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島
田
忠た
だ

臣お
み

が
『
白
氏
文
集
』
か
ら
詠
作
の
発
想
や
表
現
な
ど
を
多

大
に
得
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
様
々
な
指
摘⎠

1
⎝

が
あ
る
。

本
稿
で
は
、
先
学
の
驥
尾
に
付
し
て
、『
田
氏
家
集
』
の
交
友
詩
の
検

討
を
通
し
て
、
忠
臣
が
い
か
に
白
詩
を
利
用
し
、
自
ら
の
交
友
世
界

を
綴
り
あ
げ
て
き
た
か
を
一
側
面
な
が
ら
提
示
し
た
い
。

一
、
藤
原
基
経
と
の
交
友

忠
臣
は
古
く
か
ら
藤
原
基も
と
つ
ね経
に
近
侍
し
た
ら
し
い
。
両
人
の
親
し

い
間
柄
は
『
田
氏
家
集
』
か
ら
も
確
認
で
き
る
が
、
忠
臣
は
基
経
と

の
交
友
関
係
を
描
く
時
に
、
白
詩
に
見
ら
れ
る
裴は
い
ど度
関
係
の
詩
文
を

参
考
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

例
え
ば
元
慶
七
年
（
八
八
三
）、
美
濃
介
と
し
て
赴
任
す
る
忠
臣
に

乗
用
さ
せ
る
た
め
、基
経
は
馬
を
贈
っ
た
。
忠
臣
は
「
元
慶
七
年
春
、

大
相
賜
二
文
馬
一
、
有
レ
感
自
題
」（
巻
中
・
107
）⎠

2
⎝

と
い
う
詩
を
詠
じ
、

詩
題
の
下
に
「
于
時
赴
任
美
濃
、 

故
令 

騎
去⎠

3
⎝

︿
時
に
美
濃
に
赴
任
す
。

故
か
る
が
ゆ
ゑ

に
騎
去
せ
し
む
﹀」
と
自
注
を
付
け
て
い
る
。
詩
題
に
み
え
る

「
大
相
」
は
即
ち
「
大
相
国
」（
太
政
大
臣
の
唐
名
）
の
基
経
を
指
す
。

毛
頭
細
膩

0

0

0

0

又
調
馴　
　

 

毛
頭
は
細
く
し
て
膩う
る
は

し
又
た
調て
う
じ
ゅ
ん馴
せ

り

更
頼
恩
深
剪
払
新　
　

 

更
に
恩
の
深
き
を
頼か
う
む

り
て
剪
払
新あ
ら
た

な

り

黒
白
班
文
難
取
像　
　

黒
白
の
班
文
は
像
を
取
る
こ
と
難
し

丹
青
妙
画
拙
図
真　
　

丹
青
の
妙
画
も
真
を
図ゑ
が

く
こ
と
拙つ
た
な

し

鬣
花
偏
恐
行
霑
雨　
　

 

鬣
た
て
が
み

の
花
は
偏
に
恐
る　

行
き
て
雨
に

霑ぬ

れ
む
こ
と
を

蹄
玉
猶
嫌
踏
著
塵　
　

 

蹄
の
玉
は
猶な
ほ

し
嫌
ふ　

踏
み
て
塵
を
著つ

島
田
忠
臣
の
交
友
と
白
詩

廖　
　

栄
発
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け
む
こ
と
を

人
馬
同
時
応
別
主　
　

人
馬
時
を
同
じ
く
し
て
主
に
別
る
べ
し

望
於
華
廏

0

0

一
嘶
春　
　

華
廏
を
望
み
て
一
た
び
春
に
嘶い
な
な

く

前
の
三
聯
は
贈
与
さ
れ
た
馬
の
素
晴
ら
し
さ
を
讃
え
て
い
る
。
尾

聯
で
は
、
馬
が
旧
主
と
の
別
離
の
た
め
悲
し
い
嘶い
な
な

き
を
あ
げ
て
い

る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
基
経
に
対
す
る
忠
臣
の
惜
別

の
意
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
で
に
『
注
』
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
こ
の
詩
の
表
現
な
ど
は
、
左
に
掲
げ
る
白
居
易
の
「
和
三
張

十
八
秘
書
謝
二
裴
相
公
寄
一レ
馬
」（『
文
集
』
巻
十
九
・
1211
）⎠

4
⎝

に
類
似
す

る
点
が
多
い
。

歯
斉
臕
足
毛
頭
膩

0

0

0　
　

歯
斉
し
く
臕へ
う

足た

り　

毛
頭
膩う
る
は

し

秘
閣
張
郎
叱
撥
駒　
　

秘
閣
の
張
郎　

叱し
つ
ば
つ撥
の
駒

洗
了
頷
花
翻
假
錦　
　

洗
ひ
了
れ
ば　

頷
花　

假
錦
を
翻
し

走
時
蹄
汗
蹋
真
珠　
　

走
る
時
は　

蹄
汗　

真
珠
を
蹋ふ

む

青
衫
乍
見
曾
驚
否　
　

青
衫
乍
ち
見
て
曾す
な
は

ち
驚
く
や
否
や

紅
粟
難
賒
得
飽
無　
　

紅
粟
賒お
ぎ
の

り
難
く
飽
く
を
得
る
や
無い
な

や

丞
相
寄
来
応
有
意　
　

丞
相
寄
せ
来
る　

応
に
意
有
る
べ
し

遣
君
騎
去

0

0

上
雲
衢　
　

 

君
を
し
て
騎の

り
去
り
て
雲
衢
に
上
ら
し

め
ん

詩
題
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
詩
は
、
張
十
八
秘
書
が
裴
相

公
か
ら
馬
を
贈
ら
れ
た
の
を
感
謝
し
た
詩
に
和
す
る
も
の
で
あ
る
。

裴
相
公
は
、
当
時
の
宰
相
裴
度
の
こ
と
。
裴
は
三
年
前
の
元
和
十
二

年
（
八
一
七
）
に
、
淮
西
節
度
使
の
反
乱
を
平
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、

朝
野
の
尊
敬
を
受
け
て
い
る
。
一
方
、
張
十
八
秘
書
は
、
当
時
秘
書

郎
を
担
当
し
て
い
る
張ち
ょ
う

籍せ
き

の
こ
と
。
張
は
楽
府
詩
の
巨
匠
と
し
て

名
高
く
、
白
居
易
の
親
し
い
詩
友
で
あ
る⎠

5
⎝

。

白
詩
の
前
半
は
馬
に
関
す
る
描
写
で
あ
る
が
、首
聯
の
「
毛
頭
膩
」

は
忠
臣
詩
の
「
毛
頭
細
膩
」
と
ほ
ぼ
同
じ
表
現
で
あ
り
、
ま
た
、
明

ら
か
に
忠
臣
詩
の
頸
聯
も
白
詩
の
頷
聯
を
参
考
に
し
て
詠
っ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
尾
聯
で
は
、
馬
の
贈
与
者
の
裴
度
に
抜
擢
さ

れ
、
張
籍
が
と
ん
と
ん
拍
子
に
出
世
す
る
だ
ろ
う
と
白
居
易
は
詠
っ

て
い
る
が
、
傍
点
の
「
騎
去
」
は
上
述
し
た
忠
臣
の
詩
題
の
自
注
に

も
見
ら
れ
る
措
辞
で
あ
る
。

馬
関
係
の
白
詩
を
参
考
に
し
て
詠
作
す
る
の
は
自
然
で
は
あ
る

が
、『
白
氏
文
集
』
に
は
「
公
垂
尚
書
以
二
白
馬
一
見
レ
寄
、
光
潔
穏
善
、

以
レ
詩
謝
レ
之
」（
巻
六
十
七
・
3399
）
な
ど
馬
関
係
の
詩
が
あ
る
も
の
の
、

忠
臣
が
そ
れ
ら
を
利
用
せ
ず
当
該
白
詩
を
利
用
す
る
の
は
、
や
は
り

基
経
を
裴
度
に
擬
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
選
択
基
準
は
、
忠
臣
の
「
大
相
府
東
庭
貯
レ
水
成
二
小

