
生
を
活
き
て
ゆ
こ
う
と
す
る
彼
の
姿
勢
に
敬
服
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
十
七
首
が
、
今
に
伝

わ
る
元
稹
の
詩
文
集
の
全
て
の
版
本
に
お
い
て
、
ま
ず
そ
の
第
一
巻
冒
頭
を
飾
っ
て
い
る
所
以
で
あ
る
。

　

そ
の
第
五
首
、「
古
き
社

や
し
ろ

」
と
題
さ
れ
る
作
品
は
、
鎮
守
の
森
に
巣
く
う
「
妖
狐
」
が
天
罰
に
よ
っ
て
退
治
さ
れ
る
と
い
う
寓
話
で
あ
る
。

以
下
、
本
稿
が
問
題
と
す
る
の
は
、
元
稹
そ
の
人
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
中
国
唐
代
に
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
た
狐
伝
説
と
そ
れ
に
関
す

る
文
学
作
品
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
、
こ
の
一
篇
を
読
む
こ
と
か
ら
本
稿
の
考
察
を
始
め
た
い
。
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古
社　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
稹

　
　

古
社
基
阯
在　

人
散
社
不
神　
　

古
社　

基
阯
在
る
も
、
人
散
じ
て　

社
や
し
ろ　

神
あ
ら
ず
。

　
　

惟
有
空
心
樹　

妖
狐
藏
魅
人　
　

惟
だ
有
り　

空
心
の
樹
、
妖
狐　

蔵か
く

れ
て
人
を
魅ま

ど

は
す
。

　
　

狐
惑
意
顛
倒　

臊
腥
不
復
聞　
　

狐
惑
さ
れ
て　

意

あ
た
ま
の
な
か

は
顛
倒
し
、
臊な

ま
ぐ
さ腥

す
ら
復
た
聞に

ほ

は
ず
。

　
　

丘
墳
變
城
郭　

花
草
仍
荊
榛　
　

丘
墳
は　

城
郭
に
変
じ
、
花
草
は　

仍な

ほ
荊い

ば

ら榛
と
な
る
。

　
　

良
田
千
萬
頃　

占
作
天
荒
田　
　

良
田　

千
万
頃
な
り
し
が
、
占

ま
ど
は

さ
れ
て
天
荒
の
田

あ
ら
の

と
作な

せ
り
。

　
　

主
人
議
芟
斫　

怪
見
不
敢
前　
　

主む
ら
を
さ人　

芟
き
り
た
お
し

斫
を
議
す
る
も
、
怪

も
の
の
け

　

見あ
ら

は
れ
て　

敢
へ
て
前す

す

ま
ず
。

　
　

那
言
空
山
燒　

夜
隨
風
馬
奔　
　

那そ
の
と
き言　

空
山
に
焼

や
ま
か
じお

こ
り
、
夜
に
は
風
馬
を
随
へ
て
奔は

し

る
。

　
　

飛
聲
鼓
鼙
震　

高
焔
旗
幟
翻　
　

飛
声　

鼓
せ
め
だ
い
こ

鼙
の
ご
と
く
震ふ

る

ひ
、
高
焔　

旗
の
ぼ
り
ば
た

幟
の
ご
と
く
翻

ひ
る
が
へる

。

　
　

逡
巡
荊
棘
盡　

狐
兔
無
子
孫　
　

逡
あ
れ
よ
あ
れ
よ
と

巡　

荊
棘
尽も

え
つき

、
狐
兔　

子
孫
無
し
。

　
　

狐
死
魅
人
醒　

煙
消
壇

存　
　

狐
死
し
て　

魅
人
は
醒さ

め
、
煙
消
え　

壇

存
す
。

　
　

繞
壇
舊
田
地　

給
授
有
等
倫　
　

壇
を
繞め

ぐ

る　

旧
田
地
、
給
授
す
る
に
等
倫
有
り
。

　
　

農
收
村
落
盛　

社
樹
新
團
圓　
　

農
収
あ
が
り　

村
落
は
盛
ん
に
、
社
樹　

新
た
に
団
円
せ
り
。

　
　

社
公
千
萬
歳　

永
保
村
中
民　
　

社
公　

千霊

験

あ

れ

万
歳
、
永
く
村
中
の
民
を
保
ち
た
ま
え
。

 

（『
元
稹
集
』
巻
一
、
作
品
番
号
〇
〇
〇
五

（
２
）

）

　
　

〔
梗
概
〕
農
民
た
ち
が
逃
散
し
、
廃
村
と
な
っ
た
村
社
の
霊
木
に
狐
が
棲
み
つ
き
、
や
が
て
近
隣
の
村
び
と
た
ち
を
次
々
と
幻
惑
、

　
　

の
ど
か
な
田
園
風
景
が
、
一
転
し
て
荒
れ
果
て
た
曠
野
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
村
主お

さ

は
困
り
果
て
、
霊
木
を
切
り
倒
そ
う
と
す
る

　
　

が
、
い
か
ん
せ
ん
狐
の
妖
術
の
敵
で
は
な
い
。
す
る
と
、
天
罰
が
山
火
事
と
な
っ
て
降
り
、
妖
狐
の
巣
窟
は
一
夜
に
し
て
焼
き
尽

　
　

く
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
村
社
周
辺
の
田
地
は
人
び
と
に
再
分
配
さ
れ
、
か
く
し
て
平
和
で
実
り
豊
か
な
村
が
も
と
に
戻
っ
た
。
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元
稹
は
外
任
の
道
す
が
ら
、
と
あ
る

0

0

0

妖
狐
伝
説
の
村
里
に
立
ち
寄
り
、
そ
の
不
思
議
な
昔
話
に
興
を
そ
そ
ら
れ
、
話
の
一
部
始
終
を

詩
歌
に
ま
と
め
た
の
で
あ
っ
た
。
い
ま
、
そ
の
村
が
果
た
し
て
ど
の
あ
た
り
に
所
在
し
、
そ
の
社
樹
が
実
際
に
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の

か
に
つ
い
て
は
、
考
証
す
る
に
足
る
資
料
が
全
く
無
い
た
め
に
、
そ
の
詳
細
を
つ
か
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
長
安
（
陝
西
省
）
よ
り
河

南
省
南
部
の
襄
陽
そ
し
て
湖
北
省
荊
州
に
至
る
街
道
沿
い
の
伝
説
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
あ
る
い
は
、
か
か
る

中
原
地
域
一
帯
に
点
在
す
る
狐
伝
承
の
幾
つ
か
を
、
元
稹
な
り
に
拾
い
集
め
、
新
た
に
詩
歌
と
し
て
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。「
那
言
」「
逡
巡

（
３
）

」
な
ど
唐
代
特
有
の
俗
語
表
現
に
よ
る
解
釈
上
の
障
碍
は
あ
る
も
の
の
、
一
読
し
て
拍
膝
、
そ
の
素
朴
な

雰
囲
気
は
、
我
が
国
の
昔
話
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
元
稹
の
詩
に
対
し
、
白
居
易
が
唱
和
し
た
の
が
次
の
作
品
で
あ
る
。

　
　
　
　

和
古
社　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

古
社
に
和
す　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

白
居
易

　
　

廢
村
多
年
樹　

生
在
古
社
隈　
　

廃
村　

多
年
の
樹
、
生
じ
て
古
社
の
隈く

ま

に
在
り
。 

　
　

爲
作
妖
狐
窟　

心
空
身
未
摧　
　

為た
め

に
妖
狐
の
窟
と
作な

り
、
心み

き

は
空か

ら

に
し
て　

身
未
だ
摧く

だ

け
ず
。 

　
　

妖
狐
變
美
女　

社
樹
成
樓
臺　
　

妖
狐　

美
女
に
変
じ
、
社
樹　

楼
台
と
成
る
。

　
　

黄
昏
行
人
過　

見
者
心
徘
徊　
　

黄た
そ
か
れ昏　

行
人
過
ぎ
れ
ば
、
見
る
者　

心
徘
徊
す
。 

　
　

飢
鵰
竟
不
捉　

老
犬
反
爲
媒　
　

飢
ゑ
し
鵰わ

し

も　

竟つ
ひ

に
捉と

ら

へ
ず
、
老
い
た
る
犬
も　

反か
へ

つ
て
媒

な
か
だ
ちを

為
す
。 

　
　

歳
媚
少
年
客　

十
去
九
不
迴　
　

歳
に
媚
ぶ　

少
年
の
客
、
十
去ゆ

き
て
九
は
回か

へ

ら
ず
。 

　
　

昨
夜
雲
雨
合　

烈
風
驅
迅
雷　
　

昨
夜　

雲
雨
合
し
、
烈
風　

迅
雷
を
駆
る
。

　
　

風
拔
樹
根
出　

雷
劈
社
壇
開　
　

風
は
樹
根
を
抜
き
て
出
だ
し
、
雷
は
社
壇
を
劈

つ
ん
ざ

き
て
開
く
。 

　
　

飛
電
化
爲
火　

妖
狐
燒
作
灰　
　

飛
電　

化
し
て
火
と
為
り
、
妖
狐
は
焼
け
て
灰
と
作
れ
り
。 
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天
明
至
其
所　

清
曠
無
氛
埃　
　

天よ
く
あ
さ明　

其
の
所
に
至
れ
ば
、
清
曠
と
し
て
氛ふ

ん
あ
い埃

無
し
。 

　
　

舊
地
葺
村
落　

新
田
闢
荒
萊　
　

旧
地　

村
落
を
葺
き
、
新
田　

荒
萊
を
闢ひ

ら

く
。

　
　

始
知
天
降
火　

不
必
常
爲
災　
　

始
め
て
知
る　

天
の
火
を
降く

だ

す
や
、
必
ず
し
も
常
に
は

災
わ
ざ
は
ひ

と
為
ら
ざ
る
を
。

　
　

勿
謂
神
默
默　

勿
謂
天
恢
恢　
　

謂
ふ
勿
れ　

神
は
黙
黙
た
り
と
、
謂
ふ
勿
れ　

天
は
恢
恢
た
り
と
。

　
　

勿
喜
犬
不
捕　

勿
誇
鵰
不
猜　
　

犬
の
捕
へ
ざ
る
を
喜
ぶ
勿
れ
、
鵰
の
猜

う
た
が

は
ざ
る
を
誇
る
勿
れ
。 

　
　

寄
言
狐
媚
者　

天
火
有
時
來　
　

言忠

告

す

る

ぞ

を
寄
す　

狐
媚
の
者
よ
、
天
の
火
は　

時
有
り
て
来
た
ら
ん
と
。 

 

（『
白
氏
文
集
』
巻
二
、
作
品
番
号
〇
一
〇
八

（
４
）

）

　

こ
の
詩
は
、
さ
き
の
元
稹
詩
に
つ
い
て
後
日
「
追
和
」
し
た
作
品
で
あ
り
、
一
般
通
念
で
は
、
内
容
展
開
も
原
作
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の

に
な
る
筈
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
両
作
品
に
つ
い
て
は
、
一
読
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
「
妖
狐
」
の
形
象
の
点
で
大
き
な
相
違

が
見
ら
れ
る
。

　

ひ
と
び
と
を
幻
惑
し
、
丘
陵
を
城
壁
に
、
草
木
や
花
卉
を
と
げ
と
げ
し
い
荊
棘
に
変
え
、
千
万
頃
（
唐
代
の
一
頃
は
約
五
・
八
ヘ
ク

タ
ー
ル
）
に
も
ひ
ろ
が
る
良
田
を
一
転
し
て
未
開
の
原
野
に
見
せ
た
と
い
う
の
が
元
稹
詩
の
狐
で
あ
っ
た
が
、
一
方
、
白
居
易
詩
に
描

か
れ
る
そ
れ
は
、
妖
艶
な
「
美
女
」
に
化
身
し
、
夕
暮
れ
時
に
立
ち
現
れ
、
そ
こ
を
通
る
若
者
た
ち
を
次
々
と
誘
惑
す
る
。
つ
ま
り
、

強
烈
な
幻
術
を
駆
使
す
る
悪
魔
（
元
稹
詩
）
に
対
し
て
、
色
仕
掛
け
で
迫
る
、
な
ま
め
か
し
い
妖
女
（
白
居
易
詩
）
と
い
う
明
ら
か
な
形

象
の
違
い
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

　

思
う
に
こ
の
原
因
は
、
白
居
易
に
お
け
る
「
妖
狐
伝
説
」
の
取
材
源
が
、
元
稹
と
は
全
く
別
な
資
料
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
に
拠
る
。

元
白
の
二
人
は
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
村
里
に
棲
む
狐
の
伝
説
を
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
に
入
手
し
た
言
い
伝
え
に
基
づ
い
て
描
い
て
い

る
の
で
あ
る
。
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で
は
、
白
居
易
の
知
る
妖
狐
伝
説
と
は
何
か
。
そ
の
手
が
か
か
り
は
、
こ
の
「
古
社
」
詩
の
唱
和
が
行
わ
れ
る
一
年
前
の
元
和
四
年

（
八
〇
九
）に
詠
ま
れ
た
作
品
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
白
居
易
諷
諭
詩
最
大
の
長
篇
連
作「
新
楽
府
五
十
首
」の
其
四
十
五「
古
塚
狐
」

