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希

楽
府
文
学
史
上
に
お
け
る
李
賀
の
位
置

-

｢
巫
山
高
｣

に
基
づ
く
考
察

-

は
じ
め
に

白
居
易
(
七
七
二
-
八
四
六
)
､
元
積
(
七
七
九
-
八
三
)
が
新
楽
府
運
動
を
提
唱
し
た
中
庸
の
元
和
年
間
(
八
〇
六
-
八
二
〇
)
､
も
っ
ぱ

ら
擬
古
楽
府
(
古
楽
府
に
擬
し
た
伝
統
楽
府
)
に
よ
っ
て
名
を
成
し
た
詩
人
に
李
賀
(
七
九
丁
八
一
七
)
が
い
る
｡
同
時
代
の
沈
亜
之
が
｢
迭

李
膠
秀
才
詩
序
｣
で
｢
余
の
古
友
李
賀
は
､
善
く
南
北
朝
欒
府
故
詞
を
揮
び
､
其
の
賦
す
る
所
も
ま
た
怨
鬱
優
艶
の
巧
多
し
(
余
政
友
李
賀
､

善
揮
南
北
朝
欒
府
故
詞
､
其
所
賦
亦
多
怨
鬱
憤
艶
之
巧
)
｣
と
述
べ
､
『
漸
唐
書
』
巻
二
百
三
｢
李
賀
侍
｣
に
｢
欒
府
数
十
篇
,
雲
需
の
諸
工
､

皆
こ
れ
を
絃
管
に
合
わ
す
(
欒
府
数
十
篇
,
雲
詔
諸
工
皆
合
之
絃
管
)
｣
と
見
え
る
こ
と
な
ど
､
楽
府
作
家
と
し
て
の
李
賀
の
詩
名
を
窺
う

に
足
る
資
料
は
､
早
い
時
期
よ
り
存
在
す
る
｡
も
っ
と
も
実
際
に
李
賀
の
詩
集
を
ひ
も
と
く
と
､
沈
亜
之
の
い
う
｢
南
北
朝
欒
府
政
詞
｣
を

択
ん
だ
も
の
よ
り
は
､
漢
魂
系
の
古
楽
府
に
擬
し
た
作
品
の
方
が
数
量
的
に
多
く
目
に
つ
く
｡
次
に
挙
げ
る
｢
巫
山
高
｣
(
『
李
賀
歌
詩
編
』
巻

(
3
)四)

は
､
そ
の
一
つ
で
あ
る
｡

碧
叢
叢

高
括
天

碧

叢叢

高
く
天
を
挿
す
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大
江
翻
瀾
紳
曳
煙

楚
魂
尋
夢
風
願
然

暁
風
飛
両
生
苔
鏡

瑞
姫
一
去
一
千
年

丁
香
節
竹
崎
老
猿

古
両
近
月
婚
桂
寒

椒
花
墜
紅
混
雲
間

大江

潤
を
翻
し

神

煙
を
曳
く

楚魂

夢
を
尋
ね

風

願
然
た
り

暁風

飛雨

苔
銭
を
生
ず

瑠
姫
一
た
び
去
っ
て
一
千
年

丁香

節竹

老
猿
噂
く

古両
月
に
近
く

婚
桂
寒
し

椒花

紅
を
墜
と
す

湿
雲
の
間

こ
の
詩
に
対
し
､
清
の
黎
簡
は
｢
巫
山
高
の
作
は
常
に
此
れ
を
以
て
第
一
と
馬
す
べ
し
(
巫
山
高
作
者
嘗
以
此
薦
第
一
)
｣
と
高
い
評
価
を

与
え
る
や
そ
の
理
由
は
語
ら
れ
て
い
な
い
｡
漢
鼓
吹
鏡
歌
十
八
曲
の
一
｢
悪
高
｣
を
古
辞
と
し
､
六
朝
唐
を
通
じ
て
文
人
達
の
手
に
よ

り
制
作
さ
れ
た
｢
巫
山
高
｣
は
､
『
楽
府
詩
集
』
(
巻
十
七
)
に
二
十
二
首
収
録
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
数
あ
る
｢
巫
山
高
｣
の
中
よ
り
､
如

何
な
る
基
準
を
も
っ
て
黎
簡
は
李
賀
の
作
を
第
一
と
み
な
し
た
の
だ
ろ
う
か
｡
本
論
は
､
李
賀
の
｢
巫
山
高
｣
を
､
他
の
詩
人
の
同
題
楽
府

詩
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
､
李
賀
の
楽
府
詩
に
内
在
す
る
特
質
を
明
ら
か
に
し
､
楽
府
文
学
史
上
に
お
け
る
李
賀
の
位
置
を
考
察
す
る
試

み
で
あ
る
｡

李
賀
の
楽
府
詩
に
対
す
る
先
行
研
究
に
は
､
す
で
に
一
定
の
蓄
積
が
あ
り
､
専
論
も
確
認
で
き
る
｡
山
崎
み
ど
り
氏
の
｢
李
賀
の
楽
府
詩

-楽府詩史における継承と展開-｣はその一つであり､李賀が楽府作品をものする際に､楽府古辞をいかに継承し､

発
展
さ
せ
た
か
と
い
う
こ
と
が
､
豊
富
な
例
と
と
も
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
｡
同
論
文
に
よ
る
と
､
李
賀
の
楽
府
は
｢
古
辞
の
意
や
語
句
を
用

い
て
も
､
そ
れ
に
密
着
は
せ
ず
自
由
に
内
容
を
発
展
さ
せ
｣
､
か
つ

｢
古
辞
と
の
接
点
は
､
あ
く
ま
で
も
生
か
さ
れ
て
｣
お
り
､
｢
そ
の
う
え
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で
､
語
句
の
も
つ
意
味
が
転
換
さ
れ
､
内
容
に
変
化
が
与
え
ら
れ
｣

て
い
る
と
い
う
｡

ま
た
､
増
田
清
秀
氏
は
論
文
｢
中
唐
詩
人
の
楽
府
｣

の
中
で
､
李
賀
の
古
楽
府
の
作
辞
が
長
短
錯
雑
し
て
､
リ
ズ
ム
の
変
化
し
た
句
が
多

(
6
)

い
こ
と
に
言
及
し
､
そ
れ
を
｢
古
楽
府
に
､
い
ま
一
た
び
音
楽
的
生
命
を
与
え
よ
う
と
す
る
意
識
｣

の
表
わ
れ
と
み
な
す
｡
こ
こ
で
先
に
引

い
た
李
賀
の
｢
巫
山
高
｣
に
目
を
移
し
て
み
る
と
､
冒
頭
に
三
字
句
を
並
べ
た
､
雑
言
九
句
か
ら
成
る
(
｢
碧
叢
叢
､
高
括
天
｣
を
一
句
に

数
え
れ
ば
､
八
句
)
詩
形
か
ら
は
､
や
は
り
独
特
の
リ
ズ
ム
が
感
じ
ら
れ
よ
う
｡
李
賀
よ
り
以
前
に
脈
々
と
制
作
さ
れ
て
き
た
擬
古
楽
府

｢
巫
山
高
｣
は
､
五
言
八
句
の
斉
言
体
を
一
般
と
し
て
い
る
｡
こ
の
点
を
考
え
合
わ
せ
る
と
､
独
自
の
詩
形
を
李
賀
が
採
用
し
た
背
景
に
､

何
ら
か
の
表
現
意
図
を
想
定
し
て
然
る
べ
き
で
あ
る
｡
｢
巫
山
高
｣
以
外
で
も
､
例
え
ば
李
賀
の
楽
府
｢
大
堤
曲
｣

は
､
三
言
･
五
言
･
七

言
か
ら
成
る
長
短
句
で
あ
か
が
､
先
人
の
擬
古
楽
府
は
い
ず
れ
も
五
言
､
或
い
は
七
言
古
詩
の
形
式
を
と
っ
て
お
り
､
こ
れ
も
｢
長
短
錯
雑

し
て
､
リ
ズ
ム
の
変
化
し
た
句
｣
を
用
い
た
李
賀
独
自
の
作
辞
と
い
え
る
｡
高
木
重
俊
氏
は
こ
の
詩
の
特
殊
な
句
式
に
つ
い
て
､
一
篇
を
通

じ
て
展
開
さ
れ
る
自
由
な
換
韻
と
と
も
に
､
こ
れ
は
管
弦
に
合
わ
せ
る
た
め
の
音
律
的
工
夫
で
あ
る
と
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
｡
長
短
句

を
交
え
た
詩
形
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
音
律
的
効
果
は
､
こ
の
よ
う
に
｢
巫
山
高
｣

の
み
な
ら
ず
､
李
賀
の
楽
府
が
も
つ
特
質
を
考
え
る
上
で
､

す
で
に
忽
せ
に
で
き
ぬ
要
素
と
な
っ
て
い
る
｡

李
徳
輝
氏
に
よ
る
と
､
李
賀
の
古
題
楽
府
は
強
い
｢
反
律
化
｣
.
の
傾
向
が
あ
り
､
斉
梁
か
ら
唐
に
至
っ
て
制
作
さ
れ
た
近
体
の
楽
府
が
､

少
な
か
ら
ず
李
賀
の
手
に
よ
っ
て
古
体
､
或
い
は
雑
言
に
改
め
ら
れ
た
と
い
う
｡
李
氏
は
､
五
言
八
句
を
標
準
詩
形
と
し
て
い
た
楽
府
｢
上

之
回
｣
を
､
李
賀
が
三
字
句
中
心
の
雑
言
体
で
制
作
し
た
例
な
ど
を
挙
げ
る
が
､
｢
巫
山
高
｣
も
ま
た
類
似
し
た
ケ
ー
ス
と
し
て
論
文
中
で

引
か
れ
て
お
り
､
雑
言
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
､
五
言
古
詩
の
平
板
さ
を
解
消
し
､
諷
逸
感
と
韻
律
に
富
ん
だ
動
感
が
得
ら
れ
た
と
述
べ

て
い
る
(
｢
那
多
攣
的
句
式
社
除
了
五
古
的
呆
板
,
増
加
了
一
種
諷
逸
和
富
於
韻
律
的
動
感
｣
)
｡

以
上
､
本
論
に
関
連
す
る
先
行
研
究
を
整
理
し
た
結
果
､
李
賀
の
｢
巫
山
高
｣
に
お
け
る
詩
形
上
の
特
殊
性
と
､
そ
れ
に
関
連
し
た
音
律

的
工
夫
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
｡
し
か
し
李
賀
の
｢
巫
山
高
｣
を
､
先
人
の
手
に
な
る
同
題
の
楽
府
詩
群
と
比
較
し
た
際
に
浮
か
び
上
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が
っ
て
く
る
の
は
､
･
詩
形
上
の
相
違
の
み
で
は
な
い
｡
以
下
､
｢
巫
山
高
｣

の
内
容
面
に
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
､
こ
の
点
を
論
じ
て

い
く
こ
と
に
し
た
い
｡

｢
巫
山
高
｣

の
古
辞
は
､
萄
地
に
在
る
旅
人
の
旅
愁
を
主
題
と
す
る
｡
そ
れ
に
対
し
後
世
の
擬
古
楽
府
は
､
『
楽
府
詩
集
』
(
巻
十
六
)

の引

く
唐
･
呉
兢
『
楽
府
古
題
要
解
』
に
｢
賛
の
王
融
『
想
像
巫
山
高
』
､
梁
の
詔
雲
『
巫
山
高
不
極
』
の
若
き
は
､
雑
う
る
に
陽
壷
紳
女
の
事

を
以
て
し
､
復
た
遠
望
思
蹄
の
意
無
き
な
り
(
若
賛
王
融
想
像
巫
山
高
､
梁
泡
雲
巫
山
高
不
極
､
雑
以
陽
墓
紳
女
之
事
､
無
復
遠
望
恩
師
之

意
也
)
｣
と
見
え
る
よ
う
に
､
客
愁
に
代
わ
り
､
詩
の
構
成
要
素
と
し
て
神
女
伝
説
が
織
り
こ
ま
れ
て
い
る
｡
｢
陽
童
押
女
之
事
｣
と
は
､
言

(豊

う
ま
で
も
な
く
｢
高
唐
賦
｣
序
(
『
文
選
』
巻
十
九
)

に
記
さ
れ
た
､
楚
王
と
神
女
の
夢
中
避
遍
讃
の
こ
と
｡
李
賀
の
詠
ん
だ
｢
巫
山
高
｣
も

例
外
で
は
な
い
が
､
そ
こ
に
措
か
れ
る
神
女
伝
説
の
様
相
は
､
必
ず
し
も
理
解
し
や
す
い
も
の
で
は
な
い
｡
伝
説
に
ち
な
ん
だ
措
辞
を
含
む