池
一
、
小
池
種
二
一
紫
藤
一
、
至
二
於
今
春
一
始
発
二
花
房
一
、
酌
二
於
花

下
一
翫
以
賦
レ
之　

応
レ
教
」（
巻
下
・
131
）
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
二

首
あ
る
が
、
原
文
は
左
の
通
り
。
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①
重
華
累
葉
種
相
依　
　

重
華　

累
葉　

種
相
ひ
依
れ
り

　

池
上
新
開
映
晩
輝　
　

池
上
新あ
ら
た

に
開
き
て
晩
輝
に
映
ず

　

料
量
紫
茸
花
下
尽　
　

料
量
す　

紫
茸　

花
の
下
に
尽
く
る
も

　

家
香
更
作
国
香
飛　
　

家
香
は
更
に
国
香
と
作な

り
て
飛
ば
む

②
一
種
垂
藤
数
尺
斜　
　

一
種
の
垂
藤　

数
尺
斜
め
な
り

　

雖
新
雖
旧
是
同
家　
　

新
と
雖
も
旧
と
雖
も
是
れ
同
家

　

久
来
用
意
依
芳
蔭　
　

久
来　

意
を
用
ゐ
て
芳
蔭
に
依
れ
り

　

不
向
人
間
趁
百
花　
　

人じ
ん
か
ん間
に
向
か
ひ
て
百
花
を
趁お

は
ず

こ
の
二
首
は
、
い
ず
れ
も
基
経
邸
の
東
庭
の
池
の
中
に
あ
る
紫
藤

を
主
題
と
し
、
基
経
を
中
心
と
す
る
藤
原
家
の
栄
耀
栄
華
を
讃
美
し

て
い
る
。一
首
目
の
承
句
と
転
句
は
夕
暮
れ
の
藤
花
を
詠
っ
て
お
り
、

明
ら
か
に
白
居
易
の
名
句
「
惆
悵
春
帰
留
不
レ
得
／
紫
藤
花
下
漸
黄

昏
」（『
文
集
』
巻
十
三
・
631
「
三
月
三
十
日
題
二
慈
恩
寺
一
」）
を
踏
ま
え

て
い
る
が
、
藤
を
詠
う
主
旨
で
こ
の
よ
う
な
白
詩
利
用
は
自
然
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
が
、
左
に
掲
げ
る
白
居

易
の
「
春
和
二
令
公
緑
野
堂
種
一レ
花
」（『
文
集
』
巻
六
十
六
・
3255
）
と

忠
臣
詩
と
の
類
似
も
注
目
す
べ
き
だ
と
思
う
。

緑
野
堂
開
占
物
華　
　

緑
野
堂
開
か
れ
て　

物
華
を
占
め

路
人
指
道
令
公
家　
　

路
人
は
指ゆ
び

さ
し
道い

ふ　

令
公
の
家
と

令
公
桃
李
満
天
下　
　

令
公
の
桃
李
は
天
下
に
満
つ
る
に

何
用
堂
前
更
種
花　
　

 

何
ぞ
堂
前
に
更
に
花
を
種
う
る
を
用
ゐ

ん
や

こ
の
詩
の
韻
字
の
「
家
・
花
」
は
忠
臣
詩
の
二
首
目
と
同
じ
も
の

で
あ
る
。
詩
題
の
「
令
公
」
は
中
書
令
・
裴
度
の
こ
と
。「
緑
野
堂
」

は
洛
陽
に
あ
り
、
晩
年
の
裴
度
が
悠
々
自
適
の
生
活
を
送
っ
て
い
る

別
荘
で
あ
る
。
白
居
易
と
劉り
ゅ
う
う
し
ゃ
く

禹
錫
ら
も
よ
く
緑
野
堂
を
訪
問
し
、

裴
度
と
詩
酒
を
楽
し
ん
だ
り
し
て
い
る
。
詩
の
転
句
に
は
、
初
唐
の

名
相
狄て
き
じ
ん
け
つ

仁
傑
に
関
わ
る
典
故
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
狄
は
生
涯
に
わ

た
っ
て
、朝
廷
に
数
多
く
の
人
材
を
推
薦
し
た
た
め
、「
天
下
の
桃
李
、

悉
く
公
の
門
に
在
り
」
と
称
賛
さ
れ
て
い
る
。
白
居
易
は
こ
の
典
故

を
用
い
て
、「（
裴
度
）
殿
の
門
下
に
は
す
で
に
桃
李
が
満
ち
て
い
る

の
だ
か
ら
、
今
更
こ
の
緑
野
堂
の
前
に
花
を
植
え
る
必
要
は
な
い
だ

ろ
う
」
と
、
裴
度
の
こ
と
を
讃
美
し
て
い
る
。
こ
れ
は
忠
臣
詩
の
一

首
目
の
「
家
香
更
作
国
香
飛
」（
藤
原
家
の
藤
の
花
の
香
り
は
天
下
に
満

ち
て
い
る
）
の
述
懐
や
、
二
首
目
の
「
雖
新
雖
旧
是
同
家
」（
新
し
い

藤
も
旧
い
藤
も
み
な
こ
の
家
の
庇
護
下
に
あ
る
）
の
詩
想
な
ど
に
、
ヒ
ン

ト
を
与
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

右
に
述
べ
て
き
た
詩
は
そ
の
主
題
が
馬
や
藤
花
で
あ
る
け
れ
ど

も
、
基
経
と
の
付
き
合
い
と
い
う
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
忠
臣
は
白
詩

の
中
の
、
基
経
の
地
位
と
対
応
す
る
裴
度
と
関
連
の
あ
る
詩
作
を
参

考
・
利
用
し
て
い
る
と
も
見
え
る
だ
ろ
う
。
己
が
詠
じ
た
い
人
物
と

対
応
す
る
関
連
白
詩
を
参
考
・
利
用
す
る
と
い
う
忠
臣
の
白
詩
利
用
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傾
向
は
、
次
に
述
べ
る
悼
亡
詩
か
ら
も
窺
え
る
。

二
、
忠
臣
の
悼
亡
詩
に
み
え
る
交
友

晋
の
大
文
人
潘は
ん

岳が
く

が
亡
き
妻
を
偲
ぶ
「
悼
亡
詩
三
首
」
を
詠
っ
て

以
来
、「
悼
亡
詩
」
は
狭
義
に
は
妻
の
死
を
悲
し
む
詩
を
指
す
が
、
広

義
に
は
亡
く
な
っ
た
人
の
死
を
い
た
み
悲
し
む
詩
を
指
す
こ
と
も
あ

る⎠
6
⎝

。『
田
氏
家
集
』
に
は
、
弟
良よ
し
お
み臣
の
死
を
悲
し
む
「
哭0

二
舍
弟
外

史
大
夫
一
」（
巻
中
・
097
）
や
、
亡
き
友
人
の
こ
と
を
夢
に
見
て
悲
し

む
「
夢0

二
高
侍
郎
一
」（
巻
中
・
087
）、
橘
広ひ
ろ
み相

の
死
を
悲
し
む
「
傷0

二

左
尚
書
一
」（
巻
下
・
153
）、
ま
た
基
経
の
愛
馬
の
死
を
悲
し
む
詩
に
唱

和
す
る
「
奉
レ
和
三
大
相
傷0

二
桃
花
馬
一
」（
同
120
）
な
ど
、
広
義
の
悼

亡
詩
が
散
見
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
悼
亡
詩
に
は
、
白
詩
の
影
響
も