で
あ
る
。
七
言
の
歌
行
体
詩
で
あ
る
た
め
、
そ
の
物
語
的
な
描
写
の
お
も
し
ろ
さ
は
一
層
増
幅
し
て
い
る
感
が
あ
る
。
な
お
「
和
古
社
」

詩
と
の
対
比
を
考
え
、
ま
ず
は
前
半
十
句
ま
で
を
掲
げ
る
。

   　
　

古
塚
狐　

誡
艶
色
也
（
艶
色
を
誡
め
た
り
）　
　
　
　
　
　

 

白
居
易

　
　

古
塚
有
狐
妖
且
老　
　

 

古
き
塚つ

か

に
狐
有
り　

妖
に
し
て
且
つ
老
い
た
り
、

　
　

化
爲
婦
人
顏
色
好　
　

 
化
し
て
婦
人
と
為
り　

顏
色

好
こ
と
む
な

し
（
５
）

。

　
　

頭
變
雲
鬟
面
變
粧　
　

 

頭
か
し
ら

は
雲
の
鬟

み
づ
ら

に
変
じ　

面
お
も
て

は

粧

よ
そ
ほ
ひ
た
る

に
変
じ
、

　
　

大
尾
曳
作
長
紅
裳　
　

 

大
お
ほ
き

な
る
尾
は
曳
き
て
長
き

紅
く
れ
な
ゐ

の
裳も

と
作な

せ
り
。

　
　

徐
徐
行
傍
荒
村
路　
　

 

徐や
う
や
う徐

に
行
き
て
傍そ

ふ　

荒
村
の
路み

ち

、

　
　

日
欲
没
時
人
靜
處　
　

 

日
の
没い

り
な
む
と
欲す

る
時　

人
静

し
づ
か

な
る
処
。

　
　

或
歌
或
舞
或
悲
啼　
　

 

或
と
き
は
歌
ひ　

或
と
き
は
舞
ひ　

或
と
き
は
悲

か
な
し

び
啼な

き
、

　
　

翠
眉
不
擧
花
顏
低　
　

 

翠あ
を

き
眉　

挙
も
た
げ

ず
し
て　

花
顔
低た

れ
り
。

　
　

忽
然
一
笑
千
萬
態　
　

 

忽こ
つ
ぜ
ん然

に　

一
た
び
笑ゑ

み
て　

千
万
の
態わ

ざ

あ
り
、

　
　

見
者
十
人
八
九
迷　
　

 

見
る
者　

十
人　

八
九
は
迷

ま
ど
ひ

ぬ
。

 

（『
白
氏
文
集
』
巻
四
、
作
品
番
号
〇
一
六
七
、
そ
の
第
一
句
〜
第
十
句
）

　

白
居
易
の
思
い
描
く
狐
は
、
元
稹
詩
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
あ
く
ま
で
も
色
仕
掛
け
で
男
性
を
蠱
惑
す
る
軟
派
な
妖
怪
で
あ
る
。
ま
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た
、
こ
の
「
古
塚
狐
」
の
形
象
が
先
掲
の
「
和
古
社
」
詩
の
狐
に
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、「
日
没
時
」
の
登
場
場
面
、
更
に
は
第

十
句
「
見
者
十
人
八
九
迷
」
の
表
現
の
類
似
に
よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
る
。
白
居
易
は
、
元
稹
詩
の
情
節
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
無
く
、
あ

く
ま
で
も
自
分
自
身
が
思
い
描
く
狐
を
詠
む
こ
と
で
そ
の
文
筆
の
妙
を
競
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
元
稹
の
狐
に
せ
よ
、
白
居
易
の
狐
に
せ
よ
、
そ
の
寓
話
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
単
に
民
間
伝
承
の
潤
色
に
あ
る
の
で
は

無
く
、
現
実
社
会
の
、
特
に
政
治
の
世
界
に
お
い
て
暗
躍
す
る
「
奸
邪
な
佞
臣
た
ち
」
を
指
弾
す
る
こ
と
に
あ
る
点
は
注
意
を
要
す
る
。

元
稹
が
な
ぜ
左
遷
の
道
中
に
お
い
て
詩
興
を
そ
そ
ら
れ
た
の
か
、
そ
し
て
白
居
易
が
そ
の
元
稹
詩
を
読
ん
で
何
を
感
じ
取
っ
た
の
か
と

言
う
と
、
そ
れ
は
ま
さ
に
現
実
の
政
治
問
題
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
白
居
易
「
古
塚
狐
」
詩
後
半
部
の
展
開
に
お
い
て
も
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
る
。

　
　

假
色
迷
人
猶
若
是　
　

仮か

れ
る
色
の　

人
を
迷
は
す
こ
と　

猶
ほ
是か

く
の
若
し
、

　
　

眞
色
迷
人
應
過
此　
　

真
ま
こ
と

の
色
の　

人
を
迷
は
す
こ
と　

応
に
此
れ
に
過
ぎ
た
る
べ
し
。

　
　

彼
眞
此
假
倶
迷
人　
　

彼
は
真　

此
は
仮　

倶
に
人
を
迷
は
す
と
も
、

　
　

人
心
惡
假
貴
重
眞　
　

人
の
心　

仮
れ
る
を
悪に

く

み
て　

真
を
貴た

ふ

と重
ぶ
。

　
　

狐
假
女
妖
害
猶
淺　
　

狐
の
女
の
妖
を
仮
れ
る　

害
は
猶
ほ
浅
し
、

　
　

一
朝
一
夕
迷
人
眼　
　

一
朝　

一
夕
に　

人
の
眼
を
迷ま

ど

は
す
ば
か
り
な
り
。

　
　

女
爲
狐
媚
害
則
深　
　

女
の
狐
の
媚
を
為な

す　

害
は
則
ち
深
し
、

　
　

日
長
月
長
溺
人
心　
　

日
び
に
長ま

さ

り　

月
づ
き
に
長
つ
て　

人
の
心
を
溺お

ぼ

ら
す
。

　
　

何
況　
　
　
　
　
　
　

何い
か

に
況い

は

ん
や　
　
　
　

 

　
　

褒
妲
之
色
善
蠱
惑　
　

褒は
う
だ
つ妲

が
色
の　

善よ

く
蠱こ

わ

く惑
す
る
に
、
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能
喪
人
家
覆
人
國　
　

能
く
人
の
家
を
喪

ほ
ろ
ぼ

し　

人
の
国
を

覆
く
つ
が
へ

す
を
や
。

　
　

君
看
爲
害
淺
深
間　
　

君
看み

よ　

害
を
為
す
浅
深
の
間
を
、

　
　

豈
將
假
色
同
眞
色　
　

豈
に
仮
れ
る
色
を
将も

て
真
の
色
に
同
じ
く
せ
ん
や
。

 

（『
白
氏
文
集
』
巻
四
、
作
品
番
号
〇
一
六
七
、
そ
の
第
十
一
句
〜
最
終
句
）

　

う
そ
と
ま
こ
と
、
す
な
わ
ち
仮
色
（
＝
狐
）
と
真
色
（
＝
亡
国
の
美
女
）
と
い
う
対
比
は
、
恐
ら
く
「
世
間
虚
仮
」
と
い
う
仏
典
由
来

の
レ
ト
リ
ッ
ク
に

（
６
）

ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
更
に
は
清
代
の
小
説
『
紅
楼
夢
』
の
「
假
作
眞
時
眞
亦
假
、
無
爲
有
處
有
還
無
（
仮

の
真
と
作
る
時
、
真
も
亦
た
仮
、
無
の
有
と
な
る
処
、
有
も
還
た
無
）」（
第
一
回
・
第
五
回
）に
も
通
じ
る
中
国
文
学
史
上
の
重
要
な
テ
ー

マ
で
も
あ
る
。
ま
た
同
時
に
こ
の
主
張
は
、
我
が
国
『
源
氏
物
語
』
螢
の
巻
に
展
開
さ
れ
る
紫
式
部
の
物
語
論
に
も
繋
が
っ
て
い
る
よ

う
に
も
思
わ
れ

（
７
）

、
そ
の
興
味
は
尽
き
な
い
。

　

だ
が
、
こ
の
白
居
易
「
古
塚
狐
」
詩
は
、
そ
の
内
容
展
開
に
お
い
て
、
い
さ
さ
か
不
完
全
な
印
象
を
拭
い
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

雲
の
ご
と
き
鬢
髪
、
化
粧
成
り
た
る
容
貌
、
更
に
は
尾
を
真
紅
の
ス
カ
ー
ト
と
な
し
、
ひ
と
け
無
い
村
里
を
行
く
女
妖
。
彼
女
は
、
歌

舞
の
し
ぐ
さ
か
と
見
れ
ば
、
一
転
し
て
泣
き
崩
れ
、
ど
う
し
た
の
か
と
駆
け
寄
れ
ば
、
ま
た
俄
に
微
笑
を
浮
か
べ
て
遠
ざ
か
る
…
…
か

く
も
精
緻
な
描
写
が
展
開
さ
れ
た
こ
の
歌
物
語
は
、
第
十
一
句
に
お
い
て
、
い
き
な
り
「
仮
色
の
人
を
迷
は
す
こ
と
は
猶
ほ
是
く
の
如

0

0

0

0

0

0

し0

」
と
し
て
一
括
さ
れ
、
そ
の
描
写
が
打
ち
切
ら
れ
る
。
こ
の
終
わ
り
方
は
、
今
日
の
我
々
か
ら
見
て
も
、
あ
ま
り
に
も
唐
突
に
過
ぎ

よ
う
。
も
と
よ
り
こ
の
詩
は
、
妖
狐
の
悪い

た
ず
ら戯

以
上
に
褒
姒
（
周
の
末
代
幽
王
の
妃
）
や
妲
己
（
殷
の
紂
王
の
妃
）
と
い
っ
た
「
本
物
の
女
色
」

こ
そ
が
国
家
を
危
機
に
陥
れ
る
害
悪
だ
と
訓
戒
す
る
作
品
で
あ
る
が
、
そ
の
所
為
で
あ
ろ
う
か
、
妖
狐
に
関
す
る
形
象
に
は
、
何
が
し

か
物
足
り
な
さ
が
つ
き
ま
と
う
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
こ
に
、
白
居
易
青
年
時
代
の
「
幻
の
作
品
」
の
存
在
を
想
定
す
る
と
、
こ
の
「
新
楽
府
」
に
お
け
る
不
自
然
な
省
略

（
８
）

に
も
相



42

白
居
易
「
任
氏
行
」
考

応
の
合
点
が
ゆ
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
現
在
は
僅
か
に
断
片
八
句
の
み
を
残
す
「
任
氏
行
」
で
あ
る
。
白
居
易
が
「
古
塚
狐
」

詩
に
お
い
て
、
何
故
か
く
も
簡
略
な
描
写
に
留
め
た
の
か
、
そ
し
て
翌
年
の
「
和
古
社
」
詩
に
お
い
て
、
元
稹
の
原
作
に
反
し
て
あ
く

ま
で
も
「
女0

妖
と
し
て
の
狐
」
を
描
く
こ
と
に
固
執
し
た
の
か
、
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
白
居
易
に
は
こ
れ
ら
の
作
品
が
詠
ま
れ
る
更
に

以
前
に
「
任
氏
行
」
が
発
表
さ
れ
て
お
り
（
し
か
も
そ
れ
は
後
述
す
る
よ
う
に
青
年
期
の
出
世
作
と
し
て
話
題
を
呼
ん
で
い
た
と
推
測

さ
れ
る
）、「
古
塚
狐
」
詩
や
「
和
古
社
」
詩
は
、
言
わ
ば
そ
の
白
氏
前
作
の
再
詠
で
あ
る
た
め
に
、
か
か
る
大
幅
な
省
略
が
可
能
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

青
年
時
代
の
白
居
易
に
は
、
そ
の
「
長
恨
歌
」
を
発
表
す
る
以
前
に
も
、
既
に
唐
土
の
人
々
を
魅
了
し
た
長
篇
の
話
題
作
が
存
し
た

の
で
あ
る
。

二　

白
居
易
「
任
氏
行
」
と
そ
の
創
作
地
点

　

白
居
易
の
逸
詩
「
任
氏
行
」（
一
名
「
任
氏
怨
歌
行
」）
は
、
現
在
、
日
本
の
大
江
維
時
（
八
八
八
〜
九
六
三
）
撰
『
千
載
佳
句
』
に
二
聯

四
句
が
、
そ
し
て
中
国
南
宋
時
代
の
類
書
『
錦
繍
万
花
谷
』（
無
名
氏
撰
、
淳
煕
十
五
年[

一
一
八
八]

序
）
に
更
に
別
の
二
聯
四
句
が
残

さ
れ
て
い
る

（
９
）

。
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
静
永
の
小
文
「
白
居
易
の
青
春
と
徐
州
、
そ
し
て
女
妖
任
氏
の
物
語

）
10
（

」（
以
下
、
前
稿

と
略
称
）
に
お
い
て
も
少
し
く
言
及
し
た
が
、
唐
代
屈
指
の
「
伝
奇
」
作
家
沈
既
済
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
「
任
氏
伝
」
に
基
づ
き
、
そ
れ