第
三
･
四
句
｢
大
江
翻
潤
紳
曳
煙
､
楚
魂
尋
夢
風
願
然
｣

の
解
釈
に
は
､
注
釈
家
の
間
で
意
見
の
相
違
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
例
え
ば
明

の
曽
益
は
『
李
賀
詩
解
』
巻
四
(
『
李
賀
詩
注
』
所
収
､
世
界
書
局
､
一
九
七
八
年
)

で
次
の
よ
う
に
注
す
る
｡

紳
曳
個
､
迷
濠
｡
楚
魂
尋
夢
､
裏
王
紳
女
交
合
｡
風
願
然
､
過
疾
也
｡

す
な
わ
ち
｢
紳
曳
煙
｣
を
､
煙
霧
が
立
ち
龍
る
き
ま
(
迷
濠
)

の
比
喩
表
現
､
｢
楚
魂
尋
夢
｣
を
､
楚
王
と
神
女
の
夢
中
の
逢
瀬
と
解
釈
し

て
い
る
｡
そ
し
て
こ
の
｢
交
合
｣

は
､
風
の
吹
き
過
ぎ
る
ご
と
く
､
忽
ち
過
去
の
出
来
事
に
変
わ
り
果
て
て
し
ま
っ
た
も
の
､
言
う
な
れ
ば

｢
高
唐
賦
｣
序
に
記
さ
れ
て
い
る
伝
説
的
時
間
の
中
に
行
わ
れ
た

｢
交
合
｣

で
あ
る
､
と
曽
益
は
李
賀
の
詩
句
を
理
解
し
て
い
る
よ
う
だ
｡

(
u
)

清
の
王
埼
は
､
曽
益
の
説
を
踏
襲
し
た
上
で
､
更
に
砕
い
て
前
後
関
係
を
説
明
す
る
｡

煙
､
雲
也
｡
曳
煙
即
行
雲
之
意
｡
昔
日
楚
王
之
魂
尋
夢
干
此
､
而
空
山
之
中
砂
無
踪
跡
｡
蓋
堵
姫
之
去
己
久
､
今
之
所
見
､
惟
有
竹
木

蒙
寵
､
猿
折
衷
噂
而
己
｡
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や
は
り
｢
曳
煙
｣
を
行
雲
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
､
｢
楚
魂
尋
夢
｣
も
｢
昔
日
｣

-遥か昔､この地で楚王が神女を夢に見たことを

指
す
と
す
る
｡
も
は
や
巫
山
に
神
女
伝
説
の
名
残
は
見
ら
れ
ず
､
竹
木
と
猿
声
が
時
の
流
れ
に
超
然
と
し
て
存
在
す
る
の
み
｡
曽
益
も
王
埼

も
､
伝
説
の
舞
台
と
し
て
の
過
去
と
､
詩
の
舞
台
で
あ
る
現
在
を
は
っ
き
り
と
区
別
し
､
神
女
の
不
在
を
強
調
し
て
い
る
｡
そ
れ
に
対
し
､

近
人
の
葉
葱
奇
氏
は
｢
楚
魂
尋
夢
｣
を
､
か
つ
て
夢
に
出
会
っ
た
神
女
を
､
涼
風
の
中
､
楚
王
の
霊
魂
が
現
に
尋
ね
て
き
た
と
解
す
る
新
し

(望

い
説
を
提
出
し
て
い
る
｡

中
四
句
説
､
楚
案
王
的
塞
魂
在
涼
風
楓
楓
真
東
尋
夢
中
的
紳
女
､
但
是
満
山
苔
蘇
､
竹
樹
叢
中
､
只
聞
猿
噂
､
紳
女
踪
跡
砂
不
可
見
､

困
焉
地
離
此
而
去
､
馬
時
己
久
了
｡

ま
た
｢
紳
曳
煙
｣
を
｢
彷
彿
時
有
行
雲
女
神
往
来
其
間
｣
と
理
解
し
､
俳
掴
す
る
神
女
の
イ
メ
ー
ジ
を
強
く
認
め
て
い
る
の
だ
が
､
｢
彷
彿
｣

二
字
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
は
､
菓
氏
の
解
釈
も
神
女
の
不
在
を
前
提
と
し
て
い
る
が
ゆ
え
の
措
置
で
あ
ろ
う
｡

と
こ
ろ
で
､
棄
民
と
時
代
が
前
後
し
て
し
ま
う
の
だ
が
､
陳
本
礼
『
唐
李
賀
協
律
鈎
元
』
の
引
く
清
･
董
伯
音
の
注
に
｢
江
翻
瀾
､
疑
馬

紳
女
曳
裾
也
｡
風
願
然
､
疑
残
寒
王
尋
夢
也
｣
と
車
う
興
味
深
い
指
摘
が
見
え
る
｡
吹
く
涼
風
(
『
説
文
解
字
』
に
｢
願
､
涼
風
也
｣
)
に
さ

ま
よ
う
｢
楚
魂
｣
を
連
想
す
る
ば
か
り
で
な
く
､
江
に
翻
る
波
に
神
女
の
姿
を
感
じ
取
る
董
伯
音
の
説
は
､
中
国
で
は
殆
ど
黙
殺
さ
れ
て
い

る
が
､
却
っ
て
日
本
の
研
究
者
は
少
な
か
ら
ず
影
響
を
及
ぼ
し
た
よ
う
だ
｡
鈴
木
虎
雄
氏
は
､
第
三
･
四
句
を
｢
大
江
(
揚
子
江
)
は
瀾
を

ひ
る
が
え
し
て
神
女
が
煙
を
曳
い
て
ゆ
く
｡
楚
王
の
魂
は
昔
日
の
夢
(
神
女
と
会
せ
し
時
の
)
を
た
ど
る
如
く
､
風
が
し
な
や
か
に
吹
く
｣

と
訳
さ
れ
て
お
り
､
董
説
を
参
照
さ
れ
た
と
覚
し
い
｡
ま
た
荒
井
健
氏
も
､
第
四
句
を
｢
楚
の
国
王
の
魂
が
昔
の
夢
を
尋
ね
て
来
た
の
か
､

夜
風
は
さ
や
さ
や
と
吹
く
が
｣
と
解
し
､
や
は
り
｢
願
然
｣
と
吹
く
風
に
､
さ
ま
よ
う
｢
楚
魂
｣
へ
の
連
想
を
働
か
せ
て
い
る
｡
斎
藤
桐
･

原
田
憲
雄
両
氏
の
訳
も
こ
れ
を
襲
う
｡
一
方
｢
紳
曳
煙
｣
に
関
し
て
は
､
日
本
の
訳
注
い
ず
れ
も
が
､
単
な
る
雲
の
比
喩
で
は
な
く
､
煙
を

た
な
び
か
せ
て
(
或
い
は
雲
と
な
っ
て
)
浮
遊
す
る
神
女
の
姿
を
認
め
た
翻
訳
を
し
て
い
る
｡
｢
堵
姫
一
去
一
千
年
｣
と
い
う
句
､
ま
た
山

上
で
月
に
照
ら
さ
れ
る
古
い
両
の
存
在
等
か
ら
み
る
と
､
李
賀
の
描
い
た
巫
山
に
流
れ
る
時
間
は
､
か
つ
て
高
唐
観
で
懐
王
の
夢
に
神
女
が
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現
れ
て
よ
り
､
遥
か
に
時
代
を
隔
て
た
後
世
の
そ
れ
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
｡
そ
の
点
､
曽
益
と
王
碕
が
｢
紳
曳
煙
｣
三

字
を
煙
霧
､
或
い
は
行
雲
を
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
と
み
な
し
､
｢
楚
魂
尋
夢
｣
を
｢
昔
日
｣
の
事
件
と
解
し
た
の
は
極
め
て
常
識
的
な
判
断
と

も
い
え
よ
う
｡
し
か
し
詩
の
一
部
分
を
､
時
間
的
な
不
整
合
を
理
由
に
､
都
合
よ
く
過
去
に
帰
属
さ
せ
た
り
､
比
喩
表
現
と
し
て
処
理
し
て

し
ま
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡
第
一
､
詩
の
言
語
は
､
果
た
し
て
そ
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
｡
王
埼
ら
と
較
べ
る
と
､
現
代

の
注
釈
家
は
比
較
的
柔
軟
な
姿
勢
で
翻
訳
を
試
み
､
神
女
や
楚
王
の
存
在
を
過
去
に
限
定
し
て
い
な
い
｡
李
賀
は
こ
の
詩
で
神
女
や
楚
王
を

如
何
な
る
形
象
を
も
っ
て
描
出
し
て
い
る
の
か
､
そ
れ
を
作
品
の
全
体
像
の
中
で
捉
え
る
た
め
に
､
ま
ず
始
め
に
､
歴
代
の
同
題
楽
府
詩
と

比
較
し
て
み
よ
う
｡

Ⅲ

六
朝
人
の
詠
ん
だ
｢
巫
山
高
｣
は
､
現
存
す
る
も
の
全
部
で
十
首
｡
う
ち
三
首
は
､
斉
の
謝
眺
(
四
六
四
-
四
九
九
)
ら
五
名
の
詩
人
に

よ
る
競
作
唱
和
の
場
で
､
王
融
(
四
六
七
?
-
四
九
三
)
･
劉
絵
(
四
五
八
-
五
〇
二
)
･
泊
雲
(
四
五
一
-
五
〇
三
)
が
そ
れ
ぞ
れ
制
作
し
た
も

の
で
あ
り
､
『
謝
宣
城
集
』
(
巻
二
)
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
う
ち
の
一
つ
､
渇
雲
の
｢
巫
山
高
｣

(
『
楽
府
詩
集
』
巻
十
七
､
以
下
に
引

(
け
)

用
す
る
｢
巫
山
高
｣

は
皆
こ
れ
に
拠
る
)

を
ま
ず
見
て
み
よ
う
｡

巫
山
高
不
極

白
日
隙
光
輝

裔
義
朝
雲
去

浜
漠
暮
雨
蹄

巌
懸
獣
無
跡

林
暗
鳥
疑
飛

巫山

高
き
こ
と
極
ま
ら
ず

白日

光
輝
を
隠
す

寓
寓
と
し
て

朝
雲
は
去
り

浜
浜
と
し
て

暮
雨
は
帰
る

巌
は
懸
か
り
て

獣
は
跡
無
く

林
は
暗
く
し
て

鳥
は
飛
ぶ
を
疑
う
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枕
席
亮
誰
薦

枕席

責
に
誰
か
薦
め
ん

相
望
空
依
依

相
望
み
て

空
し
く
依
依
た
り

｢
雑
う
る
に
陽
董
紳
女
の
事
を
以
て
す
｣

る
例
と
し
て
､
呉
兢
は
こ
の
詩
を
挙
げ
て
い
た
が
､
果
た
し
て
三
･
四
句
は

｢
高
唐
賦
｣

序
で
､

懐
王
の
夢
に
現
れ
た
神
女
が
去
り
ぎ
わ
に
述
べ
る
台
詞

｢
妾
は
巫
山
の
陽
､
高
丘
の
阻
に
在
り
｡
旦
に
は
朝
雲
と
為
り
､
暮
に
は
行
雨
と
焉

る

(
妾
在
巫
山
之
陽
､
高
丘
之
阻
｡
旦
為
朝
雲
､
暮
烏
行
雨
)
｣

を
端
的
に
踏
ま
え
て
い
る
｡
さ
れ
ば
詩
の
末
尾
｢
相
望
｣

の
対
象
は
､
雲

や
雨
に
姿
を
変
え
た
神
女
と
考
え
て
も
差
し
支
え
な
か
ろ
う
｡
ま
た
本
論
層
Ⅵ
章
で
詳
し
く
述
べ
る
が
､
楽
府
作
品
に
お
い
て
は
作
者
自
身

の
一
人
称
的
感
慨
が
述
べ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
､
結
句
は
神
女
と
の
再
度
の
遼
遠
を
期
待
す
る
楚
王
を
措
い
た
も
の
と
考
え
る
の
が
妥

(空

当
で
あ
る
｡
だ
が
そ
の
期
待
の
結
果
は

｢
空
依
依
(
空
し
く
思
い
焦
が
れ
る
ば
か
り
)
｣
､
願
い
は
叶
え
ら
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
て
一
篇
は
締