見
ら
れ
る
が
、
ま
ず
「
同
三
高
少
史
傷
二
紀
秀
才
一
」（
巻
下
・
191
）
と

い
う
詩
を
掲
げ
て
み
た
い
。

逝
水
争
流
不
再
廻　
　

逝
水　

争
ひ
流
れ
て
再
び
は
廻か
へ

ら
ず

文
華
凋
落
豈
重
開　
　

 

文
華　

凋
落
し
て
豈
に
重
ね
て
開
か
む

や

為
君
泣
送
千
行
涙　
　

君
の
為
に
泣
き
て
送
ら
む　

千
行
の
涙

莫
恨
泉
途
作
雨
来⎠

7
⎝
　
　

 

恨
む
こ
と
莫
か
れ　

泉
途
に
雨
と
作な

り

来
ら
む
こ
と
を

紀
秀
才
を
悲
し
ん
で
大
量
の
涙
が
そ
の
ま
ま
地
下
に
落
ち
て
雨
と

な
り
、
黄
泉
の
客
と
な
る
紀
秀
才
を
驚
か
す
と
い
う
後
半
二
句
の
発

想
は
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る⎠

8
⎝

。
承
句
の
「
文
華
」
は
詩
文
の
美
し
さ
を
花

に
よ
そ
え
、
凋
落
し
た
花
は
再
び
開
か
な
い
こ
と
、
流
れ
て
い
っ
た

水
は
二
度
と
戻
っ
て
こ
な
い
こ
と
、
い
ず
れ
も
詩
才
の
高
い
紀
秀
才

の
帰
ら
ざ
る
こ
と
に
喩
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
比
喩
の
組
み
合
わ
せ

は
、
白
居
易
の
「
過
二
元
家
履
信
宅
一
」（『
文
集
』
巻
五
十
七
・
2799
）
と

い
う
悼
亡
詩
に
も
見
ら
れ
る
。

鶏
犬
喪
家
分
散
後　
　

鶏
犬　

家
を
喪
ひ
て
分
散
せ
る
後

林
園
失
主
寂
寥
時　
　

林
園　

主
を
失
ひ
て
寂
寥
の
時

落
花
不
語
空
辞
樹　
　

落
花
は
語
ら
ず
し
て
空
し
く
樹
を
辞
し

流
水
無
情
自
入
池　
　

流
水
は
情こ
こ
ろ

無
く
し
て
自
ら
池
に
入
る

風
蕩
讌
船
初
破
漏　
　

 

風
は
蕩た
う

す　

讌
船
の
初
め
て
破
漏
せ
る

を

雨
淋
歌
閣
欲
傾
欹　
　

 

雨
は
淋し
た
た

る　

歌
閣
の
傾
欹
せ
ん
と
欲

す
る
に

前
庭
後
院
傷
心
事　
　

前
庭
後
院　

心
を
傷
ま
し
む
る
事
は

唯
是
春
風
秋
月
知　
　

唯
だ
是
れ
春
風
秋
月
の
知
る
の
み

こ
の
詩
は
白
居
易
が
親
友
元
稹
の
死
後
、
そ
の
旧
宅
を
訪
れ
て
詠

っ
た
も
の
で
あ
る
が
、『
和
漢
朗
詠
集
』（
落
花
）
に
も
採
ら
れ
た
頷

聯
は
、
忠
臣
詩
の
前
半
二
句
の
発
想
に
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
両
詩
に
は
差
が
あ
る
。
白
詩
の
頷
聯
に
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お
い
て
は
、
両
人
が
一
緒
に
賞
で
た
り
し
た
花
や
水
は
依
然
と
し
て

落
ち
た
り
流
れ
た
り
し
続
け
て
、
邸
宅
の
主
人
元
稹
の
死
を
哀
惜
す

る
自
分
の
心
情
に
こ
た
え
て
く
れ
な
い
こ
と
が
詠
わ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
元
稹
を
失
っ
た
白
居
易
の
悲
し
い
気
持
が
よ
り
一
層
感
じ
ら

れ
る
と
同
時
に
、
元
白
間
の
友
情
の
厚
さ
も
克
明
に
描
き
出
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
頸
聯
に
お
い
て
は
、
元
稹
と
と
も
に
遊
ん
で
い
た

讌
船
や
歌
閣
な
ど
の
荒
廃
ぶ
り
が
描
か
れ
、
元
稹
が
生
き
て
い
た
間

の
元
白
両
人
の
交
遊
の
姿
が
自
然
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
だ
ろ

う
。と

こ
ろ
が
、
忠
臣
の
こ
の
詩
は
高
少
史
の
「
傷
二
紀
秀
才
一
」
に

唱
和
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
せ
い
か
、
詩
の
中
に
は
彼
と
亡
き

紀
秀
才
と
の
付
き
合
い
の
具
体
像
、
例
え
ば
白
詩
に
描
か
れ
た
四
季

折
々
の
行
楽
を
共
に
楽
し
む
よ
う
な
デ
ィ
テ
ー
ル
な
ど
が
全
く
描
か

れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
白
詩
は
単
に
表
現
の
ヒ
ン
ト
の
供
給
源

に
す
ぎ
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

一
方
、
単
な
る
表
層
の
措
辞
の
借
用
に
と
ど
ま
ら
な
い
悼
亡
詩
も

あ
る
。
次
に
掲
げ
る
「
傷
二
高
大
夫
一
」（
巻
上
・
059
）
に
は
、
忠
臣
と

亡
き
高
大
夫
と
の
密
接
な
関
係
が
描
か
れ
て
い
る
。

昨
日
看
朱
紱　
　

昨
日　

朱
紱
を
看
し
も

今
宵
変
紫
煙　
　

今
宵　

紫
煙
に
変
ず

矢
辞
弓
可
惜　
　

矢
辞さ

れ
ば　

弓　

惜
し
む
べ
く

唇
缺
歯
須
憐　
　

唇
缺か

く
れ
ば　

歯　

憐
む
べ
し

恵
死
荘
収
礩　
　

恵
死し

し
て　

荘　

礩
を
収
め

鍾
亡
牙
絶
絃　
　

鍾
亡う

せ
て　

牙　

絃
を
絶
て
り

贈
君
無
異
物　
　

君
に
贈
る
に　

異
物
無
し

玉
筯
一
双
連　
　

玉
筯
の
一
双
連つ
ら

な
る
の
み

首
聯
は
高
大
夫
の
急
死
を
述
べ
て
い
る
。
尾
聯
の「
玉
筯
」は「
玉

箸
」
の
こ
と
で
、
両
眼
の
涙
の
長
く
垂
れ
る
喩
え
。
一
見
こ
の
詩
に

も
忠
臣
と
亡
き
高
大
夫
と
の
付
き
合
い
の
細
部
は
描
か
れ
て
い
な
い

か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
実
は
頷
聯
と
頸
聯
に
お
い
て
、
高
大
夫
と
の