を
読
ん
だ
若
き
日
の
白
居
易
（
後
述
す
る
如
く
、
お
そ
ら
く
は
二
十
歳
前
後
）
が
創
作
し
た
七
言
の
歌
行
体
詩
で
あ
っ
た
。

　

い
ま
、
そ
の
粉
本
と
な
っ
た
沈
既
済
「
任
氏
伝

）
11
（

」
の
あ
ら
す
じ
を
紹
介
す
れ
ば
、
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
に
七
つ
の
段
落
に
分
け
て
説

明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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時
は
天
宝
九
年
（
七
五
〇
）
夏
六
月
の
こ
と
。
都
長
安
に
王
族
の
外
孫
の
韋い

ぎ

ん崟
と
、
そ
の
飲
み
友
だ
ち
で
従い

と

こ

父
妹
の
婿
の
鄭
六
（
六

は
排
行
。
名
は
不
明
）
が
い
た
。
韋
は
風
流
を
解
す
る
裕
福
な
若
者
、
対
す
る
鄭
は
風
采
挙
が
ら
ぬ
貧
乏
武
芸
者
で
あ
っ
た
。
そ

の
日
、
韋
と
の
約
束
の
場
所
に
行
こ
う
と
し
た
途
中
、
鄭
六
は
美
し
い
女
性
任
氏
（
実
は
狐
の
化
身
）
に
遭
遇
し
、
幻
誘
さ
れ
る

ま
ま
廃
宅
で
の
一
夜
を
共
に
し
た
〔
以
上
第
一
段
〕。
や
が
て
正
体
を
知
っ
た
鄭
六
で
あ
っ
た
が
、
任
氏
の
艶
冶
な
美
貌
を
忘
れ

が
た
く
、
数
日
後
、
西
市
の
街
角
で
再
会
し
た
彼
は
、
あ
ろ
う
こ
と
か
彼
女
に
対
し
て
熱
烈
な
告
白
を
試
み
る
〔
以
上
第
二
段
〕。

同
棲
を
始
め
た
二
人
。
そ
こ
に
何
も
知
ら
な
い
韋
崟
が
横
恋
慕
し
て
任
氏
に
迫
ろ
う
と
す
る
。
折
し
も
鄭
は
不
在
。
任
氏
最
初
の

危
機
で
あ
る
。
だ
が
任
氏
の
鄭
六
に
対
す
る
誠
実
な
愛
を
知
っ
た
韋
崟
は
、
以
後
、
彼
女
の
よ
き
理
解
者
と
な
る
〔
以
上
第
三
段
〕。

次
の
二
段
は
任
氏
の
超
能
力
の
話
。
任
氏
が
韋
崟
の
た
めち

ょ
う
め
ん緬

将
軍
ご
寵
愛
の
妓
女
と
の
密
通
を
手
引
き
す
る
話
と
〔
第
四
段
〕、

鄭
六
に
市
場
で
「
股
に
疵
」
が
あ
る
凶
相
の
馬
を
買
わ
せ
て
大
儲
け
さ
せ
る
話
で
あ
る
〔
第
五
段
〕。
や
が
て
槐
里
府
の
属
官
と

し
て
地
方
任
官
が
決
ま
っ
た
鄭
六
は
任
氏
に
同
行
を
求
め
る
。
当
初
は
離
京
を
か
た
く
な
に
拒
む
任
氏
で
あ
っ
た
が
、
遂
に
鄭
六

の
願
い
を
聞
き
入
れ
、
彼
の
赴
任
に
同
道
す
る
。
果
た
し
て
、
途
中
馬ば

か

い嵬
に
お
い
て
猟
犬
の
察
知
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
彼
女
は

「
本
形
」
に
戻
っ
て
逃
げ
走
る
が
、
あ
え
な
い
最
期
を
遂
げ
る
〔
以
上
第
六
段
〕。
物
語
の
末
尾
は
沈
既
済
の
自
述
。
す
な
わ
ち
こ

の
奇
譚
は
、
大
暦
年
間
（
七
六
六
〜
七
七
九
）
に
鍾
陵
（
い
ま
の
江
西
省
南
昌
市
）
の
刺
史
と
な
っ
て
い
た
韋
崟
よ
り
沈
既
済
が

直
接
訊
い
た
話
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
建
中
二
年
（
七
八
一
）
沈
既
済
ら
の
江
南
左
遷
に
際
し
、
赴
任
の
船
中
で
こ
の
物
語
を
披

露
し
、
乞
わ
れ
る
が
ま
ま
に
文
章
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
明
で
あ
る
〔
第
七
段
〕。

　

以
上
の
内
容
展
開
に
従
っ
て
、
次
に
現
存
す
る
白
居
易
「
任
氏
行
」
の
残
句
を
掲
げ
よ
う
。
ち
な
み
に
こ
こ
で
は
沈
既
済
の
原
作
と

の
整
合
性
を
考
え
、『
錦
繍
万
花
谷
』
所
収
の
二
聯
（
①
②
）
を
前
、『
千
載
佳
句
』
所
収
の
二
聯
（
③
④
）
を
後
に
列
記
す
る
。
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①
蘭
膏
新
沐
雲
鬟
滑　
　

蘭
膏　

新
た
に
沐
し
て　

雲
鬟
滑
ら
か
に
、

　
　

寶
釵
斜
墜
青
絲
髮　
　

宝
釵　

斜
め
に
墜お

つ　

青
糸
の
髪
。

 

（『
錦
繍
万
花
谷
』
前
集
巻
十
七
、
美
人
）

②
蝉
鬢
尚
隨
雲
勢
動　
　

蝉
鬢
は　

尚
ほ
雲
勢
に
随
ひ
て
動
き
、

　
　

素
衣
猶
帶
月
光
來　
　

素
衣
は　

猶
ほ
月
光
を
帯
び
て
来
た
る
。

 

（
右
に
同
じ
く
『
錦
繍
万
花
谷
』
前
集
巻
十
七
、
美
人
）

③
燕
脂
漠
漠
桃
花
淺　
　

燕
脂
は
漠
漠
と
し
て　

桃
花
の
ご
と
く
浅
く
、

　
　

青
黛
微
微
柳
葉
新　
　

青
黛
は
微
微
と
し
て　

柳
葉
の
ご
と
く
新
し
。

 

（『
千
載
佳
句
』
人
事
部
・
美
女
、
作
品
番
号
四
四
二
）

④
玉
爪
蒼
鷹
雲
際
滅　
　

玉
爪
の
蒼
鷹
は　

雲
際
に
滅き

え
、

　
　

素
牙
黄
犬
草
頭
飛　
　

素
牙
の
黄
犬
は　

草
頭
に
飛
び
さ
る
。

 

（『
千
載
佳
句
』
遊
放
部
・
遊
猟
、
作
品
番
号
八
九
七
）

　

四
聯
は
各
々
押
韻
字
が
一
致
し
な
い

）
12
（

た
め
、
お
そ
ら
く
は
連
続
し
な
い
別
々
の
場
面
を
詠
じ
た
詩
句
と
思
わ
れ
る
が
、
①
②
の
二
聯

は
、
第
一
段
の
任
氏
登
場
の
場
面
、
も
し
く
は
同
段
中
盤
の
鄭
六
と
任
氏
の
邸
内
会
面
の
情
景
に
相
応
し
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
任

氏
の
美
貌
を
描
く
も
の
で
あ
る
が
、
①
聯
の
つ
や
や
か
な
髪
の
毛
の
描
写
、
ま
た
②
聯
「
月
光
を
帯
び
て
来
た
る
」
と
い
う
表
現
は
、

特
に
夜
（
月
夜
）
の
場
面
を
彷
彿
と
さ
せ
る

）
13
（

。

　

次
に
『
千
載
佳
句
』
所
収
③
聯
は
、
①
②
同
様
第
一
段
に
属
す
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
沈
既
済
の
原
作
を
読
む
限
り
、
こ

ち
ら
は
第
三
段
部
分
に
相
当
す
る
可
能
性
が
高
い
。
す
な
わ
ち
韋
崟
が
任
氏
の
美
貌
に
驚
喜
す
る
場
面
で
あ
る
。
原
作
で
は
、
韋
崟
の
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家
僮
が
ま
ず
こ
れ
を
覗

う
か
が

い
、「
奇
怪
な
り
、
天
下
未
だ
嘗
て
之
れ
を
見
ず
矣
」
と
賛
嘆
の
声
を
挙
げ
、
そ
の
報
告
を
受
け
た
韋
崟
が
「
天

下
に
豈
に
斯か

か
る
人
有
ら
ん
や
」
と
、
や
お
ら
鄭
六
の
新
居
を
訪
れ
、
任
氏
と
初
め
て
対
面
す
る
く
だ
り
で
あ
る
。
先
述
の
通
り
①
②

聯
が
月
夜
の
景
に
相
応
し
い
の
に
対
し
、
③
聯
は
陽
の
光
を
受
け
て
の
容
姿
を
詠
じ
る
か
の
如
く
で
あ
り
、
想
像
す
る
に
、
①
②
は
鄭

六
の
視
点
か
ら
、
③
は
韋
崟
（
あ
る
い
は
韋
崟
の
家
僮
）
の
視
点
を
通
し
て
の
任
氏
像
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

最
後
の
④
聯
は
、
も
は
や
贅
言
を
費
す
ま
で
も
な
く
、
任
氏
落
命
の
場
面
で
あ
る
。
狐
に
戻
っ
た
任
氏
に
と
ど
め
を
刺
し
、
惜
し
げ

も
な
く
次
の
獲
物
を
目
差
し
て
去
っ
て
行
く
「
蒼
鷹
」
と
「
黄
犬
」
の
対
偶
表
現
は
、
餘
音
嫋
々
た
る
物
語
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
に
こ
そ
相

応
し
い
も
の
で
あ
る
。
も
し
仮
に
、
こ
の
二
句
を
以
て
「
任
氏
行
」
が
完
結
し
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
詩
句
は
、
限
り
な
く
結
末
部
に

近
い
箇
所
に
位
置
し
た
筈
で
あ
る

）
14
（

。
例
え
ば
「
此
の
恨
み
は
綿
々
と
し
て
絶
ゆ
る
期
無
か
ら
ん
」
を
以
て
結
ば
れ
る
「
長
恨
歌
」
や
、「
琵

琶
引
」
の
「
江
州
司
馬
青
衫
湿
ふ
」
と
い
う
印
象
的
な
終
わ
り
方
を
考
え
合
わ
せ
る
に
、
そ
の
感
は
ま
す
ま
す
強
く
な
る
。

　

沈
既
済
の
原
作
で
は
、
こ
の
あ
と
鄭
六
が
泣
き
な
が
ら
嚢さ

い

ふ中
よ
り
銭
を
出
し
、
任
氏
の
亡
骸
を
引
き
取
る
場
面
、
都
に
一
人
戻
っ
た

鄭
六
と
韋
崟
の
再
会
、
そ
し
て
鄭
六
が
遂
に
韋
崟
に
任
氏
の
正
体
を
明
か
し
、
二
人
で
任
氏
の
墓
を
訪
れ
る
場
面
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
後
日
談
的
な
挿
話
で
あ
り
、
詩
歌
と
し
て
の
結
末
は
、
や
は
り
こ
の
任
氏
落
命
の
瞬
間
に
こ
そ
設
定
さ

れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
沈
既
済
の
原
作
で
は
、
任
氏
殺
害
の
実
行
犯
は
唯
一
「
蒼
犬
」
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
白
居
易
詩
で
は
「
蒼
鷹
」
と
「
黄
犬
」

の
二
匹
と
し
、
馬
上
の
任
氏
を
天
空
と
地
上
の
双
方
よ
り
挟
撃
す
る
形
を
取
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
思
う
に
、
こ
れ
も
白
氏
の
創
見

に
出
づ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
詩
歌
と
し
て
描
く
場
合
、
二
つ
の
物
が
双
方
向
よ
り
同
時
に
迫
る
方
が
、
そ
の
対
偶
表
現
に
叶
う
。
白
居

易
は
単
に
沈
既
済
の
原
作
を
忠
実
に
再
現
す
る
の
で
は
な
く
、
時
に
は
自
由
に
創
作
の
筆
を
走
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、

白
居
易
「
任
氏
行
」
残
句
四
聯
の
描
写
は
、
い
ず
れ
も
散
文
作
品
で
は
十
全
な
表
現
が
尽
く
せ
な
い
極
め
て
印
象
深
い
情
景
が
展
開
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
任
氏
行
」
足
本
の
亡
佚
が
ま
こ
と
に
惜
し
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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＊

　

さ
て
、
か
か
る
秀
作
の
痕
跡
を
窺
わ
せ
る
白
居
易
「
任
氏
行
」
で
あ
る
が
、
こ
の
作
品
は
、
い
つ
、
そ
し
て
、
ど
こ
で
創
作
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
時
間
的
な
視
点
か
ら
考
察
し
て
み
よ
う
。

　