め
く
く
ら
れ
る
｡
苑
雲
の
作
と
同
じ
く
､
謝
眺
ら
に
よ
る
魂
作
の
場
で
詠
ま
れ
た
王
融
の

｢
巫
山
高
｣

も
似
た
趣
向
を
持
ち
､
｢
煙
雲
､
乍

(19)

ち
野
巻
す

(
煙
雲
乍
野
巻
)
｣
､
広
が
っ
て
は
､
に
わ
か
に
収
縮
す
る
雲
の
超
自
然
的
な
動
き
に
対
し
､
や
は
り
匿
名
性
の
高
い
作
中
人
物
は
､

｢
彼
の
美
､
期
す
べ
き
が
如
し

(
彼
美
如
可
期
)
｣

と
神
女
出
現
を
予
感
し
､
期
待
に
胸
を
膨
ら
ま
せ
る
｡
し
か
し
結
果
は
､

憮
然
坐
相
望

傑
然
と
し
て

坐
ろ
に
相
望
む

秋
風
下
庭
線

秋風

庭
緑
に
下
る
を

失
意
に
打
た
れ
て
虚
し
く
秋
景
を
眺
め
や
る
ば
か
り
､
神
女
は
や
は
り
現
れ
な
い
｡

苑
雲
と
王
融
の

｢
巫
山
高
｣

に
お
け
る
神
女
は
､
以
上
見
た
よ
う
に
､
思
慕
の
対
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
､
且
つ
雲
や
雨
が
そ
の
存
在
を
示

す
符
牒
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
｡
神
女
の
化
身
と
し
て
の
､
こ
う
し
た
雲
や
雨
は
､
六
朝
唐
代
を
通
じ
て
の

｢
巫
山
高
｣

に
ほ
ぼ
欠
か
さ

ず
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
｡

雲
来
足
薦
枕

雲
来
り
て

枕
を
薦
む
る
に
足
る
も

雨
過
非
感
琴

雨
過
ぎ
て

琴
に
感
ず
る
に
非
ず
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罪
霹
暮
雨
合

霜
霜
朝
雲
生

(
陳
･
後
主
｢
巫
山
高
｣
)

雰
罪
と
し
て
暮
雨
は
合
い

藷
藷
と
し
て
朝
雲
は
生
ず

(
唐
･
鄭
世
翼
｢
巫
山
高
｣
)

こ
の
よ
う
に
雲
と
雨
が
対
語
を
な
す
例
が
多
い
が
､

結
果
と
し
て
､
そ
れ
は
神
女
の
換
喩

(
メ
ト
ニ
ミ
ー
)

と
し
て
の
安
定
性
を
も
た
ら
し

て
い
る
｡
雲
の
到
来
に
神
女
出
現
の
期
待
を
膨
ら
ま
せ
る
も
､
司
馬
相
知
の
琴
の
弾
奏
に
卓
文
君
が
心
惹
か
れ
た
よ
う
に
は
上
手
く
い
か
ず
､

雨
と
な
っ
て
行
き
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
､
と
う
た
う
陳
･
後
主
の

｢
巫
山
高
｣
､
こ
れ
も
苑
雲
､
王
融
の
作
と
同
じ
系
譜
に
連
な
る
が
､
斉
･

虞
義
の

｢
巫
山
高
｣
末
二
句
に
は
､
そ
う
し
た
詩
人
た
ち
の
発
想
の
根
幹
が
顕
れ
て
い
て
興
味
深
い
｡

高
庸
一
断
絶

高
庸
一
た
び
断
絶
す

光
陰
不
可
遅

光陰

遅
つ
べ
か
ら
ず

高
唐
観
で
の
夢
物
語
は
す
で
に
過
去
の
も
の
､
歳
月
は
待
っ
て
は
く
れ
な
い

-

詰
ま
る
と
こ
ろ
､
神
女
と
楚
王
が
夢
裡
に
契
り
を
交
し
た

の
は
昔
年
の
伝
説
的
事
件
で
あ
り
､
だ
か
ら
こ
そ
神
女
の
再
来
を
望
ん
だ
と
て
､
そ
れ
が
叶
え
ら
れ
る
は
ず
も
な
い
｡
ノ
詩
人
た
ち
は
そ
う
割

り
切
っ
て
､
雲
や
雨
に
伝
説
の
余
韻
を
残
す
巫
山
の
姿
を

｢
巫
山
高
｣

に
詠
ん
で
い
た
の
で
あ
る
｡

Ⅳ

こ
う
し
た
事
情
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
､
李
賀
の
詩
句
､

大
江
翻
潤
紳
曳
煙

大江

瀾
を
翻
し

神

煙
を
曳
く

楚
魂
尋
夢
風
願
然

楚魂

夢
を
尋
ね
て

風

厳
然
た
り

に
も
う
一
度
､
目
を
向
け
て
み
る
と
､
曽
益
や
王
埼
が
｢
楚
魂
尋
夢
｣
を
､
こ
の
地
で
か
つ
て
行
わ
れ
た
神
女
と
楚
王
の

｢
交
合
｣
と
解
し
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た
の
は
､
前
章
に
述
べ
た
よ
う
な
､
歴
代

｢
巫
山
高
｣

の
世
界
観
に
留
意
し
た
結
果
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
､

楚
王
の
夢
に
神
女
が
姿
を
現
し
た
の
は
､
高
唐
観
で
の
一
夜
限
り
で
あ
り
､
今
と
な
っ
て
は
何
人
も
そ
の
再
現
を
望
む
す
べ
が
な
い
｡
楚
王

も
例
外
と
は
な
り
得
ず
､
｢
夢
を
尋
ね
る
｣

の
も
一
度
限
り
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
の
が
､
曽
益
ら
の
立
場
な
の
で
あ
る
｡

｢
願
｣
字
の
訓
話
に
関
し
て
は
､
前
述
し
た
｢
涼
風
｣

の
ほ
か
に
､
｢
疾
風
｣

の
義
も
確
か
に
存
在
す
る
｡
後
漢
の
馬
融
｢
贋
成
頒
｣

(『後

漢
書
』
巻
六
十
上
｢
馬
融
伝
｣
引
)

に
､
帆
を
張
っ
た
舟
の
航
行
の
さ
ま
を
｢
願
風
に
靡
き
､
迅
流
を
陵
ぐ
｣
と
の
べ
､
李
賢
が
｢
願
,
疾
風

な
り
｣
と
注
す
る
の
が
そ
の
例
で
あ
る
｡
だ
が
､
吹
き
す
さ
ぶ
実
際
の
風
を
想
定
す
る
の
な
ら
ま
だ
し
も
､
｢
風
厳
然
｣
三
字
を
も
っ
て
､

｢
楚
魂
尋
夢
｣
と
い
う
事
象
が
､
風
の
サ
ッ
と
吹
き
す
ぎ
る
よ
う
に
､
過
去
の
も
の
と
な
る
ぜ
ま
を
形
容
す
る
､
と
み
な
す
の
は
､
如
何
に

詩
の
言
語
と
は
い
え
､
不
自
然
の
感
は
否
め
な
い
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
曽
益
ら
が
こ
の
些
か
無
理
の
あ
る
解
釈
を
採
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
の
は
､
前
述
し
た
如
く
､
神
女
と
楚
王
の
不
在
を
前
提
と
し
た

｢
巫
山
高
｣

の
世
界
観
に
配
慮
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
｡

次
に
個
々
の
詩
句
の
分
析
を
通
し
､
さ
ら
に
歴
代
｢
巫
山
高
｣
と
の
比
較
を
続
け
よ
う
｡
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
｢
楚
魂
｣
と
い
う
語

で
あ
る
｡
高
唐
神
女
伝
説
に
お
い
て
､
懐
王
は
神
女
を
夢
に
見
る
｡
古
来
中
国
で
は
､
人
が
夢
を
見
て
い
る
と
き
､
魂
は
肉
体
を
離
れ
る
と

考
え
ら
れ
て
お
り
､
遊
離
し
た
魂
を
｢
夢
魂
｣
と
呼
ん
だ
｡
｢
高
唐
賦
｣
に
お
い
て
､
楚
王
は
神
女
が
思
慕
を
寄
せ
て
訪
れ
る
相
手
で
あ
り
､

従
来
の
｢
巫
山
高
｣
に
も
､
雨
と
化
し
た
神
女
が
｢
刑
王
を
逐
う
｣
と
い
う
よ
う
な
詩
句
が
散
見
す
る
｡
一
方
前
述
し
た
苑
雲
｢
巫
山
高
｣

の
よ
う
に
､
去
っ
て
い
っ
た

｢
朝
雲
｣
を
｢
依
依
と
し
て
空
し
く
相
望
む
｣
と
い
う
詩
句
も
あ
り
､
こ
れ
は
神
女
を
求
め
て
嘆
く
楚
王
の
描

写
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
｡
神
女
伝
説
に
変
化
が
生
じ
た
の
か
､
あ
る
い
は
楚
王
が
神
女
を
求
め
る
と
い
う
話
型
も
古
く
か
ら
あ
っ
た
の
か
､

今
は
考
察
す
る
余
裕
が
な
い
が
､
い
ず
れ
に
せ
よ
楚
王
が
神
女
を
思
慕
す
る
と
い
う
詩
句
は
歴
代
｢
巫
山
高
｣

の
中
に
も
少
な
く
な
い
｡
中

庸
の
詩
人
孟
郊
(
七
五
一
-
八
一
四
)

の
｢
巫
山
高
｣

に
は
｢
目
極
魂
断
望
不
見
(
目
を
極
む
れ
ば
魂
断
た
れ

望
め
ど
も
見
え
ず
)
｣
と
い

う
句
が
見
ら
れ
(
Ⅵ
で
詳
述
)
､
｢
魂
｣
と
い
う
語
を
用
い
て
楚
王
の
悲
し
み
を
描
い
て
い
る
｡

楚
王
を
魂
と
い
う
形
象
で
捉
え
る
こ
と
の
素
地
は
､
夢
に
神
女
と
遼
遠
し
た
と
い
う
伝
説
の
中
に
潜
ん
で
い
た
｡
し
か
し
｢
楚
魂
｣
と
い
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う
語
は
歴
代
｢
巫
山
高
｣

に
限
ら
ず
､
李
賀
以
前
の
詩
に
は
用
例
を
見
い
だ
し
難
い
｡
ま
た
明
ら
か
に
李
賀
の
作
を
参
考
に
し
た
と
思
し
い
､

晩
唐
･
李
威
用
の

｢
巫
山
高
｣

(
『
楽
府
詩
集
』
未
収
､
今
『
全
唐
詩
』
巻
六
百
四
十
四
に
拠
る
)

中
の
一
句
｢
楚
王
魂
夢
春
風
裏
｣
､
或
い

は
同
じ
く
晩
唐
の
詩
僧
斉
己
の

｢
巫
山
高
｣

に
見
え
る

｢
楚
王
惟
惇
魂
欲
錆
｣

の
如
く
､
｢
楚
王
｣

と
い
う
語
を
用
い
て
魂
の
主
を
明
示
す

る
こ
と
な
く
､
李
賀
が

｢
楚
魂
｣

と
い
う
圧
縮
さ
れ
た
表
現
を
用
い
た
理
由
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
確
か
に
､
楽
府

｢
巫
山
高
｣

が
高
唐
神
女
伝
説
を
踏
ま
え
る
以
上
､
｢
楚
魂
｣

は
楚
王
の
霊
魂
を
指
す
と
考
え
る
こ
と
が
自
然
で
あ
る
｡
だ
が

｢
楚
の
魂
｣
と

い
う
､
些
か
抽
象
性
を
帯
び
た
語
は
､
そ
れ
自
体
が
『
楚
辞
』

の

｢
招
魂
｣
篇
へ
と
読
者
の
連
想
を
誘
う
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

忠
に
し
て
放
逐
さ
れ
た
屈
原
の
魂
を
呼
び
戻
す
た
め
に
､
宋
玉
が
作
っ
た
と
さ
れ
る

(
王
逸
序
に
よ
る
)

｢
招
魂
｣

は
､
南
方
を
漂
泊
せ

る
我
が
身
を
､
或
い
は
左
遷
さ
れ
て
楚
地
へ
と
赴
く
自
身
の
境
涯
を
嘆
く
た
め
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
､
李
賀
以
前
よ
り
既
に
詩
に
は
取
り
入

れ
ら
れ
て
い
た
｡
例
え
ば
､
杜
甫
(
七
一
二
-
七
七
〇
)

が
憂
州
(
四
川
省
奉
節
県
)

で
詠
ん
だ
七
律
｢
返
照
｣

(
『
杜
詩
詳
注
』
巻
十
五
)