交
友
関
係
に
対
す
る
忠
臣
の
認
識
や
態
度
が
語
ら
れ
て
い
る
。『
注
』

の
指
摘
の
通
り
、
こ
の
二
聯
は
い
ず
れ
も
白
詩
の
表
現
を
踏
ま
え
て

い
る
。

頸
聯
の
表
現
は
、
白
居
易
が
友
人
の
崔さ
い
げ
ん
り
ょ
う

玄
亮
（
字
晦
叔
）
を
悼
む

「
哭
二
崔
常
侍
晦
叔
一
」（『
文
集
』
巻
六
十
二
・
2966
）
に
見
ら
れ
る
「
恵

死
荘
杜
レ
口
／
鍾
歿
師
廃
レ
琴
」
に
よ
っ
た
も
の⎠

9
⎝

。「
鍾
歿
師
廃
レ
琴
」

が
、
伯は
く
が牙
が
鍾し
ょ
う

子し

期き

の
死
後
、
自
分
の
琴
の
音
を
理
解
で
き
る
者

が
も
は
や
い
な
い
と
し
て
、
愛
用
し
て
い
た
琴
の
琴
弦
を
切
っ
て
再

び
弾
じ
な
か
っ
た
故
事
を
指
す
こ
と
は
贅
言
を
要
し
ま
い
。「
恵
死

荘
杜
レ
口
」
は
、
荘
子
が
論
敵
の
恵け
い
し施

が
死
ん
で
か
ら
議
論
を
二
度

と
し
な
か
っ
た
と
い
う
故
事
に
よ
る
。
荘
子
は
あ
る
葬
儀
の
帰
り
道

に
恵
施
の
墓
を
訪
れ
た
時
に
、
一
つ
の
故
事
を
挙
げ
て
、
彼
と
恵
施
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と
の
関
係
を
随
行
の
従
者
に
語
り
か
け
た
。そ
の
故
事
は『
荘
子
』（
雑

篇
、
徐
無
鬼
）
に
見
え
る
。

郢
人
、
堊あ

も
て
其
の
鼻
端
に
漫ぬ

る
こ
と
、
蠅
翼
の
若
し
。

匠し
ょ
う
せ
き石

を
し
て
之
を
斲け
づ

ら
し
む
。匠
石
、斤
を
運
ら
し
風
を
成
す
。

聴ゆ
る

し
て
之
を
斲
ら
し
む
。
堊
を
尽
く
せ
ど
も
鼻
傷
つ
か
ず
。
郢

人
、
立
ち
て
容
を
失
は
ず
。
宋
元
君
、
之
を
聞
き
、
匠
石
を
召

し
て
曰
く
、
嘗こ
こ
ろ
み試
に
寡
人
の
為
に
之
を
為
せ
、
と
。
匠
石
曰
く
、

臣
は
則
ち
嘗
て
能
く
之
を
斲
れ
り
。
然
り
と
雖
も
、
臣
の
質し

つ

、

死
す
る
こ
と
久
し
、
と
。
夫ふ

う
し子

の
死
せ
し
よ
り
、
吾
、
以
て
質

と
為
す
も
の
無
し
。
吾
、
与と
も

に
之
を
言
ふ
も
の
無
し
、
と⎠

₁₀
⎝

。

あ
る
郢
人
（
郢
は
楚
国
の
都
）
が
い
て
、
自
分
の
鼻
に
白
土
を
蝿

の
羽
の
よ
う
に
ご
く
薄
く
塗
っ
て
、
そ
の
白
土
を
匠
石
と
い
う
大
工

の
名
人
に
削
り
取
ら
せ
た
。
匠
石
は
斧
を
振
り
な
が
ら
風
音
を
立
て

て
い
る
う
ち
に
、郢
人
の
鼻
を
傷
つ
け
ず
に
そ
れ
を
全
部
削
り
取
り
、

郢
人
自
身
も
終
始
驚
き
恐
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
匠
石
の
こ
の
芸

当
を
宋
の
元
君
が
聞
い
て
所
望
し
た
と
こ
ろ
、
匠
石
は
そ
の
郢
人
が

死
ん
で
久
し
く
な
っ
た
た
め
、
も
う
そ
ん
な
芸
当
は
で
き
な
い
と
答

え
た
。

こ
の
故
事
を
承
け
て
、
荘
子
は
右
の
傍
線
部
の
よ
う
に
、
か
の
匠

石
が
質
を
失
っ
た
こ
と
と
同
じ
く
、
恵
施
の
死
後
、
自
分
と
と
も
に

議
論
す
る
相
手
も
い
な
く
な
っ
た
と
い
う
感
懐
を
述
べ
た
。
こ
こ
の

「
質
」
を
初
唐
の
成じ
ょ
う
げ
ん
え
い

玄
英
は
「
質
は
対
な
り
」
と
注
釈
し
て
お
り
、

つ
ま
り
相
手
や
対
象
を
意
味
す
る
。

こ
う
し
て
、
原
典
に
辿
っ
て
、
荘
子
と
恵
施
と
の
間
は
、
論
敵
い

わ
ば
ラ
イ
バ
ル
の
よ
う
な
関
係
で
あ
る
と
同
時
に
、
互
い
に
真
の
理

解
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
荘
子
と
恵
施
の
間
の
こ
う
し
た

関
係
は
、
忠
臣
と
亡
き
高
大
夫
の
間
に
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
は
頷
聯
二
句
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
こ
の
二
句
は
白
居
易
が

劉
禹
錫
を
悼
む
「
哭
二
劉
尚
書
夢
得
一
二
首
」（『
文
集
』
巻
六
十
九
・

3601
3602
）
の
二
首
目
の
措
辞
を
援
用
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
二
首

と
も
掲
げ
て
み
た
い
。

①
四
海
斉
名
白
与
劉　
　

四
海
名な

を
斉ひ
と

し
う
す
白
と
劉
と

百
年
交
分
両
綢
繆　
　

百
年
の
交
分
両ふ
た

つ
な
が
ら
綢ち
う
び
う繆

同
貧
同
病
退
閑
日　
　

同
貧
同
病　

退
閑
の
日

一
死
一
生
臨
老
頭　
　

一
死
一
生　

臨
老
の
頭は
じ
め

杯
酒
英
雄
君
与
操　
　

杯
酒
の
英
雄
は
君
と
操
と

文
章
微
婉
我
知
丘　
　

文
章
の
微
婉
は
我
丘き
う

を
知
る

賢
豪
雖
歿
精
霊
在　
　

賢
豪
は
歿
す
と
雖
も
精
霊
在
り

応
共
微
之
地
下
遊　
　

応
に
微
之
と
共
に
地
下
に
遊
ぶ
べ
し

②
今
日
哭
君
吾
道

0

0

孤　
　

今
日
君
を
哭
し
て
吾
が
道
孤こ

な
り

寝
門
涙
満
白
髭
鬚　
　

寝し
ん
も
ん門

涙
は
満
つ
白
髭
鬚

不
知
箭
折
弓
何
用　
　

知
ら
ず
箭や

折
れ
て
弓ゆ
み

何
の
用
ぞ



－7－

兼
恐
唇
亡
歯
亦
枯　
　

 

兼
ね
て
恐
る
唇
亡ほ
ろ

び
て
歯
も
亦
た
枯
れ

ん
こ
と
を

窅
窅
窮
泉
埋
宝
玉　
　

窅え
う
え
う窅

た
る
窮
泉　

宝
玉
を
埋
め

駸
駸
落
景
挂
桑
楡　
　

駸し
ん
し
ん駸
た
る
落
景　

桑
楡
に
挂か

か
る

夜
台
暮
歯
期
非
遠　
　

夜
台　

暮
歯　

期
遠と
ほ

き
に
非
ず

但
問
前
頭
相
見
無　
　

但
だ
問
ふ　

前
頭　

相
ひ
見
ん
や
無い
な

や

白
居
易
は
、
亡
き
友
の
劉
禹
錫
と
己
と
の
友
情
を
、
二
首
目
の
傍

線
部
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
相
互
に
依
存
し
て
か
け
離
れ
な
い
弓
と

矢
、
唇
と
歯
と
の
よ
う
な
も
の
に
喩
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二