す
で
に
本
稿
第
一
節
に
述
べ
た
通
り
、「
和
古
社
」
詩
（
元
和
五
年
作
）、「
古
塚
狐
」
詩
（
元
和
四
年
作
）
は
、「
任
氏
行
」
に
後
続
す

る
作
品
と
思
し
い

）
15
（

。
し
か
し
、
更
に
挙
ぐ
べ
き
は
「
長
恨
歌
」（
元
和
元
年
作
）
で
あ
ろ
う
。
任
氏
の
物
語
は
、
一
に
天
宝
年
間
後
半
期

の
話
で
あ
る
こ
と
、
二
に
人
間
と
は
思
え
ぬ

0

0

0

0

0

0

0

絶
世
の
美
女
の
登
場
、
そ
し
て
三
に
馬
嵬
坡
で
の
非
業
の
死
な
ど
、
多
く
の
点
で
楊
貴
妃

の
経
歴
に
重
な
る
点
が
多
い
が
、
詩
人
白
居
易
に
お
け
る
「
任
氏
行
」
の
創
作
は
、
謂
わ
ば
「
長
恨
歌
」
の
た
め
の
試
作
品
的
な
役
割
を

果
た
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
従
っ
て
「
任
氏
行
」
は
必
ず
や
「
長
恨
歌
」
に
先
行
し
て
発
表
さ
れ
た
筈
で
あ
る
。

　

ま
た
こ
の
こ
と
は
、
現
在
に
伝
わ
る
『
白
氏
文
集
』
中
に
お
い
て
「
長
恨
歌
」
を
第
十
二
巻
に
留
め
「
任
氏
行
」
を
留
め
な
か
っ
た
事

実
と
も
符
合
す
る
。
白
居
易
は
自
家
の
文
集
を
編
む
に
際
し
、
自
信
作
「
長
恨
歌
」
を
掲
げ
た
が
、
同
時
に
そ
れ
以
前
（
若
い
頃
）
の
作

品
を
破
棄

）
16
（

し
て
い
た
形
跡
が
あ
る
。
よ
っ
て
「
任
氏
行
」
の
成
立
年
代
は
、
ま
ず
は
沈
既
済
の
原
作
「
任
氏
伝
」
の
発
表
さ
れ
た
建
中
二

年
（
七
八
一
）
を
上
限
に
、
そ
し
て
「
長
恨
歌
」
が
作
ら
れ
た
元
和
元
年
（
八
〇
六
）
を
そ
の
下
限
と
し
て
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
白

居
易
の
年
齢
に
換
算
す
れ
ば
数
え
年
十
歳
か
ら
三
十
五
歳
ま
で
の
間
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
次
に
、
地
理
的
な
視
点
か
ら
更
に
こ
れ
を
絞
り
込
ん
で
み
た
い
。

　

こ
の
点
、
筆
者
は
ま
ず
貞
元
十
六
年
（
八
〇
〇
）
正
月
を
以
て
一
つ
の
線
を
画
し
た
い
と
思
う
。
す
な
わ
ち
白
居
易
が
郷
貢
進
士
の

資
格
を
得
て
初
め
て
都
長
安
に
や
っ
て
き
た
年
で
あ
る

）
17
（

。

　

先
述
の
通
り
、
沈
既
済
の
原
作
「
任
氏
伝
」
は
都
長
安
を
舞
台
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
白
居
易
「
任
氏
行
」
の
残
像
を
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留
め
る
「
古
塚
狐
」
詩
、
そ
し
て
「
和
古
社
」
詩
は
、
い
ず
れ
も
辺
鄙
な
「
荒
村
」（「
古
塚
狐
」
第
五
句
）
で
あ
り
「
廃
村
」（「
和
古
社
」

詩
冒
頭
）
を
舞
台
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
思
う
に
、
こ
の
こ
と
は
白
氏
「
任
氏
行
」
の
舞
台
が
や
は
り
地
方
の
一
農
村
を
想
定
し
て

展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
白
居
易
は
い
ま
だ
実
際
の
長
安
を
目
に
し
て
い
な
い
時
期
に
こ
の

「
任
氏
行
」
を
構
想
し
た
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
白
居
易
「
任
氏
行
」
創
作
時
期
の
下
限
は
貞
元
十
五
年
（
七
九
九
）、
白
氏

二
十
八
歳
の
時
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

い
よ
い
よ
具
体
像
が
見
え
始
め
た
。

　

十
代
か
ら
二
十
代
に
か
け
て
の
白
居
易
の
閲
歴
に
照
ら
し
て
更
に
考
察
を
進
め
て
行
く
と
、
そ
の
「
任
氏
行
」
創
作
の
地
点
は
、
ま

さ
し
く
徐
州
（
い
ま
の
江
蘇
省
徐
州
市
お
よ
び
安
徽
省
宿
州
市
の
一
帯
）
に
お
い
て
他
に
な
い
と
筆
者
は
考
え
る
。
既
に
筆
者
の
前
稿

に
述
べ
た
如
く
、
白
居
易
居
留
時
代
の
徐
州
は
、「
重
臣
」
と
し
て
中
央
の
信
任
も
厚
か
っ
た
張
建
封
が
刺
史
と
し
て
治
政
に
当
た
り
、

こ
の
当
時
に
あ
っ
て
は
ま
こ
と
に
貴
重
に
も
、
地
方
軍
閥
の
戦
乱
が
一
時
的
に
停
止
し
、
よ
っ
て
徐
州
に
は
「
許
孟
容
や
韓
愈
な
ど
の

文
人
が
〈
其
の
往
く
こ
と
帰
す
る
が
如
く
〉
集
ま
っ
た
」（『
旧
唐
書
』
張
建
封
伝
に
よ
る
）
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
も
前
稿
に
述
べ
た

が
、
白
居
易
の
起
居
し
た
徐
州
南
部
の
符
離
県
で
は
、
実
際
に
劉
五
（
名
未
詳
）
や
張
徹
、
賈
餗
な
ど
、
白
居
易
に
文
学
的
な
刺
戟
を

与
え
た
多
く
の
先
輩
文
人
た
ち
が
雲
集
し
、
互
い
に
切
磋
琢
磨
す
る
好
環
境
が
成
立
し
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
十
五
六
歳
の
頃

「
始
め
て
進
士
有
る
を
知
り
、
苦
節
し
て
読
書
し
た
」（「
与
元
九
書
」、『
白
氏
文
集
』
巻
二
十
八
、
作
品
番
号
一
四
八
六
）
と
い
う
の
は
、

ま
さ
し
く
こ
こ
徐
州
で
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
「
二
十
已
来
、
昼
は
賦
を
課
し
、
夜
は
書
を
課
し
、
間
に
ま
た
詩
を
課
し

0

0

0

0

、
寝
息
す
る

に
遑
あ
ら
ず
」（
同
じ
く
「
与
元
九
書
」）
と
い
う
の
も
紛
れ
も
な
く
徐
州
で
あ
っ
た
。
更
に
加
え
て
、
こ
れ
も
前
稿
に
略
地
図
を
挿
入

し
て
述
べ
た
が
、
沈
既
済
が
「
任
氏
伝
」
を
語
り
伝
え
た
の
は
、
鄭
州
よ
り
東
南
に
向
か
う
「
穎
水
」
と
「
淮
河
」
の
船
中
で
あ
っ
た
。

こ
の
経
路
は
奇
し
く
も
徐
州
の
南
境
を
通
過
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

戦
乱
の
鎮
静
化
、
切
磋
琢
磨
の
友
の
存
在
、
新
奇
な
文
学
作
品
を
次
々
と
運
び
伝
え
る
水
上
交
通
、
そ
し
て
、
二
十
代
の
多
感
な
苦
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学
生
活
、
こ
の
よ
う
な
中
で
、
青
年
白
居
易
は
果
た
し
て
「
任
氏
伝
」
に
際
会
し
、
そ
し
て
自
ら
筆
を
援と

り
「
任
氏
行
」
を
創
作
し
た
、

と
筆
者
は
、
も
は
や
一
点
の
曇
り
無
く
確
信
す
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
白
居
易
が
「
任
氏
伝
」
を
耽
読
し
、
か
つ
「
任
氏
行
」
の
創
作
に
没
頭
し
て
い
た
傍
ら
に
は
、
弟
白
行
簡
の
姿
も
あ
っ
た
に
違

い
な
い
。
行
簡
は
の
ち
「
李
娃
伝
」
な
ど
伝
奇
作
家
と
し
て
そ
の
文
才
を
開
花
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、「
李
娃
伝
」
が
「
任
氏
伝
」
の

影
響
の
下
に
創
作
さ
れ
た
こ
と
は
、
も
は
や
唐
代
伝
奇
研
究
の
定
説
と
な
っ
て
い
る

）
18
（

。
ま
た
、
更
に
白
行
簡
に
つ
い
て
特
記
す
べ
き
こ

と
は
、
彼
が
科
挙
の
受
験
勉
強
中
に
創
作
し
た
作
品
に
「
狐
死
正
丘
首
賦
」（『
文
苑
英
華
』
巻
一
三
四
所
収
）
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
賦
題
は
『
礼
記
』
檀
弓
上
篇
の
「

古
い
に
し
へ

の
人
言
へ
る
有
り
て
曰
く
『
狐
死
す
る
や
、
正
に
丘
首
す
』
と
は
仁
な
り
。」
を
出
典
と
す
る
が
、

白
行
簡
が
こ
の
一
句
に
創
作
の
興
味
を
懐
い
た
背
景
に
は
、
当
時
の
徐
州
に
お
い
て
、
に
わ
か
に
流
行
し
て
い
た
任
氏
説
話
の
影
響
が

あ
っ
た
よ
う
に
も
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
を
要
す
る
に
、
白
居
易
が
「
任
氏
行
」
を
創
作
し
た
地
点
は
徐
州
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
が
刻
苦
勉
励
の
日
々
を
過
ご
し
た
十
代

か
ら
二
十
代
に
か
け
て
の
頃
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
筆
者
の
結
論
と
し
て
は
、
そ
の
中
で
も
徐
州
刺
史
張
建
封
が
着
任
す
る

貞
元
四
年
（
七
八
八
）
を
起
点
と
し
、
白
居
易
が
科
挙
受
験
の
た
め
に
上
京
す
る
前
夜
の
貞
元
十
五
年
（
七
九
九
）
ま
で
の
時
期
を
最
も

有
力
視
す
る
。
白
氏
の
年
齢
に
換
算
す
る
と
十
七
歳
よ
り
二
十
八
歳
。
ま
さ
に
多
情
多
感
な
青
春
時
代
に
当
た
る
の
で
あ
る
。

三　

「
任
氏
行
」
の
伝
播

　

こ
の
よ
う
に
、
白
居
易
「
任
氏
行
」
は
彼
が
二
十
歳
前
後
の
青
年
時
代
を
過
ご
し
た
徐
州

0

0

で
創
作
さ
れ
た
と
推
定
せ
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
筆
者
は
、「
任
氏
行
」
が
こ
こ
徐
州
で
創
作
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
更
に
同
地
を
発
信
源
と
し
て
次
第
に
そ
の
評
判
が
各
地

に
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
と
考
え
た
い
。
そ
の
根
拠
は
、
取
り
も
直
さ
ず
日
本
の
請
益
僧
円
仁
（
七
九
四
〜
八
六
四
）
の
購
書
目
録
『
慈
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覚
大
師
在
唐
送
進
録

）
19
（

』
に
、「
任
氏
怨
歌
行
一
帖　

白
居
易
」
と
の
一
項
が
見
え
る
事
実
に
存
し
て
い
る
。

　

『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記

）
20
（

』
の
筆
者
と
し
て
名
高
い
天
台
僧
円
仁
は
、
唐
の
開
成
三
年
（
八
三
八
、
日
本
の
承
和
五
年
）
六
月
に
博
多
湾

を
出
航
、
翌
七
月
に
揚
州
（
江
蘇
省
）
に
到
着
す
る
。
そ
の
後
、
約
半
年
間
の
揚
州
滞
在
を
経
て
、
翌
年
二
月
に
は
正
使
藤
原
常
嗣
一

行
と
と
も
に
運
河
を
北
上
し
て
楚
州
（
い
ま
の
江
蘇
省
淮
安
市
）
へ
、
次
に
新
羅
を
目
差
し
て
渡
海
す
る
の
だ
が
、
あ
い
に
く
山
東
半

島
の
突
端
に
位
置
す
る
登
州
赤
山
浦
に
漂
着
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
登
州
に
お
い
て
、
円
仁
は
、
周
知
の
通
り
唐
土
在
留
を
決
意
し
、

常
嗣
一
行
と
別
れ
、
同
伴
の
惟
正
、
惟
暁
二
人
の
僧
侶
と
と
も
に
下
船
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

上
述
の
『
在
唐
送
進
録
』
は
、
こ
の
と
き
船
中
の
粟
田
録
事
に
託
さ
れ
、
円
仁
よ
り
先
に
日
本
に
送
り
届
け
ら
れ
た
書
籍
や
画
像
類

の
目
録
で
あ
り
、
円
仁
が
約
一
年
間
の
滞
華
期
間
中
に
購
入
あ
る
い
は
筆
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
白
居
易
「
任
氏
怨
歌
行
」
の