の尾

聯､

不
可
久
留
財
虎
乱

久
し
く
財
虎
の
乱
に
留
ま
る
可
か
ら
ず

南
方
賓
有
未
招
魂

南方

実
に
未
だ
招
か
れ
ざ
る
魂
有
り

な
ど
は
､
超
次
公
の
注
に

｢
南
方
章
有
夫
招
魂
､
則
公
自
言
也
｣

と
あ
る
如
く
､
荊
楚
に
さ
す
ら
う
詩
人
が
､
｢
招
魂
｣

を
踏
ま
え
た
上
で

自
身
を
屈
原
に
擬
し
た
も
の
で
あ
る
｡
｡
晩
唐
詩
人
､
呉
融

(
?
-
九
〇
三
)

の

｢
商
運
途
中
作
七
首
｣

の
其
四

｢
渓
翁
｣

に
至
っ
て
は
､
他

で
も
な
く

｢
楚
魂
｣

の
語
に
よ
っ
て
､
屈
原
の
魂
を
表
し
て
い
る
｡

應
嗟
猫
上
搭
陽
客

応
に
嵯
く
べ
し

独
り
搭
陽
に
上
る
の
客

排
比
椴
梁
莫
楚
魂

椒
梁
を
排
比
し
て

楚
魂
を
莫
す
を

(望

｢
落
陽
｣
､
｢
椒
梁
｣

は
と
も
に
『
楚
辞
』

の

｢
九
歌
｣

に
出
典
を
も
つ
語
で
あ
り
､
詩
人
が
屈
原
の
魂
を
弔
う
こ
と
に
よ
っ
て
､
南
方
に
講

さ
れ
た
我
が
身
を
慰
め
て
い
る
こ
と
ば
疑
い
が
無
い
｡
李
賀
の

｢
巫
山
高
｣

で
用
い
ら
れ
る

｢
楚
魂
｣

は
､
本
来
一
つ
に
な
り
よ
う
の
な
い
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二
人
の
人
物
･
楚
王
と
屈
原
を
､
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

次
に
注
目
す
べ
き
は
､
｢
楚
魂
尋
夢
｣

と

｢
風
願
然
｣

と
の
つ
な
が
り
が
密
接
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
合
わ
せ
て
一
つ
の
句

を
作
っ
て
は
い
る
も
の
の
､
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
は
明
確
で
は
な
い
｡
｢
風
願
然
｣

を
も
っ
て
､
｢
楚
魂
尋
夢
｣

と
い
う
事
象
の

｢過

ぐ
る
こ
と
疾
き
な
り
｣

と
し
た
曽
益
の
解
釈
も
こ
の
曖
昧
さ
ゆ
え
に
可
能
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
唆
昧
さ
を
排
し
一
つ
の
正

解
を
求
め
る
こ
と
は
､
正
し
い
詩
の
読
み
方
と
は
限
ら
な
い
｡
前
述
し
た
よ
う
に
､
葉
葱
奇
氏
の
解
釈
は
楚
王
の
霊
魂
が
現
在
も
神
女
を
求

め
て
い
る
と
し
､
曽
益
ら
の
注
釈
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
｡
し
か
し
霊
魂
と
風
と
の
関
係
は
､
｢
楚
嚢
王
的
霊
魂
在
涼
風
楓
楓
裏
来
尋
夢

中
的
紳
女
｣

と
述
べ
て
お
り
､
両
者
が
分
離
し
て
い
る
怨
み
が
あ
る
｡
｢
楚
王
の
魂
は
昔
日
の
夢
を
た
ど
る
如
く
､
風
が
し
な
や
か
に
吹
く
｣

と
い
う
鈴
木
虎
雄
氏
の
訳
､
｢
楚
の
国
王
の
魂
が
昔
の
夢
を
尋
ね
て
来
た
の
か
､
夜
風
は
さ
や
さ
や
と
吹
く
｣

と
い
う
荒
井
健
氏
の
訳
が
こ

こ
に
は
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
｡
さ
ま
よ
う
魂
と
､
さ
や
さ
や
と
方
向
も
定
ま
ら
ず
吹
く
風
は
､
相
互
に
浸
透
し
､
そ
の
属
性
を
互
い
に
交
換
す

る
｡
｢
楚
魂
｣

に
は
､
孤
立
無
援
に
し
て
国
を
逐
わ
れ
､
魂
を
離
散
さ
せ
た
屈
原
の
像
が
影
を
落
と
し
､
｢
壌
姫
一
た
び
去
っ
て
一
千
年
｣

の

今
に
至
る
も
､
な
お
霊
魂
と
な
っ
て
神
女
を
尋
ね
､
彷
径
を
続
け
る
楚
王
に
一
種
凄
惨
な
色
を
加
え
る
｡
そ
し
て
こ
の
色
は
同
時
に
風
の
帯

び
る
も
の
と
も
な
る
の
で
あ
る
｡

次
に
詩
の
中
の
順
序
は
逆
に
な
る
が
､
｢
大
江
翻
潤
紳
曳
煙
｣

の
句
を
検
討
し
よ
う
｡
従
来
の

｢
巫
山
高
｣

に
お
け
る
煙
や
雲
は
､
と
り

も
な
お
さ
ず
､
形
を
変
え
た
神
女
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
｡
Ⅲ
章
に
挙
げ
た
例
か
ら
も
了
解
さ
れ
る
よ
う
に
､
｢
雲
(
煙
)
｣

が
必
ず
主
語
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
も
､
そ
の
結
果
生
じ
た
現
象
と
い
え
る
｡
と
こ
ろ
が
李
賀
は
､
神
女
を

｢
紳
｣
一
字
に
よ
っ
て
表
し
､
｢
煙
｣

を

目
的
語
の
位
置
に
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
｢
煙
(
雲
)
=
神
女
｣

の
図
式
に
あ
え
て
動
揺
を
与
え
て
い
る
｡
ま
た
歴
代
の

｢
巫
山
高
｣

で

(翌

措
か
れ
て
き
た
雲
雨
が
､
神
女
の
代
用
語
に
過
ぎ
ず
､
実
際
の
雲
の
動
き
を
想
起
さ
せ
る
句
が
殆
ど
無
か
っ
た
の
に
対
し
､
李
賀
の
煙
は
､

｢
碧
叢
叢
｣

から

｢
大
江
翻
瀾
｣

ま
で
の
句
に
よ
っ
て
､
山
や
川
と
共
に
あ
り
､
刻
々
と
姿
を
変
じ
る
も
の
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
｡
女

神
の
符
牒
で
あ
っ
た
雲
雨
を
､
李
賀
は
も
う
一
度
自
然
の
中
に
戻
し
､
雲
雨
そ
の
も
の
の
有
様
を
措
こ
う
と
す
る
｡
し
か
し
注
意
す
べ
き
は
､
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李
賀
の
措
く
山
河
が
､

｢
巫
山
高
｣

諸
篇
が
､

樹
雑
山
如
蓋

林
暗
澗
疑
空

懸
崖
下
桂
月

深
澗
響
松
風

従
来
｢
巫
山
高
｣

に
措
か
れ
て
き
た
も
の
と
は
大
き
く
様
相
を
異
に
す
る
こ
と
で
あ
る
｡

一
般
に
叙
景
の
対
象
と
し
て
選
び
取
る
も
の
､
概
ね
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
自
然
で
あ
る
｡

樹
は
雑
り
て

山
は
画
く
が
如
く

林
は
暗
く
し
て

澗
は
空
し
き
か
と
疑
う

(
梁
･
元
帝
｢
巫
山
高
｣
)

懸
崖
に

桂月

下り

深
澗
に

松風

響く

(
陳
･
斎
詮
｢
巫
山
高
｣
)

前
に
挙
げ
た
氾
雲
の
作
の
頸
聯
｢
巌
懸
獣
無
跡
､
林
暗
鳥
疑
飛
｣

も
然
り
で
あ
る
が
､
い
ず
れ
も
強
調
さ
れ
る
の
は
､
が
ら
ん
と
し
た
渓

谷
の
は
か
り
知
れ
ぬ
深
さ
や
､
視
野
を
閉
ざ
す
木
々
の
繁
茂
､
断
崖
の
険
し
さ
で
あ
り
､
そ
れ
は

｢
高
唐
賦
｣
本
文
の
叙
景
部
分
､
例
え
ば

｢
府
税
晴
喋
､
彗
蓼
窃
冥
､
不
見
其
底
､
虚
聞
松
撃
(
僻
し
て
観
れ
ば
晴
喋
と
し
て
､
彗
蓼
窃
冥
た
り
､
其
の
底
を
見
ず
､
虚
し
く
松
撃
を

聞
く
)
｣

な
ど
を
発
想
の
背
景
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
ま
た

｢
巫
山
高
｣

の
古
辞
が
､
萄
地
に
在
る
旅
人
の
旅
愁
を
主
題
と
す
る
こ
と
か

(曇

ら
､
描
写
さ
れ
た
景
物
の
質
は
､
む
し
ろ
楽
府

｢
萄
道
難
｣

の
そ
れ
に
近
い
｡
初
唐
･
沈
任
期
の

｢
巫
山
高
｣

に

｢
古
桂
天
外
俺
､
海
水
日

通
乗
(
古
桂

天
外
に
借
り
､
藩
水

日
蓮
よ
り
来
る
)
｣
と
あ
る
の
は
､
盛
唐
詩
的
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
乗
せ
て
巫
山
の
水
系
を
う
た
っ

た
も
の
だ
が
､
こ
れ
な
ど
も
詩
人
が
焦
点
を
当
て
て
い
る
の
は
､
天
を
も
凌
駕
せ
ん
と
す
る
峻
厳
な
山
の
高
み
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
一
連
の

描
写
か
ら
は
､
巫
山
の
持
つ
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
の
厳
し
さ
･
険
し
さ
が
､
文
人
た
ち
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
｡

それに対し､李賀の描いた巫山はどのようなものだろうか｡｢碧叢叢､高括天｣Iもくもくと湧き起こる緑の山､

見
上
げ
れ
ば
そ
の
先
端
は
天
に
突
き
刺
さ
る
は
ど
､
と
描
か
れ
る
山
は
確
か
に
超
絶
的
な
高
さ
を
備
え
て
い
る
よ
う
だ
｡
し
か
し
こ
の
二
句

か
ら
は
山
の
険
し
さ
や
谷
の
深
さ
は
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
｡
月
や
松
風
を
配
し
､
風
景
の
一
部
を
効
果
的
に
切
り
取
っ
て
こ
よ
う
と
い
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う
姿
勢
も
な
い
｡
形
の
定
か
で
な
い
色
の
塊
と
､
見
る
者
の
視
線
を
吸
い
込
ん
で
ゆ
く
よ
う
な
､
底
知
れ
な
い
空
の
深
さ
が
感
じ
ら
れ
る
だ

け
で
あ
る
｡

自
然
を
色
の
塊
や
､
超
絶
的
な
高
さ
と
し
て
捉
え
る
描
写
は
､
続
く
｢
大
江
翻
瀾
｣
か
ら
も
､
奪
え
立
つ
山
を
従
え
流
れ
降
る
､
確
か
な

川
の
姿
を
奪
っ
て
し
ま
う
｡
膨
大
な
水
の
広
が
り
と
､
そ
の
す
べ
て
を
覆
っ
て
湧
き
起
こ
る
波
の
激
し
さ
の
み
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ

る
｡
さ
ら
に
｢
大
江
翻
瀾
｣
と
｢
紳
曳
煙
｣
は
､
｢
楚
魂
尋
夢
｣
と
｢
風
願
然
｣
の
場
合
と
同
様
､
曖
昧
に
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
､
却
っ

て
豊
か
な
ふ
く
ら
み
を
持
っ
て
く
る
｡
す
な
わ
ち
､
も
す
そ
の
ご
と
く
煙
を
ひ
く
神
女
が
､
｢
大
江
翻
瀾
｣
と
い
さ
さ
か
唐
突
に
接
続
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
､
湧
き
た
つ
波
涛
の
激
し
き
が
神
女
の
属
性
に
も
加
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
荒
井
健
氏
は
こ
の
句
に
対
し
､
｢
山
下
は
揚

子
江
の
大
波
が
逆
巻
き
､
山
上
に
は
神
女
が
雲
と
な
っ
て
さ
ま
よ
う
｣
と
い
う
訳
を
与
え
て
い
る
が
､
波
と
神
女
を
分
離
す
る
こ
と
は
､
楚