つ
の
比
喩
を
忠
臣
は
そ
の
ま
ま
援
用
し
て
、
己
と
亡
き
友
の
高
大
夫

と
の
親
密
な
関
係
を
描
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
劉
白
間
の

こ
う
し
た
親
密
な
関
係
は
、
一
首
目
の
頸
聯
に
は
「
杯
酒
英
雄
君
与

操
／
文
章
微
婉
我
知
丘
」
と
詠
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
二
句
の
下
に
そ

れ
ぞ
れ
「
曹
公
曰
く
、
天
下
の
英
雄
、
唯
だ
使
君
と
操
（
＝
曹
操
）

と
の
み
、と
」、「
仲
尼
云
く
、後
世
、丘
（
＝
孔
子
）
を
知
る
者
は
『
春

秋
』、
と
。
又
た
云
く
、『
春
秋
』
の
旨
、
微
に
し
て
婉
な
り
、
と
」

と
白
居
易
の
自
注
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
劉
禹
錫
を
劉
備
に
な
ぞ
ら
え

て
、
同
じ
く
政
治
改
革
の
思
想
を
抱
く
両
人
の
関
係
を
劉
備
と
曹
操

の
そ
れ
に
比
況
す
る
と
同
時
に
、
白
居
易
は
、
劉
禹
錫
の
詩
文
の
微

妙
・
婉
曲
の
素
晴
ら
し
さ
を
孔
子
が
編
纂
し
た
『
春
秋
』
の
そ
れ
に

喩
え
て
い
る
。『
春
秋
』
を
知
れ
ば
孔
子
の
こ
と
も
理
解
で
き
る
よ

う
に
、
自
分
は
劉
禹
錫
の
詩
文
を
通
し
て
そ
の
人
を
よ
く
理
解
し
て

い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
互
い
に
理
解
で
き
る
知
音
関

係
が
、
忠
臣
と
亡
き
高
大
夫
と
の
間
に
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
平
安
朝
の
文
人
た
ち
に
熟
知
さ
れ
て
い
る
劉
白
の
関

係⎠
₁₁
⎝

と
い
え
ば
、
白
居
易
が
「
劉
白
唱
和
集
解
」（『
文
集
』
巻
六
十
・

2930
）
で
語
っ
て
い
る
両
人
の
間
の
「
文
友
詩
敵
」
の
関
係
に
触
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
こ
こ
で
は
、
関
連
す
る
箇
所
を
引
用
し

た
い
。予

、
頃さ
き

に
元
微
之
（
＝
元
稹
）
と
唱
和
す
る
こ
と
頗
る
多
く
、

或
い
は
人
口
に
在
る
を
以
て
、常
に
微
之
に
戯
れ
て
云
ふ
、「
僕
、

足
下
と
、
二
十
年
来
、
文
友
詩
敵
と
為
る
は
幸
な
り
、
亦
た
不

幸
な
り
。（
中
略
）
然
れ
ど
も
、
江
南
の
士
女
の
才
子
を
語
る

者
は
、
多
く
元
白
と
云
ふ
は
、
子
の
故
を
以
て
な
り
。
僕
を
し

て
呉
・
越
の
間
に
独
歩
す
る
を
得
ざ
ら
し
む
る
は
、
亦
た
不
幸

な
り
」
と
。
今
、
老
い
に
垂な

ん
な

ん
と
し
て
復
た
夢
得
に
遇
ふ
。

不
幸
を
重
ぬ
る
に
非
ざ
る
を
得
ん
や
。（
後
略
）

白
居
易
は
戯
れ
に
元
稹
と
の
二
十
年
来
の
交
際
を
、「
幸
」
で
も
あ

り
「
不
幸
」
で
も
あ
る
「
文
友
詩
敵
」
と
い
う
関
係
で
形
容
し
て
い

る
。「
幸
」
で
あ
る
の
は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
が
、「
不
幸
」
な
の
は

相
手
の
存
在
に
よ
っ
て
、
自
分
が
呉
越
の
間
に
独
歩
す
る
こ
と
が
不

可
能
に
な
る
と
い
う
、も
ち
ろ
ん
白
居
易
の
冗
談
で
あ
る
。
そ
し
て
、
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こ
う
し
た
「
文
友
詩
敵
」
の
関
係
は
、
劉
白
の
間
に
も
あ
る
。
言
う

ま
で
も
な
く
、
劉
白
間
の
「
文
友
詩
敵
」
の
よ
う
な
関
係
は
、
先
述

し
た
荘
子
と
恵
施
の
間
の
論
敵
関
係
と
同
じ
く
、
一
見
ラ
イ
バ
ル
関

係
と
も
読
み
取
れ
る
が
、
実
は
互
い
に
理
解
し
合
う
知
音
同
士
で
あ

る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

高
大
夫
に
つ
い
て
、蔵
中
ス
ミ
氏⎠

₁₂
⎝

は
高
階
令よ
し
の
り範

と
推
定
し
て
い
る
。

氏
に
よ
れ
ば
、
両
人
は
同
じ
時
期
に
文
章
生
で
あ
り
、
そ
の
後
の
官

位
の
昇
進
も
ほ
と
ん
ど
時
を
同
じ
く
し
て
お
り
、
つ
ま
り
両
人
は
同

期
生
と
も
い
う
べ
き
親
し
い
間
柄
で
あ
る
。
こ
の
同
輩
の
早
世
を
悲

し
み
、
彼
と
の
交
友
史
を
回
顧
し
た
時
に
、
忠
臣
の
脳
裏
に
は
劉
白

間
の
よ
う
な
「
文
友
詩
敵
」
の
知
音
関
係
の
交
友
像
が
去
来
し
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
、
忠
臣
は
高
大
夫
と
よ
く

作
文
や
学
問
の
上
で
、
議
論
を
し
た
り
切
磋
琢
磨
を
重
ね
た
り
し
て

い
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
劉
白
間
の
よ
う
な
交
友
像
を
忠

臣
は
こ
の
悼
亡
詩
の
中
に
投
影
し
て
、
自
ら
の
交
友
像
を
紡
ぎ
出
し

た
の
で
あ
る
。
忠
臣
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
、
真
の
知
音
を
求
め
、
そ

の
友
情
を
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
彼
の
詩
の
中
に
頻
繁
に
出
て

く
る
「
交
結⎠

₁₃
⎝

」
な
ど
の
用
語
か
ら
知
ら
れ
る
が
、
こ
の
高
大
夫
も
き

っ
と
そ
の
真
の
知
音
の
一
人
に
違
い
な
い
。
次
に
述
べ
る
詩
作
か
ら

も
忠
臣
が
知
音
を
重
視
す
る
態
度
が
窺
え
る
。

三
、
忠
臣
の
贈
別
詩
に
み
え
る
交
友

元
慶
七
年
（
八
八
三
）
の
春
、
五
十
六
歳
の
忠
臣
は
美
濃
介
に
任

命
さ
れ
る
。
そ
の
赴
任
に
旅
立
つ
に
際
し
て
詠
じ
た
贈
別
詩
が
三
首

残
っ
て
い
る
。
そ
の
中
の
二
首
に
お
い
て
、
忠
臣
は
都
に
い
る
友
人

た
ち
と
の
離
別
の
耐
え
難
さ
を
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
、「
花
前
留
二
別

同
門
諸
故
人
一
、
各
分
二
一
字
一
、
得
レ
音
」（
巻
中
・
104
）
を
掲
げ
て

み
た
い
。

同
衿
歳
久
三
分
衿　
　

同ど
う
き
ん衿

歳
久
し
く
し
て
三
た
び
衿え
り

を
分
つ

此
度
殊
常
別
恨
深⎠

₁₄
⎝
　
　

此
の
度た
び

常
に
殊
な
り
て
別
恨
深
し

向
老
看
花
多
悵
望　
　

老
に
向
か
へ
ば
花
を
看
る
も
悵
望
多
し

離
筵
久
少
旧
知
音　
　

 