書
名
が
見
え
る
こ
と
は
、
こ
の
当
時
の
揚
州
あ
る
い
は
楚
州
に
あ
っ
て
、
白
居
易
の
詩
歌
が
ど
の
よ
う
に
広
ま
っ
て
い
た
か
を
示
す
極

め
て
有
力
な
手
が
か
り
と
な
る
。

　

例
え
ば
、
同
目
録
に
は
元
稹
と
白
居
易
が
そ
れ
ぞ
れ
越
州
と
杭
州
の
刺
史
と
し
て
赴
任
し
て
い
た
際
の
往
復
唱
和
詩
集
「
杭
越
寄
和

詩
并
序
一
帖
」
の
名
も
見
え
る
。
こ
の
詩
集
は
、
お
そ
ら
く
越
州
（
い
ま
の
浙
江
省
紹
興
市
）
に
お
い
て
元
稹
が
編
集
し
、
越
州
を
発

信
源
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う

）
21
（

。
だ
と
す
れ
ば
、
白
居
易
「
任
氏
行
（
任
氏
怨
歌
行
）」
も
、
は
る
ば
る
都
長
安
や
洛
陽
か
ら

も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
中
国
中
部
沿
海
地
域
を
発
信
源
と
し
、
や
が
て
水
路
を
通
っ
て
揚
州
周
辺
に
伝
え
ら
れ
た
可
能
性
が

高
い
。
白
居
易
が
「
任
氏
行
」
を
創
作
し
た
と
推
定
せ
ら
れ
る
徐
州
は
、
円
仁
の
通
過
し
た
楚
州
と
は
淮
河
で
結
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
、

言
う
ま
で
も
な
く
揚
州
は
そ
こ
よ
り
運
河
で
疏
通
し
て
い
る
極
め
て
至
近
至
便
な
地
域
で
あ
る
。「
任
氏
行
」
は
、
白
居
易
自
編
の
『
白

氏
文
集
』
と
は
、
そ
の
発
表
当
初
よ
り
別
々
に
、
江
南
地
域
を
中
心
に
単
独
で
読
ま
れ
て
い
た
形
跡
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
何
故
「
任
氏
行
」
は
、
こ
の
よ
う
に
根
強
く
（
前
節
に
推
定
し
た
白
居
易
の
青
年
期
か
ら
計
算
す
る
と
円
仁
の
入
手
は
約

三
十
年
の
歳
月
が
経
過
し
て
い
る
）
読
ま
れ
続
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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ま
ず
第
一
に
挙
ぐ
べ
き
は
、
原
作
た
る
沈
既
済
「
任
氏
伝
」
の
流
行
で
あ
る
。
本
稿
前
節
お
よ
び
静
永
の
前
稿
に
も
述
べ
た
如
く
、「
任

氏
伝
」
は
淮
河
沿
岸
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
白
居
易
が
直
接
手
に
し
た
も
の
も
、
お
そ
ら
く
水
路
沿
い
に
伝
承
さ
れ
筆
写
さ
れ
て

い
た
一
本
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
時
は
ま
だ
無
名
だ
っ
た
白
居
易
で
は
あ
る
が
、
自
己
の
作
品
を
「
沈
既
済
の
続

篇
」
と
し
て
発
表
し
宣
伝
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
前
節
に
挙
げ
た
残
句
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
の

詩
篇
は
、
歌
行
詩
な
ら
で
は
の
卓
れ
た
表
現
力
を
備
え
て
い
た
。
お
そ
ら
く
白
詩
の
読
者
は
、
沈
既
済
の
散
文
で
は
い
ま
だ
十
分
に
は

味
わ
い
尽
く
せ
な
か
っ
た
任
氏
の
美
し
さ
や
更
に
は
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
表
現
を
存
分
に
楽
し
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

何
よ
り
も
こ
の
伝
奇
に
は
、
異
能
を
持
つ
美
麗
な
女
狐
が
一
人
の
平
凡
な
男
性
の
た
め
に
一
途
な
愛
を
貫
く
と
い
う
意
外
性
が
あ
り
、

ま
た
、
そ
の
最
後
に
は
こ
の
上
な
く
美
し
く
、
も
の
悲
し
い
結
末
が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
任
氏
行
」
は
、
そ
の
後
、
彼
の

続
作
「
長
恨
歌
」
の
流
行
と
と
も
に
、
再
び
世
の
脚
光
を
浴
び
た
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
、
単
独
で
も
多
く
の
人
々
に
よ
っ

て
広
く
読
ま
れ
る
べ
き
要
素
を
十
分
に
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
第
二
に
は
、
当
時
の
中
国
中
原
地
域
と
、
更
に
は
日
本
に
も
繋
が
る
と
思
わ
れ
る
一
つ
の
土
着
信
仰
を
め
ぐ
る
要
因
に
つ
い

て
考
察
し
た
い
。

　

『
太
平
広
記
』
巻
四
四
七
よ
り
巻
四
五
五
に
至
る
九
巻
は
、
沈
既
済
「
任
氏
伝
」
を
含
め
、
全
て
が
「
狐
」
に
関
す
る
説
話
集
と
な
っ

て
い
る
。
そ
の
中
に
、
僅
か
三
十
九
字
の
簡
略
な
記
述
な
が
ら
、
当
時
広
く
行
わ
れ
て
い
た
土
着
信
仰
の
記
録
が
見
え
る
。

　
　

唐
初
已
來
、
百
姓
多
事
狐
神
。
房
中
祭
祀
以
乞
恩
、
食
飮
與
人
同
之
。
事
者
非
一
主
。
當
時
有
諺
曰
「
無
狐
魅
、
不
成
村
」。

　
　
　

唐
初
已
来
、
百ひ

と
び
と姓

多
く
狐
神
に
事つ

か

ふ
。
房
中
に
祭
祀
し
て
以
て
恩
を
乞
ひ
、
食
飲
は
人
と
之
れ
を
同
じ
ふ
す
。
事
ふ
る
者
は
一

　
　
　

主
に
非
ず
。
当
時　

諺
こ
と
わ
ざ

有
り
て
曰
く
「
狐
の
魅つ

く
こ
と
無
く
ん
ば
、
村
を
成
さ
ず
」
と
。

 

（『
太
平
広
記
』
巻
四
四
七
、「
狐
神
」。
出
典
は
『
朝
野
僉
載
』
と
い
う
。）
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す
な
わ
ち
、
唐
代
に
は
土
地
神
お
よ
び
家
の
守
り
神
と
し
て
、
多
く
の
人
々
が
狐
神
を
崇
め
、「
狐
が
つ
か
な
い
と
、
村
が
で
き
な

い
」
と
ま
で
言
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
記
述
を
知
っ
た
と
き
、
全
く
違
和
感
な
く
筆
者
に
思
い
起
こ
さ
れ
た
の
が
、
我
が
国
の
今

日
に
も
普
遍
的
に
存
在
す
る
「
稲
荷
信
仰

）
22
（

」
で
あ
る
。
家
の
守
り
神
、
豊
穣
の
神
、
そ
し
て
商
売
繁
盛
の
神
と
し
て
ざ
ま
ざ
ま
に
、
か

つ
全
国
の
津
々
浦
々
に
祀
ら
れ
、
赤
い
鳥
居
を
目
印
に
、
更
に
は
人
間
の
食
す
る
「
油
揚
げ
」
を
好
物
と
し
て
供
え
ら
れ
る
こ
の
神
は
、

も
し
か
す
る
と
こ
の
唐
朝
の
土
着
神
と
起
源
を
等
し
く
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
こ
の
『
朝
野
僉
載
』
所
引
の
記
述
（
現

在
は
佚
文
）
は
、
本
稿
冒
頭
に
挙
げ
た
元
稹
「
古
社
」
詩
と
白
居
易
「
和
古
社
」
詩
の
舞
台
た
る
村
社
の
光
景
に
、
ま
さ
し
く
一
致
す
る
。

白
居
易
「
任
氏
行
」
が
広
く
中
国
各
地
の
人
々
に
ま
で
読
ま
れ
る
に
至
っ
た
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
「
狐
神
」
信
仰
（
お
よ
び
そ
れ
に

付
随
す
る
悪
戯
好
き
な
狐
の
伝
承
）
と
い
う
共
通
理
解
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
海
の
向
こ
う
、
ま
だ
ま
だ
言
語
や
文

化
面
で
も
大
き
な
隔
た
り
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
九
世
紀
の
我
が
国
に
お
い
て
、
な
ぜ
「
任
氏
行
」
が
書
き
写
さ
れ
、
遣
唐
使
船
や
往

来
す
る
商
船
の
中
に
舶
載
さ
れ
、
そ
の
後
、
大
い
に
読
ま
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
か
と
言
え
ば
、
や
は
り
こ
の
「
稲
荷
信
仰
（
狐
伝

承
）」
の
共
通
基
盤
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か

）
23
（

。

　

し
か
も
、「
任
氏
行
」
の
流
行
に
は
他
に
も
こ
れ
を
推
測
す
る
べ
き
状
況
証
拠
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
　

元
和
元
年
冬
十
二
月
、
太
原
白
樂
天
自
校
書
郎
尉
於

厔
。
鴻
與
瑯
邪
王
質
夫
家
於
是
邑
。
暇
日
相
攜
遊
仙
遊
寺
、
話
及
此
事
、

　
　

相
與
感
歎
。
質
夫
擧
酒
於
樂
天
前
曰
、
夫
希
代
之
事
、
非
遇
出
世
之
才
潤
色
之
、
則
與
時
銷
没
、
不
聞
於
世
。
樂
天
深
於
詩
、
多

　
　

於
情
者
也
。
試
爲
歌
之
如
何
。
樂
天
因
爲
長
恨
歌
。

元
和
元
年
（
八
〇
六
）
冬
十
二
月
、
太
原
の
白
楽
天　

校
書
郎
よ
り

厔
に
尉
た
り
。（
陳
）
鴻　

瑯
邪
の
王
質
夫
と
与
に
是

の
邑
に
家
せ
り
。
暇
日　

相
携
へ
て
仙
遊
寺
に
遊
び
、
話　

此
の
事
に
及
び
、
相
与と

も

に
感
歎
す
。（
王
）
質
夫　

酒
を
楽
天
が

前
に
挙
げ
て
曰
く
、「
夫
れ
希
代
之
事
は
、
出
世
の
才
に
遇
ひ
て
之
れ
を
潤
色
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、
則
ち
時
と
与
に
銷
没
し
、
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世
に
聞
こ
え
ず
。
楽
天
は
詩
に
深
く
、
情
に
多
き
者
な
り
。
試
み
に
為た

め

に
之
れ
を
歌
ひ
て
は
如
何
？
」
と
。
楽
天　

因
り
て
長

恨
歌
を
為つ

く

る
。 

（
陳
鴻
「
長
恨
歌
傳
」:

『
白
氏
文
集
』
巻
十
二
所
引
）

　

有
名
な
陳
鴻
「
長
恨
歌
伝
」
の
文
末
、
白
居
易
が
「
長
恨
歌
」
を
詠
む
に
至
る
顛
末
を
紹
介
し
た
記
述
部
分
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
「
長

恨
歌
」
は
、
友
人
王
質
夫
か
ら
の
慫
慂
を
承
け
、
白
居
易
が
そ
の
詠
歌
を
担
当
し
、
陳
鴻
が
伝
（
散
文
）
を
担
当
し
た
も
の
で
あ
る

）
24
（

。

し
か
し
こ
の
記
述
に
お
け
る
王
質
夫
の
言
葉
を
見
る
と
、
白
居
易
は
「
長
恨
歌
」
発
表
以
前
に
、
既
に
こ
れ
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
素
晴

ら
し
い
詩
歌
を
発
表
し
て
お
り
、
世
の
人
々
の
注
目
を
集
め
て
い
た
か
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
詩
に
深
く
、
情
に
多

き
者
」
と
い
う
王
質
夫
の
白
居
易
評
、
お
よ
び
そ
の
前
文
に
あ
る
「
出
世
の
才
」
と
い
う
最
高
の
賛
辞
が
そ
れ
を
明
示
し
て
い
る
。

　

だ
が
、
今
日
伝
わ
る
『
白
氏
文
集
』
中
に
、
明
ら
か
に
「
長
恨
歌
」
以
前
の
作
と
思
わ
れ
る
作
品
は
数
少
な
く
、
ま
た
、
そ
の
少
数
の

作
品
中
に
は
、「
長
恨
歌
」
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
長
篇
の
大
作
は
、
全
く
残
さ
れ
て
い
な
い
。
王
質
夫
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
根
拠

に
基
づ
い
て
、
白
居
易
の
詩
才
を
何
故
か
く
も
仰
々
し
く
称
賛
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
、
訝
し
く
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　

し
か
る
に
、
こ
こ
に
徐
州
雌
伏
時
代
の
彼
が
発
表
し
た
「
任
氏
行
」
の
流
行
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
王
質
夫
の
言
葉
は
ま
こ
と

に
自
然
な
発
言
と
な
る
。
前
節
に
も
述
べ
た
如
く
、
女
妖
任
氏
の
物
語
は
、
そ
の
随
処
に
天
宝
末
年
の
楊
貴
妃
事
件
を
下
敷
き
に
し
た