魂
と
風
の
場
合
と
同
じ
く
こ
の
詩
の
最
も
肝
要
な
点
を
見
失
う
こ
と
に
な
る
｡
水
と
い
う
水
に
波
を
ひ
る
が
え
し
､
煙
を
ひ
い
て
進
む
神
女
｡

こ
れ
は
か
つ
て
如
何
な
る
｢
巫
山
高
｣
に
も
描
か
れ
た
こ
と
の
な
い
激
し
い
神
女
の
像
で
あ
る
｡

一
句
の
中
で
二
つ
の
要
素
が
曖
昧
に
配
さ
れ
る
と
い
う
手
法
は
､
第
五
句
に
至
り
大
き
な
効
果
を
発
揮
す
る
｡
大
江
の
波
と
神
女
の
相
互

浸
透
は
､
楚
魂
と
風
に
も
感
染
す
る
｡
そ
の
結
果
､
次
句
に
現
れ
る
｢
暁
風
｣
は
､
読
者
に
楚
魂
を
想
起
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
｡
雨
は
い

ぅ
ま
で
も
な
く
神
女
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
り
､
｢
飛
雨
｣
も
ま
た
神
女
を
想
起
さ
せ
る
｡
し
か
し
風
と
雨
を
一
つ
に
結
び
つ
け
た
こ
の
句

は
､
楚
王
と
神
女
の
避
遍
が
再
び
実
現
し
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
｡
夜
明
け
の
風
は
､
力
強
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
｡
そ
の
風
に
飛
び
散
る
雨

共
々
､
行
く
べ
き
宛
を
見
失
い
､
心
こ
こ
に
な
い
有
様
で
さ
ま
よ
う
風
｡
楚
王
と
神
女
は
､
■
夜
明
け
の
山
で
､
風
と
雨
と
な
っ
て
出
会
い

な
が
ら
､
互
い
に
相
手
の
存
在
に
気
づ
か
ず
､
苔
銭
が
生
じ
る
は
ど
長
い
長
い
時
を
過
ご
し
て
い
る
｡
｢
堵
姫
一
去
一
千
年
｣

-神女が

ひ
と
た
び
楚
王
の
も
と
を
辞
去
し
て
よ
り
､
経
過
し
た
長
大
な
時
間
は
､
終
わ
り
が
全
く
見
え
な
い
｡
｢
大
江
翻
瀾
｣
の
激
し
さ
は
､
雲
に

雨
に
と
姿
を
変
え
る
無
限
と
も
思
え
る
循
環
を
､
こ
こ
巫
山
で
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
神
女
の
怒
り
を
或
い
は
表
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

13

(空ヽ一

〇

-∨
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Ⅴ
続
い
て
李
賀
の
叙
景
態
度
と
い
う
観
点
か
ら
､
後
半
四
句
を
分
析
し
て
み
よ
う
｡
先
に
述
べ
た
よ
う
に
､
冒
頭
数
句
の
自
然
の
描
写
は
､

一
般
に
楽
府
｢
巫
山
高
｣
で
描
か
れ
る
険
阻
な
自
然
と
は
異
な
っ
て
い
た
が
､
そ
れ
は
後
半
で
も
変
わ
ら
な
い
｡
植
物
を
中
心
に
置
い
た
描

写
が
連
ね
ら
れ
､
と
り
わ
け
｢
丁
香
｣
､
｢
節
竹
｣
な
ど
､
植
物
の
固
有
名
詞
を
具
体
的
に
挙
げ
て
い
る
｡
こ
れ
は
数
あ
る
｢
巫
山
高
｣

の中

で
李
賀
の
作
の
み
で
あ
る
こ
と
も
､
注
意
さ
れ
て
よ
い
｡
丁
香
は
フ
ト
モ
モ
科
の
チ
ョ
ウ
ジ
を
指
す
こ
と
も
あ
る
が
､
こ
こ
で
は
王
埼
の

注
す
る
よ
う
に
｢
紫
丁
香
｣
､
す
な
わ
ち
モ
ク
セ
イ
科
の
リ
ラ
(
ラ
イ
ラ
ッ
ク
)
｡
節
竹
は
邦
竹
と
も
呼
ば
れ
､
杖
の
材
料
と
な
る
竹
の
一
種
｡

『
文
選
』
巻
四
､
左
思
｢
萄
都
賦
｣
で
李
善
注
の
引
く
｢
南
裔
志
｣
に
｢
邦
竹
､
菌
桂
､
龍
限
､
嘉
枝
､
皆
冬
生
不
枯
､
鬱
茂
於
山
林
｣
と

あ
る
が
､
李
賀
｢
巫
山
高
｣

の
節
竹
も
疎
ら
に
生
え
て
い
る
の
で
は
な
く
､
緑
の
肌
を
ひ
し
め
か
せ
な
が
ら
群
生
し
て
い
よ
う
｡
節
竹
が
内

部
に
空
洞
を
も
た
な
い
実
竹
で
あ
る
た
め
､
こ
の
竹
林
は
一
層
密
度
を
濃
く
し
て
い
る
が
､
更
に
そ
の
隙
間
を
縫
う
よ
う
に
リ
ラ
の
香
り
が

浸
透
し
て
い
く
｡
そ
こ
に
響
い
て
く
る
の
は
､
｢
老
猿
｣

の
噂
き
声
｡
悲
壮
感
を
催
す
猿
の
声
は
､
楽
府
｢
巫
山
高
｣

に
頻
出
す
る
常
套
的

な
道
具
立
て
で
あ
っ
た
(
例
え
ば
梁
･
王
泰
の
｢
巫
山
高
｣
に
｢
峡
近
猿
馨
悲
｣
)
｡
し
か
し
李
賀
の
捉
え
た
巫
山
の
猿
声
は
､
聴
覚
的
な
情

報
の
み
で
声
の
主
が
｢
老
｣

で
あ
る
と
認
識
さ
れ
得
る
ほ
ど
に
､
特
異
な
色
調
を
帯
び
た
も
の
で
あ
る
｡
成
瀬
哲
生
氏
は
､
｢
李
賀
が
｢
老
｣

字
を
冠
す
る
動
物
は
､
お
お
む
ね
激
し
い
生
命
力
を
隠
し
も
つ
異
類
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
｣
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
､
こ
こ
も
例
外
で
は
な

く
､
視
界
の
利
か
ぬ
森
林
に
､
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
響
き
わ
た
る
鳴
き
声
は
､
不
気
味
な
情
感
を
か
も
す
異
類
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
｡

第
八
句
｢
古
両
近
月
塘
桂
寒
｣

は
､
字
義
通
り
に
は
､
神
女
を
祭
る
嗣
が
巫
山
の
高
み
に
あ
っ
て
月
に
近
く
､
月
中
に
存
在
す
る
と
い
わ

れ
る
塘
(
ガ
マ
)
と
桂
の
寒
々
と
し
た
様
子
が
う
か
が
え
る
と
い
う
こ
と
だ
が
､
興
膳
宏
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
､
実
際
｢
寒
い
｣

の
は
山

(聖

上
の
地
に
は
か
な
ら
ず
､
｢
月
中
と
地
上
の
場
が
意
識
的
に
混
清
さ
れ
て
､
腺
臆
と
し
た
雰
囲
気
を
現
出
｣
さ
せ
て
い
る
｡
結
句
､
雲
間
に

散
る
椒
花
も
､
巫
山
の
高
さ
を
際
立
た
せ
る
効
果
の
み
に
終
っ
て
い
な
い
｡
椴
花
の
散
る
さ
ま
が
､
｢
紅
を
墜
と
す
｣
と
表
現
さ
れ
て
い
る
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の
は
､
湿
性
を
強
調
さ
れ
た
雲
に
包
ま
れ
て
､
花
び
ら
は
輪
郭
を
ば
か
さ
れ
､
色
彩
の
み
が
残
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
雲
の
中
に
溶
け
込
ん

で
ゆ
く
花
び
ら
の
紅
は
､
い
つ
消
え
る
と
も
知
れ
ぬ
､
不
安
定
な
も
の
で
あ
る
が
､
本
来
そ
の
行
き
着
く
先
で
あ
る
地
面
す
ら
も
､
｢
湿
雲
｣

に
包
ま
れ
て
牒
臆
化
し
て
い
る
｡

こ
う
し
て
み
る
と
､
従
来
の
詩
人
達
が
想
像
し
､
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
し
合
っ
て
い
た
巫
山
の
景
物
が
､
李
賀
の

｢
巫
山
高
｣

に
至
っ
て
､

大
き
な
変
貌
を
遂
げ
て
い
る
こ
と
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡
も
は
や
巫
山
は
険
し
く
吃
立
し
た
そ
の
雄
姿
を
喪
失
し
､
輪
郭
の
定
か
で
な
い
色

の
塊
と
化
し
て
い
る
｡
月
中
と
地
上
す
ら
も
混
汚
さ
れ
､
｢
湿
雲
｣

と
そ
れ
に
溶
け
ゆ
く
椴
花
の
紅
に
彩
ら
れ
て
､
巫
山
は
一
層
捉
え
ど
こ

ろ
の
な
い
､
茫
漠
と
し
た
様
相
を
呈
し
て
ゆ
く
｡
李
賀
が
詩
中
に
現
出
さ
せ
た
の
は
､
こ
の
よ
う
に
誰
も
が
熟
知
し
て
い
た
は
ず
の
巫
山
と

は
､
裁
然
と
区
別
さ
る
べ
き
異
質
な
世
界
な
の
で
あ
る
｡

Ⅵ

以
上
､
楽
府
詩
｢
巫
山
高
｣

に
対
す
る
考
察
を
進
め
た
結
果
､
楚
王
と
神
女
の
形
象
､
情
景
描
写
等
､
様
々
な
レ
ヴ
ュ
ル
で
､
李
賀
の
詩

と
他
の
詩
人
の
諸
作
と
の
間
に
存
在
す
る
相
違
点
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
｡
続
い
て
更
に
歩
を
進
め
､
こ
れ
ら
の
相
違
が
､
李
賀
の
如

何
な
る
創
作
態
度
に
基
づ
い
て
現
れ
た
も
の
で
あ
る
か
を
考
え
て
み
た
い
｡

(空

松
浦
友
久
氏
は
論
文
｢
楽
府
･
新
楽
府
･
歌
行
論

-
表
現
機
能
の
異
同
を
中
心
に

ー
｣

の
中
で
､
唐
代
楽
府
詩
の
表
現
機
能
を
以
下

の
三
点
k
要
約
し
て
い
る
｡

一
､
楽
曲
へ
の
連
想

二
､
視
点
の
三
人
称
化
･
場
面
の
客
体
化

三
､
表
現
意
図
の
未
完
結
化

こ
れ
を
李
賀
の
｢
巫
山
高
｣

に
当
て
飲
め
て
み
る
と
､
な
る
ほ
ど
､
漢
の
鼓
吹
鏡
歌
を
古
辞
に
も
つ
段
階
で
､
一
､
楽
曲
へ
の
連
想
､
は
す
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で
に
不
可
避
で
あ
ろ
う
し
､
作
者
自
身
の
一
人
称
的
視
点
は
､
作
品
内
か
ら
確
か
に
捨
象
さ
れ
､
二
､
場
面
の
客
体
化
､
も
果
た
し
て
い
る
｡

三
に
つ
い
て
も
､
清
･
挑
文
壁
の
注

｢
此
れ
馬
鬼
を
追
悼
す
る
な
り
｡
…
…
楚
魂
尋
夢
､
上
皇
を
讃
る
な
り

(
此
追
悼
馬
蒐
也
｡
…
…
楚
魂

(空

尋
夢
､
讃
上
皇
也
)
｣

の
ご
と
く
､
表
現
意
図
と
し
て
､
諷
喩
の
義
を
認
め
る
意
見
も
あ
る
に
は
あ
る
が
､
テ
キ
ス
ト
内
に
示
さ
れ
た
情
報

か
ら
の
み
で
､
そ
う
し
た
結
論
に
至
る
蓋
然
性
は
低
く
､
や
は
り
諷
諌
性
の
有
無
､
主
題
の
如
何
が
､
明
確
な
形
で
読
者
に
提
示
さ
れ
て
い

る
と
は
言
い
難
い
｡

松
浦
氏
は
､
前
掲
論
文
の
中
で
､
｢
こ
の
三
つ
の
機
能
を
よ
り
顕
著
に
具
え
る
作
品
こ
そ
､
唐
代
に
お
い
て
最
も
典
型
的
な
楽
府
詣
で
あ