筵
を
離
れ
て
久
し
く
せ
ば
旧
き
知
音
少

な
か
ら
む

こ
の
詩
は
、
見
送
り
に
来
た
同
門
の
友
人
た
ち
に
贈
っ
た
も
の
で

あ
る
。
転
句
の
「
悵
望
」
は
心
を
傷
め
つ
つ
眺
め
る
こ
と
。
後
半
二

句
に
お
い
て
、
年
を
取
る
に
つ
れ
、
特
に
花
の
前
の
こ
の
離
別
の
後
、

今
度
京
に
帰
る
頃
に
は
、
こ
う
し
た
昔
な
じ
み
の
友
人
た
ち
も
少
な

く
な
っ
て
い
よ
う
、
と
忠
臣
は
悲
し
い
感
懐
を
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
花
の
時
に
悵
望
す
る
こ
と
は
、
白
詩
に
も
頻
繁
に
詠

わ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
悵
望
の
原
因
が
詩
人
周
辺
の
状
況
や

詩
人
自
身
の
境
遇
の
変
化
と
と
も
に
、
次
第
に
重
層
化
し
て
い
く
こ
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と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
以
下
、
順
を
追
っ
て
す
こ
し
挙
例
し
て
み
た

い
。

①
「 

三
月
三
十
日
題
二
慈
恩
寺
一
」（『
文
集
』
巻
十
三
・
631
）
永
貞
元
年

︹
八
〇
五
︺
長
安

　
　

 

慈
恩
春
色
今
朝
尽
、
尽
日
裴
回
倚
二
寺
門
一
。
惆
悵
春
帰
留
不
レ

得
、
紫
藤
花
下
漸
黄
昏
。

②
「
独
酌
憶
二
微
之
一
」（
巻
十
四
・
733
）
元
和
五
年
︹
八
一
〇
︺
長
安

　
　

 

独
酌
二
花
前
一
酔
憶
レ
君
、
与
レ
君
春
別
又
逢
レ
春
。
惆
悵
銀
杯
来

処
重
、
不
三
曾
盛
レ
酒
勧
二
閑
人
一
。

③
「
微
之
宅
残
牡
丹
」（
同
734
）
元
和
五
年
︹
八
一
〇
︺
長
安

　
　

 

残
紅
零
落
無
二
人
賞
一
、
雨
打
風
摧
花
不
レ
全
。
諸
処
見
時
猶
悵

望
、
況
当
二
元
九
小
亭
前
一
。

④
「 

酬
二
元
員
外
三
月
三
十
日
慈
恩
寺
相
憶
見
一レ
寄
」（
巻
十
六
・
990
）

元
和
十
二
年
︹
八
一
七
︺
江
州

　
　

 

悵
望
慈
恩
三
月
尽
、
紫
桐
花
落
鳥
関
関
。
誠
知
曲
水
春
相
憶
、

其
二
奈
長
沙
老
未
一レ
還
。

　
　

 

赤
嶺
猨
声
催
二
白
首
一
、
黄
茅
瘴
色
換
二
朱
顔
一
。
誰
言
南
国
無
二

霜
雪
一
、
尽
在
二
愁
人
鬢
髪
間
一
。

①
は
詩
人
が
三
十
四
歳
の
作
で
あ
る
が
、
詩
人
が
悵
望
し
て
い
る

の
は
、
花
が
落
ち
、
春
が
終
わ
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
詩
人
の

惜
春
の
気
持
ち
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
②
と
③
は
、
江
陵
に
左
遷
さ

れ
た
知
音
の
元
稹
を
想
い
な
が
ら
、
花
の
時
に
昔
の
よ
う
に
一
緒
に

花
を
賞
で
た
り
、
酒
を
飲
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
を
嘆
い

て
悵
望
す
る
例
で
あ
る
。
④
は
親
友
の
元げ
ん
そ
う
か
ん

宗
簡
に
対
す
る
返
詩
で
あ

る
が
、
こ
の
時
点
で
白
居
易
自
身
が
江
州
に
左
遷
さ
れ
、
老
い
に
垂

ん
と
し
て
、
貶
謫
か
ら
脱
却
で
き
な
い
慨
嘆
が
し
み
じ
み
と
感
じ
ら

れ
よ
う
。

ま
た
、
老
年
期
の
白
居
易
は
、「
強
飲
翻
悵
望
、
縦
酔
不
二
歓
娯
一
。

鬢
髪
三
分
白
、交
親
一
半
無
」（
巻
二
十
・
1318
「
郢
州
贈
二
別
王
八
使
君
一
」

長
慶
二
年︹
八
二
二
︺長
安
か
ら
杭
州
へ
赴
任
中
）や「
相
対
喜
歓
還
悵
望
、

同
年
只
有
二
此
三
人
一
」（
巻
六
十
六
・
3259
「
酬
二
鄭
二
司
録
︙
︙
見
一レ
贈
」

開
成
元
年
︹
八
三
六
︺
洛
陽
）
と
あ
る
よ
う
に
、
衰
老
に
つ
れ
て
知
音

の
少
な
く
な
っ
て
い
く
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。

忠
臣
の
こ
の
詩
は
、
特
定
の
白
詩
を
踏
ま
え
て
い
な
い
が
、
右
に

見
て
き
た
よ
う
に
花
の
時
や
老
年
に
知
音
を
思
っ
た
り
、
身
の
上
を

嘆
い
た
り
し
て
「
悵
望
」
す
る
こ
と
は
白
詩
に
頻
繁
に
詠
わ
れ
て
い

る
主
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
主
題
は
、
白
詩
に
傾
倒
す
る
忠
臣
に
は

親
し
ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

同
門
の
友
人
ら
に
贈
っ
た
こ
の
詩
の
ほ
か
に
、
忠
臣
は
、
弟
子
か

つ
婿
の
菅
原
道
真
に
も
「
春
日
留
二
別
菅
大
夫
一
、探
レ
韻
得
レ
春
」（
巻

中
・
106
）
と
い
う
詩
を
贈
っ
た
。

傾
蓋
猶
如
骨
肉
親　
　

傾
蓋
す
る
こ
と
猶
ほ
骨
肉
の
親
の
如
し
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交
非
深
浅
只
因
人　
　

交
ま
じ
は
り

は
深
浅
に
非
ず
只
だ
人
に
因
る

行
前
無
限
憐
花
去　
　

 

行
く
前
に
限
り
無
く
花
を
憐
れ
び
て
去

り

別
恋
菅
家
一
日
春　
　

別
に
恋
ふ　

菅か
ん
け家

一
日
の
春

起
句
の
「
傾
蓋
」
は
、『
蒙
求
』
に
「
程
孔
傾
レ
蓋
」
と
し
て
見
え
る
、

路
上
で
行
き
会
っ
た
孔
子
と
程
子
と
が
車
蓋
を
寄
せ
て
語
り
合
っ

て
、
旧
知
の
ご
と
き
友
情
を
結
ん
だ
有
名
な
故
事
に
よ
る
。
前
半
二

句
を
試
訳
す
れ
ば
、「
君
（
道
真
）
と
出
会
っ
て
以
来
の
親
し
さ
は
、

ち
ょ
う
ど
肉
親
の
関
係
の
よ
う
な
も
の
だ
。
ま
た
、君
と
の
交
誼
は
、

付
き
合
い
の
深
さ
よ
り
も
人
そ
の
も
の
に
よ
る
の
だ
」
と
な
ろ
う
。

換
言
す
れ
ば
、
忠
臣
は
道
真
を
心
の
許
せ
る
知
己
と
し
て
扱
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
後
半
二
句
に
お
い
て
更
に
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
転