部
分
が
見
ら
れ
る
。
前
輩
沈
既
済
の
伝
奇
を
詩
歌
化
し
た
作
品
「
任
氏
行
」
の
発
表
と
そ
の
成
功
こ
そ
が
、
白
居
易
に
と
っ
て
、
約
半

世
紀
前
の
楊
貴
妃
事
件
に
深
く
思
い
を
致
す
き
っ
か
け

0

0

0

0

を
作
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

四　

「
任
氏
行
」
の
消
滅

　

か
く
し
て
、
白
居
易
の
幻
の
名
作
「
任
氏
行
」
は
、
九
世
紀
の
中
国
各
地
に
広
ま
り
、
ま
た
、
同
時
期
の
我
が
国
に
も
伝
え
ら
れ
た
。
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例
え
ば
『
千
載
佳
句
』
以
降
で
は
、
藤
原
基
俊
（
一
〇
六
〇
〜
一
一
四
一
）
撰
『
新
撰
朗
詠
集

）
25
（

』（「
春
」
の
部
、「
雨
」
の
項
）
に
、
源
英
明
（
？

〜
九
四
一
）
の
次
の
詩
句
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
　

寫
得
楊
妃
湯
後
靨　

 

写
し
得
た
り　

楊
妃
（
楊
貴
妃
）
湯
の
後
の
靨え

ふ

（
ゑ
く
ぼ
）

　
　

模
成
任
氏
汗
來
脣　

 

模
し
成
せ
り　

任
氏　

汗
の
来の

ち

の
唇
（
く
ち
び
る
）

 

（
源
英
明
「
春
雨
洗
花
顔
」
詩

）
26
（

）

　

我
が
国
に
お
け
る
任
氏
伝
説
の
受
容
に
つ
い
て
は
、
こ
の
他
に
も
数
点
の
作
品
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

）
27
（

。
し
か
し
、
そ
の
中
で
も
特
に

目
を
引
く
資
料
が
、「
任
氏
行
」
が
次
第
に
平
安
人
士
の
記
憶
か
ら
消
え
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
衝
撃
的
な
事
実
で
あ
る
。

宜
秋
門
院
の
御
名
の
定
め
あ
り
け
る
時
、
兼
光
中
納
言
「
任
子
」
と
云
ふ
御
名
を
奉
ら
れ
た
り
け
る
を
、
静
賢
法
印
申
し
て
云
く

「
白
氏
の
遺
文
に
任
子マ

マ

行
と
い
ふ
文
あ
り
。
し
か
も
彼
は
事
あ
る
文
な
り
。
此
の
御
名
は
い
か
が
あ
る
べ
か
ら
ん
」
と
申
し
た
り

け
れ
ば
、
九
条
殿
用
ゐ
さ
せ
給
ひ
て
、
あ
ま
ね
く
御
尋
ね
あ
り
け
れ
ど
も
、「
さ
る
事
あ
り
」
と
申
す
人
も
無
か
り
け
る
に
、
敦

綱
ば
か
り
こ
そ
覚
え
て
、「
さ
る
事
侍
り
、
尤
も
去
ら
る
べ
き
事
な
り
」
と
申
し
た
り
け
れ
。
大
才
の
人
も
、
自
ら
見
及
ば
ぬ
事

あ
り
、
力
及
ば
ぬ
事
な
り
。 

（
『
続
古
事
談
』
巻
一
「
王
道
・
后
宮
」、
総
第
三
六
段

）
28
（

）

　

関
白
九
条
兼
実
の
娘
で
、
後
鳥
羽
天
皇
の
中
宮
と
な
る
九
条
任
子
（
一
一
七
三
〜
一
二
三
八
）
の
命
名
に
つ
い
て
、
異
議
を
唱
え
る

者
が
あ
っ
た
が
、
も
は
や
そ
の
異
議
に
賛
同
す
る
者
は
藤
原
敦
綱
一
人
で
あ
っ
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
文
末
の
「
大
才
の
人
」
と
は
、

任
子
と
い
う
名
を
提
案
し
た
中
納
言
藤
原
兼
光
（
一
一
四
五
〜
一
一
九
六
）
を
指
す
が
、
も
は
や
こ
の
平
安
末
期
に
は
白
居
易
の
詩
文
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に
つ
い
て
の
知
識
も
、
大
集
で
あ
る
『
白
氏
文
集
』
か
ら
漏
れ
た
作
品
に
は
関
心
が
徐
々
に
薄
ら
ぎ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

ま
た
『
続
古
事
談
』
に
は
更
に
一
条
、
白
居
易
「
任
氏
行
」
に
つ
い
て
の
概
略
が
記
さ
れ
て
い
る
段
が
あ
る
。

白
楽
天
の
遺
文
の
、『
文
集
』
に
入
ら
ざ
る
有
り
。
其
の
中
に
「
任
子マ

マ

行
」
と
云
ふ
も
の
有
り
。
彼
の
文
に
は
、
狐
の
女
人
と
な

り
て
、
男
に
会
ひ
た
り
け
る
を
、
彼
の
男
、
深
く
愛
念
し
て
、
暫
く
も
離
れ
じ
と
し
け
る
程
に
、
狩か

り

ば場
へ
出
づ
る
と
て
、
馬
の
前

に
乗
せ
て
け
り
。
よ
き
犬
を
具
し
た
り
け
る
が
、
此
の
女
の
狐
な
る
事
を
知
り
て
、
飛
上
り
て
喰
ひ
落
と
し
て
け
り
。
其
の
事
を

作
り
た
る
文
な
り
。
行
と
い
ふ
は
、
謡
歌
な
ど
躰
の
も
の
な
り
。
文
筆
の
一
つ
の
姿
な
り
。
宜
秋
門
院
御
名
任
子
事
有
レ

之
、
王

道
帖
有
レ

之
。 

（
同
巻
六
「
漢
朝
」、
総
第
一
七
七
段
）

　

日
中
双
方
に
お
け
る
白
居
易
「
任
氏
行
」
の
、
最
も
詳
細
に
し
て
、
か
つ
残
存
資
料
中
最
も
後
年
の
記
述
で
あ
る
。
こ
の
の
ち
白
居

易
の
こ
の
逸
詩
に
つ
い
て
の
言
及
は
、
杳
と
し
て
聞
く
こ
と
が
無
い
。
大
集
『
白
氏
文
集
』（
白
氏
所
述
七
十
五
巻
、
現
存
七
十
一
巻
）

に
収
め
ら
れ
な
か
っ
た
当
然
の
結
末
で
あ
る
が
、
ま
た
、
常
に
新
た
な
作
品
に
淘
汰
さ
れ
、
次
々
に
読
み
棄
て
ら
れ
て
ゆ
く
「
娯
楽
的

作
品
」
の
宿
命
と
も
言
い
得
よ
う
。
し
か
し
、
更
に
そ
の
原
因
を
究
明
す
る
な
ら
ば
、
白
居
易
本
人
が
こ
の
青
年
期
の
未
熟
な
作
品
を

意
識
的
に
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
た
結
果
で
も
あ
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

白
氏
前
著
長
慶
集
五
十
卷
、
元
微
之
爲
序
。
後
集
二
十
卷
、
自
爲
序
。
今
又
續
後
集
五
卷
、
自
爲
記
。
前
後
七
十
五
卷
、
詩
筆
小

凡
三
千
八
百
四
十
首
。
集
有
五
本
、
一
本
在
廬
山
東
林
寺
經
藏
院
、
一
本
在
蘇
州
南
禅
寺
經
藏
内
、
一
本
在
東
都
聖
善
寺
鉢
塔
院

律
庫
樓
、
一
本
付
姪
龜
郎
、
一
本
付
外
孫
談
閣
童
。
各
藏
於
家
、
傳
於
後
。
其
日
本
新
羅
諸
國
及
兩
京
人
家
傳
寫
者
、
不
在
此
記
。

又
有
元
白
唱
和
因
繼
集
共
十
七
卷
、
劉
白
唱
和
集
五
卷
、
洛
下
遊
賞
宴
集
十
卷
、
其
文
盡
在
大
集
内
。
録
出
別
行
於
時
、
若
集
内
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無
、
而
假
名
流
傳
者
、
皆
謬
爲
耳
。
會
昌
五
年
夏
五
月
一
日
、
樂
天
重
記
。

白
氏
の
前
著
『
長
慶
集
』
五
十
巻
、
元
微
之
（
元
稹
）
序
を
為
す
。『
後
集
』
二
十
巻
、
自
ら
序
を
為
す
。
今
又
『
続
後
集
』
五
巻
、

自
ら
記
を
為
す
。
前
後
七
十
五
巻
、
詩
筆
は
大
小
凡す

べ

て
三
千
八
百
四
十
首
。
集
に
五
本
有
り
、
一
本
は
廬
山
東
林
寺
の
経
蔵
院

に
在
り
、
一
本
は
蘇
州
南
禅
寺
の
経
蔵
の
内
に
在
り
、
一
本
は
東
都
（
洛
陽
）
聖
善
寺
の
鉢
塔
院
の
律
庫
楼
に
在
り
、
一
本
は

姪
亀
郎
（
弟
行
簡
の
遺
児
）
に
付
し
、
一
本
は
外
孫
談
閣
童
（
娘
阿
羅
の
子
）
に
付
す
。
各
々
家
に
蔵
し
、
後
（
子
孫
）
に
伝

へ
し
め
ん
と
す
。
其
の
日
本
・
新
羅
諸
国
お
よ
び
両
京
の
人ひ

と
び
と家

の
伝
写
せ
る
者
は
、
此こ

こ

に
記
す
と
こ
ろ
に
在
ら
ず
。
又
『
元
白

唱
和
（
集
）
』『
（
元
白
）
因
継
集
』
共あ

は

せ
て
十
七
巻
、『
劉
白
唱
和
集
』
五
巻
、『
洛
下
遊
賞
宴
集
』
十
巻
、
其
の
文
は
尽
く
大
集

の
内
に
在
り
。
録
出
し
て
時

ち
ま
た

に
別
行
す
る
も
の
の
、
若も

し
集
内
に
無
く
、
而
も
名
を
仮
り
て
流
伝
す
る
者
あ
ら
ば
、
み
な
謬

為
（
偽
作
）
な
る
の
み
。　
　

会
昌
五
年
（
八
四
五
）
夏
五
月
一
日
、
楽
天　

重
ね
て
記
す
。

 

（
白
居
易
「
白
氏
集
後
記
」、
那
波
本
『
白
氏
文
集
』
巻
七
十
一
巻
末
、
三
七
六
三
）

　

こ
の
「
後
記
」
は
、『
白
氏
文
集
』
の
全
巻
の
跋
文
と
し
て
、
白
居
易
み
ず
か
ら
が
逝
世
の
十
五
ヶ
月
前
に
書
き
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
自
己
の
作
品
に
つ
い
て
の
「
偽
作
」「
誤
伝
」
に
対
す
る
言
動
は
、
ま
こ
と
に
厲は

げ

し
い
。
偽
作
の
混
入
に
よ
っ
て
自
ら
の
文
学
的
評

価
が
汚
辱
さ
れ
る
こ
と
を
切
に
忌
避
す
る
所
以
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
執
念
と
も
言
う
べ
き
気
迫
は
、
読
む
者
を
し
て
粛
然
と
さ
せ
る
も

の
が
あ
る
。

　

こ
の
文
中
に
「
日
本
や
新
羅
の
諸
外
国
お
よ
び
長
安
・
洛
陽
で
一
般
に
伝
写
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
こ
の
《
後
記
》
が
証
明
す
る
と

こ
ろ
で
は
な
い
」、
つ
ま
り
白
居
易
の
真
作
と
は
認
め
な
い
と
い
う
発
言
が
あ
る
。
こ
の
と
き
、
白
居
易
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
作

品
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
か
は
明
確
に
し
難
い
が
、
見
方
に
よ
っ
て
は
単
な
る
「
偽
作
」
を
排
除
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
白
居
易
み

ず
か
ら
が
そ
の
詩
稿
を
破
棄
し
た
「
若
年
期
」
の
作
品
を
も
含
ん
で
い
る
よ
う
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。「
任
氏
行
」
消
滅
の
過
程
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に
は
、
単
な
る
時
間
の
経
過
に
よ
る
自
然
磨
滅
の
み
を
考
え
て
い
て
は
説
明
し
難
い
原
因
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
最
後
に
白
居
易
「
任
氏
行
」
が
、
何
故
我
が
国
の
『
千
載
佳
句
』
と
中
国
南
宋
期
の
類
書
『
錦
繍
万
花
谷
』
に
の
み
残
存
し
た

か
を
少
し
く
考
え
て
お
き
た
い
。
特
に
『
千
載
佳
句
』
に
は
、
既
に
金
子
彦
二
郎
氏
お
よ
び
近
年
で
は
植
木
久
行
氏
に
考
証)29