り
え
た
｣

と
述
べ
て
い
る
｡
と
す
る
と
､
そ
の
条
件
を
ク
リ
ア
し
て
い
る
李
賀
の

｢
巫
山
高
｣

は
､
唐
代
に
お
け
る
典
型
的
な
楽
府
詩
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
か
｡
だ
が
前
章
ま
で
に
確
認
し
た
と
お
り
､
従
来
の

｢
巫
山
高
｣

に
比
し
て
李
賀
の
作
は
､
詩
中
に
描
出
さ
れ
た
神
女
や

楚
王
の
形
象
に
お
い
て
､
独
立
し
た
特
色
を
具
え
て
お
り
､
｢
典
型
的
な
楽
府
詩
｣

と
い
う
に
は
抵
抗
を
禁
じ
え
な
い
｡

こ
こ
で
留
意
す
べ
き
な
の
は
､
松
浦
氏
が

｢
典
型
的
な
楽
府
詩
で
あ
り
え
た
｣

と
注
意
を
促
し
て
い
る
よ
う
に
､
こ
の
三
つ
の
表
現
機
能

は
､
典
型
的
な
楽
府
詩
た
る
こ
と
の
必
要
条
件
で
は
あ
れ
､
十
分
条
件
と
は
な
ら
な
い
点
で
あ
る
｡
な
ら
ば
楽
府
文
学
の
根
底
に
横
た
わ
る
､

(丑

真
に
不
可
欠
の
条
件
と
は
何
か
｡
こ
の
疑
問
に
対
す
る
解
答
を
用
意
し
た
の
が
､
森
瀬
寿
三
氏
の
論
文

｢
楽
府
文
学
の
特
質
｣

で
あ
る
｡
森

瀬
氏
は

｢
歌
謡
文
学
と
し
て
､
楽
府
詩
全
体
を
貫
い
て
い
る
も
の
｣

は

｢
根
底
に
厳
然
と
し
て
在
る
一
種
の
共
同
体
意
識
で
あ
る
｣

と
指
摘

し
､
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

楽
府
文
学
は
決
し
て
物
事
を
傍
観
者
的
に
捉
え
て
み
せ
た
り
､
一
知
識
人
個
人
の
認
識
･
心
情
を
詠
じ
は
し
な
い
｡
楽
府
作
家
の
作

品
に
お
け
る
視
野
は
､
同
時
に
そ
れ
を
享
受
す
る
筈
の
共
同
体
成
員
の
そ
れ
で
も
あ
る
と
い
う
立
て
前
､
こ
れ
は
と
り
わ
け
唐
代
に

入
っ
て
共
同
体
意
識
が
解
体
し
て
ゆ
く
中
で
も
､
楽
府
文
学
が
楽
府
文
学
と
し
て
成
り
立
つ
基
底
と
し
て

なものであったにせよ1最後まで存続しっづけたように思われる｡

た
と
え
そ
れ
が
擬
似
的
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六
朝
唐
の
｢
巫
山
高
｣
諸
篇
に
描
写
さ
れ
る
､
神
女
の
化
身
と
し
て
の
雲
雨
､
険
し
く
そ
そ
り
立
つ
蜂
や
猿
の
鳴
き
声
､
伝
説
に
ち
な
ん
だ

神
女
と
楚
王
の
交
渉
､
そ
の
際
限
の
な
い
繰
り
返
し
は
､
恰
も
詩
人
た
ち
が
､
巫
山
と
い
う
地
に
抱
い
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
を
お
互
い
共
有
し
､

確
か
め
合
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
｡
そ
れ
は
森
瀬
氏
の
い
う
｢
共
同
体
意
識
｣
が
､
潜
在
顕
在
を
問
わ
ず
､
彼
ら
の
間
に
存

在
し
､
機
能
し
て
い
た
証
左
で
あ
ろ
う
｡

増
田
清
秀
氏
に
よ
る
と
､
楽
府
文
学
史
上
､
楽
府
詩
に
相
和
す
る
風
潮
が
起
こ
っ
た
こ
と
が
二
度
あ
り
､
六
朝
時
代
､
斉
の
永
明
年
間

(
四
八
三
-
四
九
三
)
か
ら
梁
に
か
け
て
の
時
期
が
最
初
で
､
中
庸
期
､
殊
に
貞
元
志
和
年
間
(
七
八
五
-
八
二
〇
)
に
再
び
流
行
し
た
と
の

こ
と
で
あ
る
｡
増
田
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
､
楽
府
に
相
和
す
る
場
合
､
詩
に
和
す
る
場
合
と
異
な
り
｢
殆
ど
私
生
活
に
言
及
せ
ず
､
た

だ
知
友
両
者
が
同
題
の
歌
曲
を
相
和
す
る
だ
け
で
､
歌
曲
を
同
好
す
る
以
外
に
､
な
に
一
つ
相
互
に
求
め
あ
わ
な
い
｣
｡
そ
れ
も
そ
の
は
ず
､

楽
府
に
和
す
る
と
い
う
行
為
は
､
個
人
間
の
情
誼
を
深
化
さ
せ
る
こ
と
を
主
目
的
と
は
し
て
お
ら
ず
､
む
し
ろ
同
じ
価
値
観
を
有
す
る
者
で

構
成
さ
れ
た
共
同
体
の
中
に
､
双
方
が
身
を
置
い
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
合
い
､
そ
こ
か
ら
喜
び
と
安
心
感
を
得
る
こ
と
に
重
点
が
あ
る
か

思
え
ば
､
本
論
で
先
に
引
い
た
苑
雲
卓
王
融
の
｢
巫
山
高
｣
も
､
謝
眺
ら
五
名
の
詩
人
に
よ
る
､
楽
府
詩
の
集
団
競
作
の
場
で
制
作
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
｡
そ
こ
に
は
技
巧
の
巧
拙
を
互
い
に
競
い
あ
う
側
面
も
当
然
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
そ
れ
も
こ
の
楽
府
題
に
対
す

る
共
通
の
認
識
を
前
提
と
し
た
上
の
こ
と
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
安
定
し
た
｢
巫
山
高
｣
の
作
品
世
界
は
､
六
朝
か
ら
唐
へ
の
王
朝
交
代
と
､
そ
れ
に
伴
う
文
学
界
の
趨
勢
の
変
化
に
も
､
影

響
を
殆
ど
受
け
る
こ
と
な
く
､
伝
統
的
な
型
を
守
っ
て
い
た
｡
と
は
い
え
､
次
に
挙
げ
る
中
唐
･
孟
郊
(
七
五
丁
八
一
四
)
の
｢
巫
山
高
｣

の
如
く
､
新
た
な
試
み
を
模
索
す
る
動
き
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
｡

巴
江
上
峡
重
復
重

巴江

峡
を
上
る

重
復
た
重

陽
垂
碧
崎
十
二
峰

陽台

碧晴

十
二
峰
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刑
王
猿
時
逢
暮
雨

夜
臥
高
丘
夢
紳
女

軽
紅
流
煙
渥
艶
姿

行
雲
飛
去
明
星
稀

目
極
魂
断
望
不
見

猿
囁
三
聾
涙
法
衣

刑王

猟時

暮
雨
に
逢
い

夜

高
丘
に
臥
し

神
女
を
夢
む

軽紅

流煙

艶
姿
を
湿
し

行雲

飛
び
去
り

明
星
稀
な
り

目
を
極
む
れ
ば
魂
断
た
れ

望
め
ど
も
見
え
ず

猿
の
噂
く
こ
と
三
声
に
し
て

涙

衣
を
活
す

夕
暮
か
ら
暁
へ
の
時
間
軸
に
沿
っ
て
展
開
し
て
い
く
こ
の
詩
は
､
楚
王
と
神
女
の
夢
裡
の
遼
遠
と
後
朝
の
別
れ
を
一
篇
の
主
題
に
置
い
た
点

で
､
従
来
の
｢
巫
山
高
｣
と
異
な
っ
た
趣
を
呈
し
て
い
る
｡
加
え
て
､
例
え
ば
第
三
句
､
楚
王
が
遊
猟
中
に
夕
立
に
遭
う
場
面
は
､
夢
に
神

女
の
現
れ
る
伏
線
と
な
っ
て
い
る
が
､
｢
高
唐
賦
｣
序
を
初
め
､
他
の
典
籍
に
は
見
え
な
い
等
､
孟
郊
自
身
に
よ
る
脚
色
も
確
認
で
き
る
｡

第
五
句
に
見
え
る
｢
軽
紅
｣
は
､
梁
の
元
帝
｢
烏
棲
曲
六
首
｣
其
二
(
『
楽
府
詩
集
』
巻
四
十
八
)
に
｢
濃
黛
軽
紅
鮎
花
色
(
濃
黛
軽
紅

花
色
に
鮎
ず
)
｣
と
あ
る
よ
う
に
､
多
く
女
性
の
頬
紅
を
指
す
｡
｢
軽
紅
｣
｢
流
煙
｣
に
し
っ
と
り
濡
れ
た
神
女
の
艶
や
か
な
姿
態
は
､
雲
雨

と
い
う
形
を
と
っ
て
し
か
現
れ
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
､
従
来
の
｢
巫
山
高
｣
に
お
け
る
神
女
と
は
一
線
を
画
し
､
視
覚
的
な
生
々
し
さ

を
具
え
て
い
る
｡
だ
が
そ
の
生
々
し
さ
も
､
楚
王
の
夢
の
中
だ
か
ら
こ
そ
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
り
､
星
も
ま
ば
ら
と
な
る
明
け
方
に
目
覚
め

る
と
､
神
女
は
常
套
的
な
｢
行
雲
｣
と
な
っ
て
飛
び
去
っ
て
し
ま
う
｡
こ
の
点
､
孟
郊
の
作
も
六
朝
以
来
の
｢
巫
山
声
の
系
譜
か
ら
､
そ

う
遠
く
外
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
言
っ
て
よ
い
｡
ま
た
第
七
句
｢
目
極
魂
断
望
不
見
｣
に
し
て
も
､
楚
王
が
遊
猟
中
に
夕
立
に
遭
っ
た
こ
と

か
ら
一
篇
が
説
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
の
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
､
魂
は
楚
王
の
も
の
と
限
定
さ
れ
､
『
楚
辞
』
｢
招
魂
｣
篇
へ
の
連
想
が
働
く
余

地
は
残
さ
れ
て
い
な
い
｡

そ
れ
に
対
し
李
賀
の
描
く
神
女
は
､
大
江
に
波
を
ひ
る
が
え
し
､
長
く
煙
を
ひ
い
て
進
む
｡
か
く
も
鋭
い
推
進
力
を
内
に
潜
め
た
神
女

の
像
は
､
か
つ
て
措
か
れ
た
こ
と
は
な
い
｡
楚
王
も
ま
た
､
神
女
と
同
等
の
霊
性
を
与
え
ら
れ
､
風
と
溶
け
合
い
な
が
ら
､
在
り
し
日
の
夢



楽府文学史上における李賀の位置19
を
求
め
て
千
年
の
彷
径
を
続
け
る
｡
か
く
も
い
た
ま
し
く
深
い
悲
し
み
を
た
た
え
た
楚
王
の
姿
は
､
か
つ
て
如
何
な
る
詩
人
も
想
像
し
得
な

か
っ
た
｡
李
賀
の
｢
巫
山
高
｣
で
､
神
女
､
楚
王
い
ず
れ
の
形
象
に
も
､
独
創
性
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
事
実
､
こ
れ
は
森
瀬
氏
の

い
う
｢
共
同
体
意
識
｣
を
基
盤
と
し
て
､
文
人
間
で
共
有
き
れ
､
均
質
化
さ
れ
た
巫
山
の
伝
説
に
､
李
賀
が
積
極
的
な
価
値
を
見
出
し
て
い

な
か
っ
た
こ
と
の
表
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

本
論
の
始
め
に
､
李
賀
に
は
律
体
の
楽
府
を
古
体
に
､
或
い
は
古
体
の
斉
言
を
雑
言
に
と
改
作
す
る
創
作
態
度
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
､
先

行
研
究
に
拠
っ
て
指
摘
し
た
｡
こ
れ
も
ま
た
､
同
題
に
な
る
他
の
楽
府
作
品
と
積
極
的
に
共
鳴
し
よ
う
と
す
る
態
度
の
薄
弱
さ
が
形
を
と
っ

て
現
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
れ
は
当
然
詩
形
の
み
な
ら
ず
､
｢
巫
山
高
｣
に
つ
い
て
本
論
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
､
内
容