句
に
つ
い
て
、『
注
』
は
「
君
と
別
れ
て
行
く
前
途
は
限
り
な
く
、
遠

く
花
が
散
る
の
を
見
て
も
い
と
お
し
く
悲
し
い
」
と
、『
釈
』
は
「
こ

れ
か
ら
（
任
国
を
指
し
て
）
歩
み
行
く
と
、
そ
の
道
の
り
は
は
る
か

に
遠
く
、こ
の
美
し
い
花
へ
の
未
練
を
残
し
て
去
る
こ
と
に
な
ろ
う
」

と
、「
憐
花
去
」
に
つ
い
て
両
書
の
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
。
筆
者
は

『
注
』
の
花
散
る
説
を
採
用
せ
ず
、『
釈
』
の
立
ち
去
る
説
に
従
う
。

ま
た
、「
無
限
」
に
つ
い
て
、
両
書
は
と
も
に
前
途
を
形
容
す
る
言

葉
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
筆
者
は
「
憐
花
去
」
と
い
う
動
作
を
形
容

す
る
も
の
と
思
う
。
こ
の
転
句
に
お
い
て
美
濃
に
赴
任
す
る
前
の
忠

臣
の
離
れ
が
た
い
未
練
が
詠
わ
れ
て
い
る
。地
方
に
赴
任
す
る
前
に
、

京
の
花
や
春
を
名
残
惜
し
く
て
別
れ
た
く
な
い
心
情
を
、
道
真
は
讃

岐
に
赴
く
前
に
も
「
欲
レ
辞
二
東
閤
一
何
為
レ
恨
／
不
レ
見
二
明
春
洛
下

花
一
」（『
菅
家
文
草
』
巻
三
・
186
「
相
国
東
閤
餞
席
」）
と
詠
っ
て
い
る
。

忠
臣
詩
の
場
合
は
、
都
の
花
、
特
に
菅
家
の
花
（
と
春
）
に
対
し
て

限
り
な
き
未
練
を
持
っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
忠
臣
が
殊
に
菅
家
に
未
練
が
あ
る
の
は
、
単
に
菅
家

の
花
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
前
半
二
句
と
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、

そ
れ
は
親
友
の
道
真
と
の
惜
別
に
よ
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
こ
の
詩

の
贈
別
の
主
題
と
呼
応
し
て
い
る
が
、
忠
臣
と
道
真
と
の
間
に
特
別

な
友
情
が
あ
る
こ
と
も
窺
え
る
。
因
み
に
、
承
句
の
表
現
の
出
典
に

つ
い
て
、『
注
』は
白
居
易
の「
平
生
親
友
心
／
豈
得
レ
知
二
深
浅
一
」（
巻

十
・
0465
「
寄
二
元
九
一
」）
を
指
摘
し
て
い
る
。
元
和
九
年
（
八
一
四
）、

母
の
喪
に
服
す
る
た
め
故
郷
の
下か
け
い邽

に
退
居
し
て
い
る
白
居
易
は
眼

病
を
患
っ
た
上
に
、
経
済
面
で
も
か
な
り
厳
し
い
状
況
に
陥
っ
た
。

こ
う
し
た
な
か
、
元
稹
は
江
陵
に
左
遷
中
で
あ
り
な
が
ら
も
、
白
居

易
に
慰
問
の
手
紙
を
送
っ
た
り
、
経
済
支
援
を
し
た
り
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
白
居
易
は
前
記
の
よ
う
な
感
慨
を
吐
露
し
た
。
こ
の
白
詩

の
表
現
を
利
用
し
て
、
道
真
と
の
交
友
関
係
を
詠
じ
た
忠
臣
は
、
次

に
述
べ
る
「
花
鳥
共
逢
レ
春
」
唱
和
詩
群
の
中
で
も
元
白
両
人
の
よ
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う
な
交
友
像
を
想
起
し
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

四
、「
花
鳥
共
逢
レ
春
」
唱
和
詩
群
に
み
え
る
交
友

仁
和
五
年
（
八
八
九
）
正
月
、
宮
中
で
内
宴
が
催
さ
れ
た
。
詩
題

は
「
花
鳥
共
逢
レ
春
」
で
あ
る
。
こ
の
時
、
国
司
交
替
の
手
続
き
が

完
了
し
て
お
ら
ず
、
京
で
新
し
い
任
官
を
待
つ
忠
臣⎠

₁₅
⎝

も
内
宴
に
参
加

し
て
詩
を
作
っ
た
。
そ
の
後
、
外
吏
と
し
て
讃
岐
に
い
る
道
真
は
、

宮
廷
詩
人
と
し
て
復
帰
し
た
い
思
い
を
込
め
て
同
題
の
詩
を
作
っ
て

忠
臣
に
宛
て
た
。
こ
の
詩
を
は
じ
め
と
し
て
、
忠
臣
と
道
真
と
の
間

に
、
計
四
首
の
唱
和
詩
が
交
わ
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
「
言
・
温
・
恩

・
門
・
園
」
を
韻
字
と
す
る
次
韻
詩
で
あ
る
。
以
下
、
順
を
追
っ
て

原
文
を
掲
げ
た
い
。

①
「
聞
下
群
臣
侍
二
内
宴
一
賦
中
花
鳥
共
逢
上
レ
春
、
聊
製
二
一
篇
一
、

寄
二
上
前
濃
州
田
別
駕
一
」（『
菅
家
文
草
』
巻
四
・
285
）

花
不
含
霊
鳥
不
言　
　

花
は
霊
を
含
ま
ず
鳥
言も
の
い

は
ず

知
春
為
政
調
寒
温　
　

 

知
り
ぬ　

春
の
政
を
為
し
て
寒
温
を

調と
と
の

へ
る
を

幽
渓
転
感
求
賢
詔　
　

幽ふ
か

き
渓た
に

も
転う
た

た
感
ず　

賢
を
求
む
る
詔

古
木
方
驚
養
老
恩　
　

古
き
木
も
方ま
さ

に
驚
く　

老
い
を
養
ふ
恩

望
鶴
晴
飛
千
万
里　
　

 

望
ま
く
は　

鶴
の
晴
れ
て
千
万
里
を
飛

ば
む
こ
と
を

思
梅
艶
発
九
重
門　
　

 

思
は
く
は　

梅
の
艶
や
か
に
九
重
の
門

に
発ひ
ら

か
む
こ
と
を

裛
香
低
翅

0

0

風
莎
地　
　

香
を
裛つ
つ

み　

翅
を
低た

る　

風
莎
の
地

争
得
時
来
入
禁
園　
　

 

争
で
か
時
来
り
て
禁
園
に
入
る
こ
と
得え

む

②
「
奉
レ
酬
乙
讚
州
菅
使
君
聞
下
群
臣
侍
二
内
宴
一
賦
中
花
鳥
共
逢
上
レ

春
見
レ
寄
什
甲　

次
押
」（『
田
氏
家
集
』
巻
下
・
133
）

未
堪
芬
馥
応
綸
言　
　

 

未
だ
堪
へ
ず　

芬
馥
の
綸
言
に
応
ふ
る

に

豈
是
籠
禽
詩
思
温　
　

 

豈
に
是
れ
籠
禽
が
詩
思
の
温
ま
る
こ
と

あ
ら
む
や

南
郭
槁
株
初
著
艶　
　

 

南
郭
の
槁か

れ
た
る
株　

初
め
て
艶
を
著

け

北
山
傷
雀
擬
酬
恩　
　

 