(

が
あ
る
よ

う
に
、
こ
の
「
任
氏
行
」
の
二
聯
を
含
む
二
十
三
聯
（
実
際
は
一
聯
重
出
。
二
十
二
聯
）
も
の
逸
詩
句
が
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
の
詩
聯
は
、
例
え
ば
宋
代
の
『
文
苑
英
華
』
や
『
楽
府
詩
集
』、『
唐
文
粹
』
な
ど
総
集
類
の
抄
録
に
重
な
ら
な
い
全
く
孤
立
し
た
残

句
で
あ
る
。
思
う
に
こ
こ
に
は
、
先
に
も
述
べ
た
通
り
「
大
集
に
見
え
な
い
も
の
は
謬
作
」
と
す
る
実
作
者
白
居
易
の
意
志
の
反
映
が

あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
『
文
苑
英
華
』
等
宋
代
の
総
集
類
に
抄
録
さ
れ
て
残
る
作
品
は
、
基
本
的
に
お
そ
ら

く
唐
末
五
代
か
ら
北
宋
時
代
に
存
在
し
て
い
た
大
集
『
白
氏
文
集
』
よ
り
写
し
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
ら
の
作
品
は

時
に
『
金
沢
文
庫
旧
蔵
本
白
氏
文
集
』
お
よ
び
『
管
見
抄
』『
要
文
抄
』
等
我
が
国
平
安
よ
り
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
旧
鈔
本
と
重
な
り)30

(

、

ま
た
本
文
の
字
句
も
ほ
ぼ
近
し
い
関
係
に
あ
る
。
し
か
し
、『
千
載
佳
句
』
お
よ
び
宋
代
の
類
書
に
残
存
す
る
白
詩
の
逸
文
は
、
第
三

者
の
偽
作
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
中
に
は
生
前
の
白
居
易
が
「
大
集
」
よ
り
意
図
的
に
除
外
し
た
も
の
、
つ
ま
り
は
「
若
き
日
の
作
品
」

が
残
存
し
て
い
る
場
合
が
大
い
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
そ
の
『
千
載
佳
句
』
所
収
の
白
氏
逸
詩
句
の
中
に
は
、
題
に
よ
っ
て
示
せ
ば
「
七
夕
」（「
七
夕
」
部
・
千
載
佳
句
番
号

二
四
七
）、「
春
詞
」（「
美
女
」
部
・
四
四
一
）、「
閨
情
」（「
艶
情
」
部
・
四
四
六
）、「
木
芙
蓉
」（「
木
芙
蓉
」
部
・
六
一
七
）、「
新
艶
」（「
箏
」
部
・

七
六
八
）
な
ど
、
か
つ
て
白
居
易
が
「
新
艶
の
小
律)31

(

」
と
称
し
た
も
の
に
近
い
艶
麗
な
内
容
の
詩
句
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
、

白
居
易
の
自
編
に
よ
る
『
白
氏
文
集
』
か
ら
は
そ
の
当
初
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
後
約
三
〇
〇
年
間
は
、
人
々
の
記
憶

の
中
に
残
存
し
、
美
麗
な
詩
句
を
抜
粋
す
る
宋
代
の
「
類
書
」
や
我
が
国
の
「
朗
詠
集
」
な
ど
の
編
纂
に
際
し
て
は
、
そ
の
記
憶
が
再
び

呼
び
覚
ま
さ
れ)32

(

、
か
く
し
て
そ
の
秀
逸
の
遺
文
が
書
き
留
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

「
任
氏
行
」
は
、
か
く
し
て
滅
び
、
そ
し
て
、
か
く
し
て
残
さ
れ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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注

（
1
）
白
居
易
「
和
答
詩
の
序
」（
『
白
氏
文
集
』
巻
二
、
作
品
番
号
〇
一
〇
〇
）
に
「
足
下
の
江
陵
に
到
る
に
及
び
て
、
路
に
在
り

て
為
る
所
の
詩
十
七
章
を
寄
す
。
凡
て
五
六
千
言
、
言
に
為
す
有
り
、
章
に
旨
有
り
。
宮
律
の
体
裁
に
迨
ぶ
ま
で
、
皆
作
者

の
風
を
得
た
り
。
発
緘
開
巻
し
て
、
且
つ
喜
び
且
つ
怪
し
む
。
…
…
何
ぞ
意
を
立
て
辞
を
措
く
こ
と
、
足
下
の
前
時
の
詩
と
、

此
く
の
如
く
相
遠
ざ
か
ら
ん
や
」
と
あ
る
。
ま
た
こ
の
元
白
「
和
答
詩
」
唱
和
に
つ
い
て
は
、
平
岡
武
夫
『
白
居
易
』（
中
国

詩
文
選
17
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
七
年
）
に
も
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）
本
稿
が
引
用
す
る
元
稹
の
詩
文
は
、
冀
勤
点
校
『
元
稹
集
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
二
年
）
を
底
本
と
し
、
適
宜
諸
本
を
参
照

す
る
。
ま
た
作
品
番
号
は
花
房
英
樹
『
元
稹
研
究
』（
彙
文
堂
、
一
九
七
七
年
）
所
収
「
綜
合
作
品
表
」
に
拠
る
。

（
3
）「
那
言
」
は
、『
漢
語
大
詞
典
』
に
こ
の
元
稹
「
古
社
」
詩
の
用
例
を
引
い
て
〈
豈
知
〉〈
豈
料
〉
と
解
釈
す
る
。「
逡
巡
」
に
〈
迅

速
〉
の
意
味
で
の
用
例
の
あ
る
こ
と
は
、
張
相
『
詩
詞
曲
語
辞
匯
釈
』（
中
華
書
局
、
一
九
五
三
年
初
版
）
に
見
え
る
。

（
4
）
本
稿
が
引
用
す
る
『
白
氏
文
集
』
は
、「
新
楽
府
」（
古
塚
狐
）
を
除
い
て
、
巻
数
表
示
を
那
波
本
に
従
い
、
本
文
を
宋
紹
興
刊

本
に
従
い
、
更
に
細
か
な
字
句
異
同
に
つ
い
て
適
宜
諸
本
を
参
照
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
作
品
番
号
は
花
房
英
樹
『
白
氏

文
集
の
批
判
的
研
究
』（
彙
文
堂
、
一
九
六
〇
年
。
の
ち
朋
友
書
店
、
一
九
七
四
年
再
版
）、
作
品
繋
年
は
花
房
氏
上
掲
書
と

朱
金
城
『
白
居
易
集
箋
校
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）
等
を
参
照
。

（
5
）
本
稿
が
引
用
す
る
白
氏
新
楽
府
「
古
塚
狐
」
に
つ
い
て
は
、
現
京
都
国
立
博
物
館
所
蔵
の
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）
藤
原
茂

明
抄
本
（
通
称
神
田
本
白
氏
文
集
）
に
基
づ
き
、
そ
の
古
訓
も
同
抄
本
の
も
の
を
つ
と
め
て
採
用
し
た
。
太
田
次
男
・
小
林

芳
規
『
神
田
本
白
氏
文
集
の
研
究
』（
勉
誠
社
、
一
九
八
二
年
）
に
拠
る
。
ま
た
、
新
楽
府
本
文
の
異
同
と
古
訓
の
採
録
に
当

た
っ
て
は
、
太
田
次
男
「
成
田
山
仏
教
研
究
所
所
蔵
白
氏
文
集
巻
三
・
四
元
禄
写
本
に
つ
い
て
」（
『
成
田
山
仏
教
研
究
所
紀
要
』

第
二
十
五
号
・
第
二
十
七
号
、
二
〇
〇
二
年
・
二
〇
〇
四
年
）
を
も
同
時
に
参
照
し
た
。

（
6
）
孟
浩
然
（
六
八
九
〜
七
四
〇
）「
雲
門
寺
西
六
七
里
聞
符
公
蘭
若
最
幽
、
與
薛
八
同
往
」
詩
に
「
四
禅
合
眞
如
、
一
切
是
虚

假
（
四
禅
こ
そ
合
に
真
如
な
る
べ
し
、
一
切
は
是
れ
虚
仮
）
」
と
。
ま
た
、
我
が
国
聖
徳
太
子
（
五
七
四
〜
六
二
二
）
作
と

さ
れ
る
『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
』
に
も
有
名
な
「
世
間
虚
假
、
唯
佛
是
眞
」
の
言
説
が
あ
る
。

（
7
）
ひ
そ
か
に
思
う
に
『
源
氏
物
語
』
螢
の
巻
の
当
該
部
分
に
「
深
き
こ
と
浅
き
こ
と
の
け
ぢ
め
こ
そ
あ
ら
め
」
と
あ
る
の
は
、



58

白
居
易
「
任
氏
行
」
考

白
詩
「
古
塚
狐
」
の
「
君
看
爲
害
淺
深
間

0

0

0

」
に
拠
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
8
）
白
居
易
「
新
楽
府
五
十
首
」
に
は
、
他
に
も
白
居
易
の
既
発
表
作
を
歌
行
体
詩
と
し
て
再
詠
し
た
も
の
が
幾
つ
か
見
出
さ
れ

る
。
例
え
ば
「
長
恨
歌
」
お
よ
び
楊
貴
妃
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
言
え
ば
、
其
七
「
上
陽
白
髪
人
」
詩
、
其
八
「
胡
旋
女
」
詩
、

其
二
十
一
「
驪
宮
高
」
詩
、
其
三
十
六
「
李
夫
人
」
詩
に
応
用
さ
れ
る
。
ま
た
「
秦
中
吟
十
首
」
に
つ
い
て
も
、
其
六
「
立
碑
」

と
新
楽
府
其
四
十
一
「
官
牛
」、
同
其
八
「
五
絃
」
と
新
楽
府
其
十
七
「
五
絃
弾
」、
同
其
十
「
買
花
」
と
新
楽
府
其
二
十
八

「
牡
丹
芳
」
な
ど
、
多
く
の
対
応
関
係
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
静
永
『
白
居
易
「
諷
諭
詩
」
の
研
究
』

（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
中
篇
第
二
章
と
第
四
章
を
参
照
。

（
9
）『
千
載
佳
句
』
の
底
本
は
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
貴
重
典
籍
叢
書
・
文
学
篇
第
二
十
一
巻
』
所
収
本
（
臨
川
書
店
、

二
〇
〇
一
年
）
と
し
、
作
品
番
号
は
金
子
彦
二
郎
『
平
安
時
代
文
学
と
白
氏
文
集
・
千
載
佳
句
篇
』（
培
風
館
、
一
九
四
三

年
）
に
拠
る
。
一
方
『
錦
繍
万
花
谷
』
は
明
嘉
靖
刻
本
の
影
印
（
上
海
辞
書
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）
に
拠
る
。
な
お
「
任

氏
行
」
残
句
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
太
田
晶
二
郎
「
白
氏
詩
文
の
渡
来
に
つ
い
て
」（
『
太
田
晶
二
郎
著
作
集
』
第
一
冊

所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
。
論
文
初
出
は
一
九
五
六
年
）
の
ほ
か
、
近
藤
春
雄
『
唐
代
小
説
の
研
究
』（
笠
間
書
院
、

一
九
七
八
年
）、
同
氏
著
『
白
氏
文
集
と
国
文
学
：
新
楽
府
・
秦
中
吟
の
研
究
』（
明
治
書
院
、
一
九
九
〇
年
）、
植
木
久
行
「
『
千

載
佳
句
』
所
収
白
居
易
逸
句
考
（
上
）
」（
『
白
居
易
研
究
年
報
』
第
二
号
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
一
年
。
ま
た
下
篇
は
同
誌
第

四
号
、
二
〇
〇
三
年
）、
新
間
一
美
『
源
氏
物
語
と
白
居
易
の
文
学
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
三
年
）
等
を
参
照
し
た
。

（
10
）
静
永
「
白
居
易
の
青
春
と
徐
州
、
そ
し
て
女
妖
任
氏
の
物
語
」（
九
州
大
学
中
国
文
学
会
『
中
国
文
学
論
集
』
第
三
十
五
号
、

二
〇
〇
六
年
）。

（
11
）『
太
平
広
記
』
巻
四
五
二
。
な
お
、
訳
注
と
し
て
今
村
与
志
雄
『
唐
宋
伝
奇
集
』（
上
、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
八
年
）、
黒
田
真

美
子
『
中
国
古
典
小
説
選
５
・
唐
代
Ⅱ
』（
明
治
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）
を
参
照
し
た
。
ま
た
、
沈
既
済
「
任
氏
伝
」
を
中
心

と
す
る
妖
狐
伝
説
の
文
学
史
的
演
変
に
つ
い
て
は
、
西
岡
晴
彦
「
〈
任
氏
伝
〉
遡
源
考
＝
狐
妖
婚
姻
譚
の
系
譜
＝
」（
熊
本
大

学
『
法
文
論
叢
』
文
学
篇
第
三
十
五
号
、
一
九
七
五
年
）
お
よ
び
同
氏
「
任
氏
と
嬰
寧
の
間
＝
狐
妖
イ
メ
ー
ジ
の
変
容
＝
」（
東

京
大
学
東
文
研
『
東
洋
文
化
』
58
、
一
九
七
八
年
）
を
参
照
。

（
12
）『
広
韻
』
で
示
せ
ば
、
①
「
髪
」
は
入
声
十
月
韻
、「
滑
」
は
入
声
十
一
没
韻
（
月
・
没
韻
は
同
用
）。
②
「
来
」
は
上
平
声
十
六
咍
韻
。
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③
「
新
」
は
上
平
声
十
七
真
韻
。
④
「
飛
」
は
上
平
声
八
微
韻
。