面
に
お
け
る
刷
新
と
も
密
接
に
関
連
し
て
い
よ
う
｡
李
賀
が
描
こ
う
と
し
た
も
の
は
､
人
々
の
心
の
中
で
安
定
し
た
情
調
に
支
配
さ
れ
て
い

る
｢
巫
山
高
｣
の
世
界
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
｡
む
せ
返
る
よ
う
な
香
と
不
気
味
な
猿
声
の
響
く
な
か
､
神
女
と
楚
王
の
魂
が
､
雲
と
も
風

と
も
つ
か
ぬ
姿
で
､
い
つ
終
る
と
も
知
れ
ぬ
彷
径
を
続
け
る
巫
山
は
､
李
賀
の
想
像
力
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
､
極
め
て
個
人
的
な
文
学
空

間
な
の
で
あ
る
｡Ⅶ

最
後
に
李
賀
の
｢
巫
山
高
｣
が
楽
府
文
学
史
上
に
お
い
て
如
何
な
る
位
置
を
占
め
る
か
を
考
え
て
み
た
い
｡

松
原
朗
氏
は
､
論
文
｢
盛
唐
か
ら
中
庸
へ
-
楽
府
文
学
の
変
容
を
手
掛
か
り
と
し
て
ー
｣
の
中
で
､
中
庸
期
に
生
じ
た
楽
府
文
学
の

変
化
を
｢
伝
統
楽
府
の
様
式
の
崩
壊
｣
と
い
う
視
点
か
ら
詳
し
く
述
べ
て
い
る
｡
こ
こ
で
い
う
｢
様
式
｣
と
い
う
の
は
､
先
に
松
浦
友
久
氏

の
論
文
よ
り
引
い
た
､
唐
代
楽
府
詩
の
三
つ
の
表
現
機
能
の
こ
と
｡
松
原
氏
に
よ
る
と
､
盛
唐
期
に
は
徹
底
さ
れ
て
い
た
｢
視
点
の
三
人
称

化
･
場
面
の
客
体
化
｣
､
｢
表
現
意
図
の
未
完
結
化
｣
と
称
す
べ
き
楽
府
の
様
式
が
､
中
庸
に
至
っ
て
解
体
し
､
多
様
な
楽
府
作
品
の
変
種
を

生
み
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
変
容
し
た
伝
統
楽
府
の
例
と
し
て
､
同
論
文
で
は
､
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(
一
)
特
定
の
事
件
を
明
示
す
る
内
容
を
も
つ
も
の
｡

(
二
)

明
確
な
諷
喩
性
を
備
え
た
も
の
｡

(
三
)
歌
行
と
接
近
し
た
様
式
を
取
る
も
の
｡

(彗

の
三
種
が
､
そ
れ
ぞ
れ
張
籍
(
七
六
六
?
-
八
三
〇
?
)
等
の
詩
を
典
拠
と
し
た
上
で
説
明
さ
れ
て
い
る
｡
(
三
)
に
い
う
｢
歌
行
｣

の
様
式

と
は
､
こ
こ
で
は
主
に
｢
視
点
の
一
人
称
化
･
場
面
の
主
体
化
｣
と
い
う
表
現
機
能
の
こ
と
(
こ
れ
も
松
浦
氏
前
掲
論
文
に
拠
る
)
｡
す
な
わ
ち

松
原
氏
の
表
現
を
借
り
て
(
三
)
を
言
い
換
え
る
と
､
｢
作
者
自
身
の
個
別
的
具
体
的
な
経
験
が
､
作
者
自
身
の
一
人
称
的
視
点
を
通
し
て

表
明
さ
れ
る
｣
歌
行
と
､
境
界
を
曖
昧
に
す
る
伝
統
楽
府
が
､
中
庸
期
に
は
出
現
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
｡
注
目
す
べ
き
は
､
松

原
氏
が
｢
こ
の
様
な
伝
統
楽
府
の
歌
行
化
は
､
張
王
の
場
合
に
も
見
ら
れ
､
又
と
り
わ
け
孟
郊
と
李
賀
の
場
合
に
お
い
て
顕
著
に
認
め
ら
れ

る
｣
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
(
三
)
の
傾
向
を
も
つ
楽
府
が
､
李
賀
の
作
品
中
に
確
認
で
き
る
こ
と
で
あ
る
｡
同
論
文
で
は
､
李
賀

の
ど
の
詩
が
そ
れ
に
該
当
す
る
か
､
具
体
例
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
､
お
そ
ら
く
次
の
よ
う
な
詩
句
の
存
在
が
考
慮
さ
れ
て
い
よ
う
｡

看
見
秋
眉
換
新
緑

看
の
あ
た
り
見
る

秋
眉
新
線
に
換
わ
る
を

二
十
男
兄
那
刺
促

二
十
の
男
児

那
ん
ぞ
刺
促
た
る

(
｢
浩
歌
｣
巻
一
)

『
楽
府
詩
集
』
巻
六
十
八
､
雑
曲
歌
辞
に
収
め
る
李
賀
の
｢
浩
歌
｣
は
､
こ
の
世
界
に
流
れ
て
き
た
時
間
の
長
大
さ
､
そ
の
間
に
天
地
に
生

じ
た
変
化
の
激
し
さ
を
う
た
う
｡
こ
こ
に
引
い
た
の
は
､
結
び
の
二
句
｡
前
句
の
｢
秋
眉
換
新
緑
｣
を
字
義
通
り
に
解
釈
す
る
と
､
年
老
い

て
白
ん
だ
眉
が
､
新
緑
の
ご
と
き
若
々
し
さ
を
取
り
戻
す
と
い
う
こ
と
だ
が
､
そ
れ
だ
と
過
ぎ
て
や
ま
な
い
時
間
を
う
た
う
一
篇
の
主
題
と

合
わ
な
い
た
め
､
注
家
は
多
く
｢
新
緑
換
秋
眉
｣
に
意
味
を
読
み
換
え
て
い
る
｡
或
い
は
荒
井
建
氏
の
よ
う
に
､
｢
秋
眉
｣
を
｢
秋
の
景
色

を
人
の
ま
ゆ
に
た
と
え
た
表
現
｣
と
と
る
説
も
あ
る
が
､
い
ず
れ
に
し
て
も
､
忽
と
し
て
時
間
が
過
ぎ
､
事
物
が
相
貌
を
改
め
て
ゆ
く
さ
ま

に
｢
二
十
の
男
兄
｣
が
焦
燥
を
覚
え
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い

(
｢
刺
促
｣
は
､
使
役
さ
れ
､
あ
く
せ
く
と
落
着
か
な
い
様
子
を
い
う
)
｡
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そ
し
て
こ
の
｢
男
兄
｣
に
､
官
界
で
の
不
遇
に
あ
え
ぐ
､
二
十
代
の
若
き
詩
人
の
姿
が
色
濃
く
投
影
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
､
特
に
違
和
感

な
く
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
､
王
埼
が
｢
末
二
句
は
自
ら
そ
の
志
を
言
う
､
(
末
二
句
自
言
其
志
)
｣
と
注
し
た
こ
と
か
ら
も
想
像

が
つ
く
｡
そ
う
し
た
意
味
で
､
こ
の
｢
浩
歌
｣
は
歌
行
と
接
近
し
た
様
式
を
備
え
て
い
る
､
と
確
か
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡

で
は
こ
う
し
た
歌
行
的
な
特
徴
を
有
す
る
楽
府
詩
が
､
李
賀
の
詩
集
中
に
頻
見
す
る
か
と
い
う
と
､
実
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
｡
い
や
む

し
ろ
筆
者
の
判
断
と
し
て
は
､
李
賀
の
楽
府
詩
全
体
の
は
ん
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
伝
統
的
な
楽
府
題
を
用
い

た
李
賀
の
詩
は
､
お
お
む
ね
三
人
称
の
視
点
か
ら
客
観
的
に
詠
ま
れ
て
い
る
｡
ま
た
諷
刺
等
の
表
現
意
図
が
明
確
に
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の

も
多
く
な
く
､
全
体
と
し
て
は
従
来
の
楽
府
の
様
式
に
む
し
ろ
忠
実
と
さ
え
い
え
る
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
本
論
で
詳
述
し
た
｢
巫
山
高
｣

や
､
以
前
小
論
を
発
表
し
､
卑
見
を
述
べ
た
｢
蘇
小
小
歌
｣
の
よ
う
に
､
規
範
を
遠
く
逸
脱
し
た
楽
府
作
品
が
も
の
さ
れ
て
い
る
の
は
､
ひ

と
え
に
楽
府
文
学
の
生
命
線
と
も
い
え
る
共
同
体
意
識
が
､
彼
の
詩
作
に
も
は
や
影
響
力
を
及
ば
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

中
唐
期
に
は
､
い
み
じ
く
も
森
瀬
氏
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
､
共
同
体
意
識
の
解
体
が
顕
在
化
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

集
団
で
享
受
す
べ
き
文
学
と
し
て
の
楽
府
を
制
作
す
る
こ
と
で
は
､
詩
人
た
ち
の
表
現
意
欲
が
､
徐
々
に
満
た
さ
れ
な
く
な
っ
て
き
た
の
で

ぁ
る
｡
そ
の
結
果
､
一
方
で
は
韓
愈
(
七
六
八
-
八
二
四
)
や
君
島
(
七
七
九
-
八
四
三
)
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
､
終
生
楽
府
を
は
と
ん
ど

制
作
し
な
か
っ
た
詩
人
が
現
れ
､
一
方
で
は
楽
府
の
伝
統
的
な
様
式
を
殊
更
に
踏
み
外
す
こ
と
で
､
新
た
な
表
現
を
模
索
す
る
動
き
が
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
｡
松
原
氏
の
指
摘
さ
れ
た
多
様
な
楽
府
作
品
の
変
種
も
､
こ
う
し
た
大
状
況
と
無
関
係
に
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ

李
賀
が
｢
巫
山
高
｣
を
詠
ん
だ
の
は
､
こ
う
い
う
時
代
で
あ
っ
た
｡
こ
の
詩
が
楽
府
と
し
て
異
質
な
の
は
､
伝
統
楽
府
の
外
面
的
な
表
現

様
式
は
あ
く
ま
で
守
り
な
が
ら
も
､
詩
人
独
自
の
価
値
観
､
想
像
力
で
裏
打
ち
さ
れ
た
､
極
め
て
個
人
的
な
作
品
世
界
を
構
築
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
｡
楽
府
の
様
式
を
用
い
つ
つ
､
共
同
体
意
識
と
は
無
縁
の
､
楽
府
と
は
似
て
非
な
る
も
の
を
創
り
出
す
こ
と
､
そ
れ
こ
そ
が
楽
府

制
作
に
お
け
る
李
賀
の
基
本
的
姿
勢
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
今
後
は
更
に
多
く
の
作
品
を
分
析
し
､
李
賀
の
楽
府
詩
の
総
合
的
な
理
解
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を
目
指
し
た
い
｡

注(
1
)

(
2
)

(
3
)

(
4
)

(
5
)

(
6
)

(
7
)

(
8
)

(
9
)

(10)
131211

白
居
易
の
新
楽
府
五
十
首
は
､
憲
宗
の
元
和
四
年
(
八
〇
九
)
の
作
(
朱
金
城
氏
『
白
居
易
年
譜
』
に
拠
る
)
｡
李
賀
は
当
時
十
九
歳
で
あ
る
｡

『
沈
下
賢
文
集
』
巻
九
｡

李
賀
詩
の
引
用
は
､
『
李
賀
歌
詩
編
』
(
四
巻
､
外
集
一
巻
､
台
湾
中
央
図
書
館
一
九
七
一
年
用
宋
宣
城
刻
本
影
印
)
に
拠
る
｡
以
後
､
李
賀
詩
引

用
の
際
は
同
書
の
巻
数
の
み
を
挙
げ
る
｡

『
琴
一
樵
批
点
黄
陶
庵
定
本
季
長
吉
集
』
巻
四
(
掃
葉
山
房
石
印
､
一
九
〇
九
年
)
｡

『
中
国
詩
文
論
叢
』
第
一
集
､
一
九
八
二
年
｡

『
中
国
文
学
報
』
第
二
十
一
冊
､
一
九
六
六
年
｡
同
論
文
は
の
ち
｢
唐
人
の
楽
府
観
と
中
庸
詩
人
の
楽
府
｣
と
し
て
同
氏
著
『
楽
府
の
歴
史
的
研

究
』
(
創
文
社
､
一
九
七
五
年
)

に
所
収
｡

例
外
と
し
て
､
初
唐
･
閣
立
本
の
｢
巫
山
高
｣
は
起
句
と
三
句
目
が
｢
君
不
見
｣
を
含
む
十
字
句
で
､
あ
と
は
七
言
の
全
十
六
句
｡
ま
た
本
論
で

後
に
引
く
孟
郊
の
作
は
､
七
言
八
句
で
あ
る
｡

『
函
館
大
学
論
究
』
第
八
輯
､
一
九
七
四
年
｡

李
徳
輝
氏
｢
論
李
賀
楽
府
詩
的
復
与
変
｣
(
『
湖
南
科
技
大
学
学
報
』
社
会
科
学
版
第
七
巻
第
四
期
､
二
〇
〇
四
年
)
｡

以
下
に
序
の
概
要
を
記
す
｡
｢
か
の
昔
､
楚
の
嚢
王
が
宋
玉
と
雲
夢
の
台
に
遊
ん
だ
お
り
､
高
唐
観
の
上
空
に
変
化
無
窮
の
不
思
議
な
雲
気
を
見

る
｡
あ
れ
は
何
か
と
裏
王
が
尋
ね
た
と
こ
ろ
､
宋
玉
は
｢
朝
雲
で
す
｣
と
答
え
､
先
君
懐
王
が
高
唐
に
遊
ん
だ
際
､
昼
寝
の
夢
に
巫
山
の
神
女
が
現

れ
て
枕
席
を
薦
め
､
契
り
を
交
し
た
話
を
語
る
｡
そ
れ
を
聞
い
た
蓑
王
は
宋
玉
に
高
唐
観
の
様
子
を
賦
に
詠
む
よ
う
命
ず
る
｣
｡
な
お
李
賀
の
詩
句
に

い
う
｢
堵
姫
｣
が
神
女
の
別
称
で
あ
る
こ
と
､
李
善
注
の
引
く
『
蓑
陽
者
旧
伝
』
に
見
え
る
｡

『
三
家
評
註
季
長
吉
歌
詩
』
所
収
､
王
埼
彙
解
『
季
長
吉
歌
詩
』
巻
四
､
中
華
書
局
､
一
九
五
九
年
｡
以
下
､
王
埼
注
は
こ
れ
に
拠
る
｡

菓
葱
奇
疏
注
『
李
賀
詩
集
』
二
七
一
貢
､
人
民
文
学
出
版
社
､
一
九
九
八
年
｡

陳
本
礼
『
唐
李
賀
協
律
鈎
元
』
巻
四
(
香
港
中
文
大
学
竿
伝
善
本
叢
書
初
編
､
一
九
七
三
年
)
｡
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鈴
木
虎
雄
注
釈
『
季
長
吉
歌
詩
集
』
下
(
岩
波
文
庫
､
一
九
六
一
年
)
一
六
六
貢
｡

荒
井
健
注
『
李
賀
』

(
岩
波
詩
人
選
集
第
十
四
巻
､
一
九
五
九
年
)
一
五
三
亘
｡

斎
藤
桐
訳
注
『
李
賀
』

(
集
英
社
漢
詩
体
系
第
十
三
巻
､
一
九
六
七
年
)

二
八
三
貢
で
は

｢
い
に
し
え
の
楚
王
の
魂
は
､
あ
り
し
日
の
夢
を
尋
ね
て

さ
ま
よ
う
の
か
､
さ
わ
や
か
な
涼
風
が
吹
い
て
く
る
｣
､
原
田
憲
雄
訳
注
『
李
賛
歌
詩
編
』
三

(
平
凡
社
東
洋
文
庫
､
一
九
九
九
年
)
五
〇
貢
で
は

｢
夢
を
尋
ね
る
楚
王
の
魂
か
､
さ
や
さ
や
と
風
は
さ
ま
よ
う
｣
と
そ
れ
ぞ
れ
訳
さ
れ
て
い
る
｡

(望

六
朝
期
の
｢
巫
山
高
｣
に
関
し
て
は
､
楽
府
詩
を
読
む
会
｢
六
朝
楽
府
詩
訳
注
｣
(
二
)

(
三
)

(
『
中
国
学
研
究
論
集
』
十
､
十
一
､
二
〇
〇
二
年
､

二
〇
〇
三
年
)

に
詳
細
な
訳
注
が
あ
る
｡
参
考
に
さ
せ
て
頂
い
た
｡

(
柑
)

播
岳
｢
寡
婦
賦
｣

の
李
善
注
に

｢
依
依
.
思
橙
之
貌
｣

と
あ
る

(
『
文
選
』
巻
十
六
)
｡

(19)

『
玉
台
新
詠
』
巻
四
､
『
古
詩
紀
』
巻
五
十
七
で
は
｢
煙
雲
｣
を
｢
煙
霞
｣

に
作
る
｡
そ
れ
だ
と
朝
焼
け
､
或
い
は
夕
焼
け
に
赤
く
染
ま
っ
た
雲
と

な
る
｡

(20)

俳
掴
作
行
雨

俳
個
し
て
行
雨
と
作
り

椀
攣
逐
刑
王

椀
撃
と
し
て
刑
王
を
逐
う

(
唐
･
沈
任
期
｢
巫
山
高
｣
)

雲
蔵
紳
女
館

雲
は
神
女
の
館
を
蔵
し

雨
到
楚
王
宮

雨
は
楚
王
の
宮
に
到
る

(
唐
･
皇
甫
再
｢
巫
山
高
｣
)
な
ど
｡

(聖

例
え
ば
斉
･
劉
絵
の
｢
巫
山
高
｣
に
｢
出
没
不
易
期
.
輝
娼
似
憫
慣
｣
｡
現
れ
て
は
消
え
､
な
か
な
か
逢
え
ぬ
神
女
に
対
し
て
､
楚
王
が
心
惹
か
れ

っ
っ
､
失
意
に
打
た
れ
る
様
子
で
あ
る
｡
ま
た
本
論
第
Ⅲ
章
で
一
部
を
引
い
た
王
融
や
陳
後
主
の
作
も
似
た
趣
向
を
も
つ
｡

24 23 22

23

｢
湘
君
｣
篇
に
｢
落
陽
を
極
浦
に
望
む
(
望
洋
陽
今
極
浦
)
｣
､
｢
東
皇
太
二
篇
に
｢
莫
桂
酒
骨
椒
梁
(
桂
酒
と
椒
梁
と
を
臭
う
)
｣
と
あ
る
｡

王
融
の
｢
巫
山
高
｣
第
三
句
｢
煙
雲
乍
野
巻
｣
は
､
い
く
ら
か
実
際
の
雲
の
動
き
を
感
じ
さ
せ
る
｡
し
か
し
こ
れ
も
前
後
の
描
写
は
概
念
的
で
あ
る
｡

例
え
ば
､
唐
の
張
文
環
｢
深
谷
下
蓼
廊
､
層
巌
上
鬱
盤
｣
､
李
白
｢
黄
鶴
之
飛
尚
不
得
､
獲
揉
欲
度
愁
琴
線
｣
(
い
ず
れ
も
『
楽
府
詩
集
』
巻
四
十

に
拠
る
)

な
ど
｡

(空

｢
貝
宮
夫
人
｣
(
巻
四
)
に
｢
長
眉
凝
緑
幾
千
年
｣
と
見
え
る
な
ど
､
永
続
す
る
時
間
の
中
に
身
を
置
い
た
女
神
は
李
賀
の
他
の
詩
に
も
現
れ
る
が
､
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い
ず
れ
も
そ
う
し
た
状
態
は
女
神
に
と
っ
て
不
如
意
な
も
の
と
し
て
措
か
れ
､
女
神
は
苦
痛
や
不
快
感
を
抱
い
て
い
る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
､
拙
稿

｢
李
賀
と
李
商
隠
を
隔
て
る
も
の
～
神
女
の
な
ご
り
､
｢
神
女
廟
｣

に
寄
せ
る
詩
人
の
思
い
～
｣

(
『
東
京
大
学
中
国
語
中
国
文
学
研
究
室
紀
要
』
第
六

号
､
二
〇
〇
三
年
)

を
参
照
｡

(空

成
瀬
哲
生
氏
｢
李
賀
に
お
け
る
｢
老
｣

に
つ
い
て
｣

(
『
中
哲
文
学
会
報
』
第
六
号
､
一
九
八
一
年
)
｡
成
瀬
氏
が
挙
げ
た
実
例
の
中
か
ら
､
二
つ
引

い
て
お
く
｡

｢
夢
入
神
山
教
師
姫
､
老
魚
跳
波
痩
蚊
舞
｣

(
｢
李
憑
墾
篠
引
｣
巻
一
)

｢
百
年
老
鶉
成
木
魅
､
笑
撃
碧
火
巣
中
起
｣

(
｢
神
絃
曲
｣
巻
四
)

(27)

興
膳
宏
氏
｢
唐
詩
に
お
け
る
月
の
三
つ
の
相
｣

(
『
立
命
館
文
学
』
通
号
五
六
三
､
二
〇
〇
〇
年
)
｡

(空

清
の
王
埼
は
『
図
経
本
草
』
を
引
き
､
萄
椒
に
は
花
が
無
く
､
｢
紫
赤
色
｣

の
実
を
結
ぶ
こ
と
を
紹
介
し
た
後
､
李
賀
の
い
う
｢
椒
花
｣

は
実
の
誤

り
で
あ
る
と
指
摘
す
る
｡

(空

『
中
国
文
学
研
究
』
第
八
期
､
早
稲
田
大
学
中
国
文
学
会
､
一
九
八
二
年
｡
の
ち
『
中
国
詩
歌
原
論
』
(
大
修
館
書
店
､
一
九
八
六
年
)
所
収
｡

(聖

注
(
1
1
)
前
掲
書
､
『
三
家
評
註
季
長
吉
歌
詩
』
所
収
､
『
昌
谷
集
註
』
巻
四
｡

(聖

『
白
川
静
博
士
古
稀
記
念
中
国
文
史
論
叢
』
(
立
命
館
大
学
人
文
学
会
､
一
九
八
一
年
)
所
収
｡

(32)

注

(
6
)
前
掲
論
文
参
照
｡

(翌

増
田
氏
前
掲
論
文
に
よ
る
と
､
中
庸
期
に
も
皇
甫
再
(
七
一
七
-
七
七
〇
)

の

｢
巫
山
高
｣

に
､
李
端
(
生
卒
年
不
詳
)

が

｢
巫
山
高
和
皇
甫
拾

遺｣

の
題
で
唱
和
し
た
例
が
あ
る
ら
し
い
｡
た
だ
『
才
調
集
』
巻
九
､
『
文
苑
英
華
』
巻
二
〇
一
､
『
楽
府
詩
集
』
巻
十
七
を
始
め
､
李
端
の
詩
は

｢
巫
山
高
｣

の
題
が
一
般
的
で
､
著
者
の
管
見
の
範
囲
内
で
は
､
｢
巫
山
高
和
皇
甫
拾
遺
｣

に
作
る
の
は
､
明
･
編
者
不
詳
『
唐
五
十
家
詩
集
』
所
収
､

『
李
端
集
』
巻
三
と
､
明
末
･
曹
学
位
撰
『
石
倉
歴
代
詩
選
』
巻
五
十
二
所
収
の
も
の
の
み
で
あ
っ
た
｡
疑
い
を
存
す
る
｡

(34)

『
中
国
詩
文
論
叢
』
第
十
八
集
､
中
国
詩
文
研
究
会
､
一
九
九
九
年
｡

(聖

(
一
)

の
例
と
し
て
は
､
特
定
の
事
件
を
明
示
す
る

｢
元
和
中
楊
憑
賠
臨
賀
尉
｣
と
い
う
原
注
を
題
下
に
も
つ
張
籍
の

｢
傷
歌
行
｣
､
(
二
)

の
例
と

し
て
は
､
猛
虎
そ
の
も
の
は
描
写
さ
れ
ず
､
苦
難
に
遭
っ
て
も
世
俗
に
お
も
ね
ら
な
い
秋
介
さ
を
主
題
と
し
て
い
た
従
来
の

｢
猛
虎
行
｣

に
対
し
､

実
際
に
揮
猛
な
虎
を
登
場
さ
せ
､
そ
こ
を
起
点
と
し
て
為
政
者
に
対
す
る
諷
喩
へ
と
繋
げ
て
い
る
張
籍
の

｢
猛
虎
行
｣

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
｡

(36)

拙
論
｢
李
賀
詩
の

(
露
)

に
つ
い
て
｣

(
『
日
本
文
学
誌
要
』
第
六
四
号
､
法
政
大
学
国
文
学
会
､
二
〇
〇
一
年
)
参
照
｡