（
13
）
杜
甫
の
名
作
「
月
夜
」
詩
の
「
香
霧
雲
鬟
湿
ひ
、
清
輝
玉
臂
寒
か
ら
ん
」
を
想
起
さ
せ
る
。

（
14
）
こ
の
④
聯
の
後
に
強
い
て
幾
ば
く
か
の
詩
句
が
用
意
さ
れ
る
と
想
定
す
れ
ば
、
任
氏
の
乗
っ
た
馬
上
に
「
蝉ぬ

け
が
ら蛻

」
の
ご
と
く

残
さ
れ
た
衣
服
や
履
襪
、
そ
し
て
地
に
落
ち
た
ま
ま
収
め
る
人
も
無
く
散
乱
す
る

笄
こ
う
が
い

や
首
飾
り
の
描
写
で
あ
ろ
う
か
。
だ

と
す
れ
ば
そ
の
情
景
は
「
長
恨
歌
」
の
楊
貴
妃
縊
殺
の
場
面
「
花
鈿
は
地
に
委
し
て
人
の
収
む
る
無
し
、
翠
翹　

金
雀　

玉

掻
頭
」
に
極
め
て
近
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
15
）
こ
の
二
首
が
沈
既
済
の
原
作
だ
け
で
な
く
、
自
作
「
任
氏
行
」
詩
の
表
現
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
は
、
例
え
ば
「
和
古
社
」

詩
の
「
飢
鵰
」「
老
犬
」
の
対
句
表
現
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

（
16
）
現
存
す
る
白
居
易
の
詩
文
集
に
は
、
そ
の
数
度
に
わ
た
る
編
集
作
業
に
お
い
て
、
白
居
易
自
ら
が
過
去
の
作
品
を
破
棄
し
て

い
た
痕
跡
が
あ
る
。
例
え
ば
、
元
和
十
年
（
八
一
五
）
の
『
詩
集
』
十
五
巻
か
ら
長
慶
四
年
（
八
二
四
）
十
二
月
の
『
白
氏

長
慶
集
』
五
十
卷
ま
で
の
間
に
は
、
約
百
首
程
度
の
作
品
が
破
棄
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
静
永
『
白
居
易
「
諷
諭
詩
」
の

研
究
』（
注
8
所
掲
）
そ
の
三
〇
二
頁
〜
三
一
五
頁
参
照
。

（
17
）
こ
の
頃
の
白
居
易
に
関
し
て
は
川
合
康
三
「
長
安
に
出
て
き
た
白
居
易―

喧
噪
と
閑
適―

」（
同
氏
著
『
終
南
山
の
変
容―

中

唐
文
学
論
集
』
所
収
、
研
文
出
版
一
九
九
九
年
）
を
参
照
し
た
。

（
18
）
例
え
ば
前
野
直
彬
『
中
国
小
説
史
考
』（
秋
山
書
店
、
一
九
七
五
年
）、
内
山
知
也
『
隋
唐
小
説
研
究
』（
木
耳
社
、
一
九
七
七

年
）、
近
藤
春
雄
『
唐
代
小
説
の
研
究
』（
笠
間
書
院
、
一
九
七
八
年
）
等
を
参
照
。

（
19
）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
五
十
五
巻
（
目
録
部
）
所
収
、
大
蔵
経
番
号
二
一
六
六
（
大
正
一
切
経
刊
行
会
、
一
九
二
八
年
）。

（
20
）
筆
者
は
以
下
の
書
籍
を
参
照
し
た
。
顧
承
甫
・
何
泉
達
点
校
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）、

深
谷
憲
一
訳
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』（
中
公
文
庫
、
一
九
九
〇
年
）、
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
Ｏ
・
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
原
著
／
田
村
完

誓
訳
『
円
仁
唐
代
中
国
へ
の
旅―

『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
の
研
究
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
九
年
）。

（
21
）
ち
な
み
に
『
新
唐
書
』
藝
文
志
（
四
）
に
見
え
る
「
元
白
継
和
集
一
巻

0

0

」
は
、
あ
る
い
は
こ
れ
と
系
統
を
同
じ
く
す
る
詩
集

で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

（
22
）
吉
野
裕
子
『
狐―

陰
陽
五
行
と
稲
荷
信
仰
』（
法
政
大
学
出
版
局
「
も
の
と
人
間
の
文
化
史
」
シ
リ
ー
ズ
39
、
一
九
八
〇
年
）
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に
は
、
日
本
各
地
の
狐
に
関
す
る
説
話
や
伝
承
、
お
よ
び
稲
荷
信
仰
の
さ
ま
ざ
ま
な
諸
相
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で

吉
野
氏
は
我
が
国
の
「
稲
荷
信
仰
」
に
、
日
本
固
有
の
要
素
と
、
中
国
か
ら
流
入
さ
れ
た
要
素
（
例
え
ば
陰
陽
五
行
説
に
基

づ
く
さ
ま
ざ
ま
な
祭
礼
行
事
）
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
23
）「
任
氏
行
」
に
限
ら
ず
、
そ
も
そ
も
白
居
易
の
詩
歌
が
な
ぜ
平
安
時
代
の
日
本
に
か
く
も
急
速
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
大
流
行
し
、

そ
し
て
日
本
の
文
化
や
美
意
識
の
基
盤
に
ま
で
深
く
滲
透
し
て
い
っ
た
の
か
。
そ
の
最
も
関
鍵
と
な
る
重
要
な
位
置
に
、
こ

の
「
任
氏
行
（
任
氏
怨
歌
行
）
」
は
存
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
本
稿
一
篇
の
み
で
は
餘
り
に
も
荷
の
重
い

課
題
で
あ
る
が
、
今
は
ひ
と
ま
ず
筆
者
の
偽
り
な
い
感
想
と
し
て
、
こ
こ
に
提
示
し
て
お
き
た
い
。

（
24
）
静
永
『
白
居
易
「
諷
諭
詩
」
の
研
究
』（
注
8
所
掲
）
上
篇
第
三
章
「
県
尉
時
代
の
白
居
易
」
参
照
。

（
25
）
片
桐
洋
一
解
説
『
和
漢
朗
詠
集
・
新
撰
朗
詠
集
』（
陽
明
叢
書
国
書
篇
第
七
輯
、
思
文
閣
出
版
、
一
九
七
八
年
）。

（
26
）
源
英
明
詩
の
他
の
聯
は
、
現
在
『
作
文
大
体
』
に
首
聯
お
よ
び
尾
聯
が
残
る
の
み
。
頷
聯
の
第
三
〜
四
句
部
分
を
佚
し
て
い

る
。
い
ま
新
間
一
美
『
源
氏
物
語
と
白
居
易
の
文
学
』（
注
9
所
掲
）
第
二
部
「
源
氏
物
語
と
任
氏
の
物
語
」
二
〇
四
頁
に

引
用
さ
れ
る
本
文
に
従
っ
て
読
み
下
す
。

春
雨
洗
花
顔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

春
雨　

花
顔
を
洗
ふ　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

春
雨
何
因
細
脚
頻　

爲
過
花
面
洗
紅
塵　
　

春
雨　

何
に
因
り
て
か
細
脚
頻

し
き
り

な
る
、
為た

め

に
花
面
を
過よ

ぎ
り
て
紅
塵
を
洗
ふ
。

　
　
　

□　

□　

□　
　
　

□　

□　

□　
　
　
　

（
二
句
佚
）

　
　

寫
得
楊
妃
湯
後
靨　

模
成
任
氏
汗
來
唇　
　

写
し
得
た
り　

楊
妃　

湯
後
の
靨

ゑ
く
ぼ

、
模
し
成
せ
り　

任
氏　

汗
の
来の

ち

の
唇
。

　
　

花
情
若
聽
吾
微
誨　

莫
恃
妖
姿
妄
折
人　
　

花
の
情

こ
こ
ろ　

若も

し
吾
が
微
誨
を
聴
か
ば
、
恃た

の

む
莫
れ　

妖
姿
妄
折
の
人
を
。

　

 

〔
梗
概
〕
春
の
小
ぬ
か
雨
が
頻
り
に
降
り
続
き
、
花
び
ら
の
土
埃
は
す
っ
か
り
洗
い
清
め
ら
れ
た
。
…
…
そ
の
美
し
さ
は
浴
を

賜
わ
り
た
る
後
の
楊
貴
妃
の
頬
に
浮
か
ぶ
え
く
ぼ

0

0

0

の
よ
う
で
あ
り
、
汗
に
濡
れ
た
任
氏
の
く
ち
び
る
の
よ
う
で
あ
る
。
花
よ
、

心
あ
ら
ば
我
が
ひ
そ
や
か
な
忠
告
を
聴
け
。
人
の
愛め

で
る
を
喜
ぶ
な
か
れ
。
人
は
外
見
こ
そ
美
し
い
が
、
花
を
見
れ
ば
す
ぐ

さ
ま
手
折
っ
て
し
ま
う
非
情
な
輩
な
の
だ
。

（
27
）
前
注
所
掲
の
新
間
氏
の
論
考
に
拠
れ
ば
、
こ
の
源
英
明
詩
の
ほ
か
、『
新
撰
万
葉
集
』
お
よ
び
大
江
匡
房
「
狐
媚
記
」
の
存
在

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
余
田
充
「
『
任
氏
伝
』
の
一
受
容
形
態―

『
新
撰
万
葉
集
』
上
巻
秋
10
の
解―

」（
『
四
国
女
子
大
学
紀
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白
居
易
「
任
氏
行
」
考

要
』
第
一
巻
第
二
号
、
一
九
八
二
年
）、
小
峯
和
明
「
大
江
匡
房
の
狐
媚
記―

漢
文
学
と
巷
説
の
は
ざ
ま
で―

」（
中
四
国
中

世
文
学
研
究
会
『
中
世
文
学
研
究
』
第
十
一
号
、
一
九
八
五
年
）
等
を
参
照
。

（
28
）
川
端
善
明
・
荒
木
浩
校
注
『
古
事
談
・
続
古
事
談
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
41
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）
参
照
。
な
お

同
書
の
荒
木
浩
氏
の
解
説
に
拠
れ
ば
『
続
古
事
談
』
の
作
者
は
藤
原
定
経
（
一
一
五
八
〜
一
二
三
一
）
と
考
証
さ
れ
て
い
る
。

（
29
）
前
掲
注
9
に
紹
介
す
る
金
子
彦
二
郎
『
平
安
時
代
文
学
と
白
氏
文
集
・
千
載
佳
句
篇
』、
植
木
久
行
「
『
千
載
佳
句
』
所
収
白

居
易
逸
句
考
」（
上
・
下
）
で
あ
る
。

（
30
）
花
房
英
樹
『
白
氏
文
集
の
批
判
的
研
究
』（
注
4
所
掲
）
所
収
「
綜
合
作
品
表
」
参
照
。

（
31
）
白
居
易
「
元
九
に
与
ふ
る
書
」（
『
白
氏
文
集
』
巻
二
十
八
、一
四
八
六
）
に
「
今
年
の
春
（
元
和
十
年
・
八
一
五
）、
城
南
に

遊
び
し
時
の
如
き
は
、
足
下
（
元
稹
）
と
馬
上
に
相
戯
れ
、
因
り
て
各
々
新
艶
の
小
律

0

0

0

0

0

を
誦
し
、
他
篇
を
雑ま

じ

へ
ず
。
皇
子
陂

よ
り
昭
国
里
に
帰
る
ま
で
、
迭
吟
逓
唱
し
、
声
の
絶
え
ざ
る
こ
と
二
十
餘
里
。
樊
・
李
ら
傍

か
た
は

ら
に
在
る
も
、
口
を
措
く
所
無

し
。
我
を
知
る
者
は
以
て
詩
仙
と
為
し
、
我
を
知
ら
ざ
る
者
は
詩
魔
と
為
さ
ん
。」
と
あ
る
。

（
32
）
な
お
、
こ
こ
で
は
単
に
身
体
論
的
「
記
憶
」
だ
け
を
考
え
て
は
い
け
な
い
。
例
え
ば
宋
代
の
類
書
『
錦
繍
万
花
谷
』
や
日
本

の
各
「
朗
詠
集
」
の
編
集
当
時
に
は
、
今
日
に
は
伝
わ
ら
な
い
各
種
の
「
分
門
（
部
門
別
）
詩
歌
集
」
や
「
秀
句
選
集
」
の

よ
う
な
小
詩
集
が
数
多
く
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
。
か
か
る
「
紙
の
上
の

0

0

0

0

記
憶
」
も
ま
た
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え

た
い
。
例
え
ば
、
宮
内
庁
書
陵
部
に
蔵
せ
る
「
伏
見
宮
旧
蔵
『
雑
抄
』
」（
平
安
後
期
の
旧
鈔
本
）
や
九
州
国
立
博
物
館
所
蔵

の
「
唐
詩
残
篇
」（
八
世
紀
の
唐
鈔
本
）
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
る
。