北
山
の
傷
め
る
雀　

恩
に
酬
い
む
こ
と

を
擬お
も

ふ

君
魂
花
発
馳
宮
掖　
　

 

君
が
魂
は
花
と
発
き
て
宮
掖
に
馳
せ
た

り

我
意
鷗
飛

0

0

到
海
門　
　

我
が
意
は
鷗
と
飛
び
て
海
門
に
到
ら
む

可
惜
翰
華
兼
綵
鳳　
　

惜
し
む
べ
し　

翰
華
と
綵
鳳
と

逢
春
不
得
共
林
園　
　

 

春
に
逢
ひ
て
林
園
を
共
に
す
る
を
得
ざ

る
を



－12－

③
「
予
曾
経
以
下
聞
三
群
臣
賦
二
花
鳥
共
逢
一レ
春
之
詩
上
、
寄
二
上
前

濃
州
田
別
駕
一
。
別
駕
今
之
不
レ
遺
、
遠
辱
二
還
答
一
、
詩
篇
之
外
、

別
附
二
書
問
一
。
予
先
読
二
消
息
一
。
詩
云
書
云
、
不
レ
覚
流
レ
涙
。
更

用
二
園
字
一
、
重
感
二
花
鳥
一
」（『
菅
家
文
草
』
巻
四
・
291
）

自
聞
花
鳥
遠
形
言　
　

 

花
鳥　

遠
く
言こ
と

に
形あ
ら
は

る
る
を
聞
き
て

よ
り

憶
昔
吹
噓
意
気
温　
　

 
憶お
も

ふ
昔　

吹
噓
し
て
意
気
温
か
な
り
し

を

心
折
細
書
千
里
面　
　

心
折く
じ

け
て
細
書
す　

千
里
の
面

舌
饒
長
句
万
令
恩　
　

舌
饒ゆ
た

か
に
し
て
長
句
す　

万
令
の
恩　
　

我
悲
凋
落
浮
煙
水　
　

 

我わ
れ

悲
し
ぶ
ら
く
は　

凋
落
し
て
煙
水
に

浮
か
べ
る
を

君
嘆
低
飛
宿
草
門　
　

 

君
嘆な
げ

か
く
は　

低
く
飛
び
て
草
門
に
宿

る
を

努
力
明
春
求
友
到　
　

 

努
力
し
て　

明
春　

友
を
求
め
て
到
り

な
ば

一
枝
巣
在
旧
丘
園　
　

一
枝
の
巣
は
旧も
と

の
丘
園
に
在
ら
む

④
「
菅
讚
州
重
答
二
拙
詩
一
、頻
叙
二
花
鳥
逢
レ
春
之
意
一
。
四
月
晦
、

先
使
去
。
五
月
望
、
後
使
来
。
不
レ
遠
二
千
里
一
、
交
二
馳
尺
題
一
。
更

亦
抽
レ
懐
、
押
レ
韻
報
上
」（『
田
氏
家
集
』
巻
下
・
135
）

滄
波
縮
地
累
嘉
言　
　

滄
波　

地
を
縮
め
て
嘉
言
を
累か
さ

ぬ

此
日
知
君
席
不
温　
　

 

此
日
知
り
ぬ
君
が
席
の
温
ま
ら
ざ
る
を

望
北
花
時
思
雪
唱　
　

北
を
望
み
て
は
花
時
に
雪
唱
を
思
ふ

図
南
天
外
恋
皇
恩　
　

南
を
図
り
て
は
天
外
に
皇
恩
を
恋
ふ

梅
霖
兎
月
纔
盈
魄　
　

梅
霖
の
兎
月　

纔
か
に
魄
を
盈
た
す

海
駅
魚
書
再
到
門　
　

海
駅
の
魚
書　

再
び
門
に
到
る

不
晩
虎
符
還
象
魏　
　

 

晩
か
ら
ず
虎
符
の
象
魏
に
還
ら
む
こ
と

莫
能
勤
苦
憶
家
園　
　

能
く
勤
苦
し
て
家
園
を
憶
ふ
こ
と
莫
れ

本
来
、「
花
鳥
共
逢
レ
春
」
と
い
う
句
題
で
は
、
春
の
到
来
と
天
皇

の
恵
み
が
花
や
鳥
な
ど
万
物
に
及
ぼ
す
こ
と
が
詠
わ
れ
る
の
が
一
般

的
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
唱
和
詩
群
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
讃
美
的
な

基
調
は
皆
無
で
あ
る
。
新
た
な
官
職
を
得
ら
れ
な
い
忠
臣
の
不
安
定

な
状
況
や
、
不
本
意
な
国
守
の
任
に
い
る
道
真
の
境
遇
に
鑑
み
れ
ば

納
得
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
両
人
は
自
ら
の
境
遇
を
花
や
鳥
に
投
影
し

た
結
果
、「
花
鳥
共
逢
レ
春
」
と
い
う
公
宴
詩
題
の
あ
る
べ
き
基
調
に

背
を
向
け
て
し
ま
う
。
従
来
の
公
宴
詩
の
枠
を
乖
離
し
た
こ
の
詩
群

で
は
、
忠
臣
と
道
真
と
の
交
友
像
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
く
る
。

ま
ず
は
、
忠
臣
が
い
か
に
道
真
の
境
遇
を
捉
え
て
い
る
か
を
分
析

し
て
み
た
い
。
一
首
目
に
お
い
て
、道
真
は
自
ら
の
境
遇
を
「
幽
渓
」

に
い
る
鶴
や
「
古
木
」
の
梅
に
見
立
て
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
道
真

の
境
遇
を
、
忠
臣
は
二
首
目
の
首
聯
に
お
い
て
、「
籠
禽
」（
籠
の
中
の

鳥
の
よ
う
に
不
自
由
な
身
の
上
）
と
い
う
語
で
ま
と
め
て
い
る
。
こ
の
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「
籠
禽
」
の
表
現
と
イ
メ
ー
ジ
は
、
実
は
白
詩
に
も
し
ば
し
ば
見
ら

れ
る
。
以
下
、
関
連
詩
句
を
掲
げ
て
み
た
い
。

① 

一
為
二
州
司
馬
一
、
三
見
二
歳
重
陽
一
。
剣
匣
塵
埃
満
、
籠
禽

日
月
長
（
巻
十
七
・
1073
「
九
日
酔
吟
」）

② 

網
初
鱗
撥
剌
、
籠
久
翅
摧
残
（
同
1089
「
自
二
江
州
司
馬
一
授
二
忠

州
刺
史
一
︙
︙
鄙
誠
」）

③ 

忠
州
好
悪
何
須
レ
問
、
鳥
得
レ
辞
レ
籠
不
レ
択
レ
林
（
同
1090
「
除
二

忠
州
一
、
寄
二
謝
崔
相
公
一
」）

④ 

水
梗
漂
万
里
、
籠
禽
囚
五
年
（
巻
十
一
・
528
「
初
到
二
忠
州
一

︙
︙
寄
二
万
州
楊
八
使
君
一
」）

⑤ 

両
州
何
事
偏
相
憶
、
各
是
籠
禽
作
二
使
君
一
（
巻
十
八
・
1154
「
答
二

楊
使
君
登
レ
楼
見
一レ
憶
」）

最
初
の
三
例
は
、
い
ず
れ
も
白
居
易
が
江
州
に
謫
居
中
の
元
和
十

三
年
（
八
一
八
）
に
詠
じ
た
も
の
。
周
知
の
よ
う
に
、
白
居
易
は
元

和
十
年
に
江
州
司
馬
に
左
遷
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
よ
う
や
く
元
和
十

三
年
に
、
宰
相
に
な
っ
た
親
友
の
崔さ
い
ぐ
ん群
の
助
け
で
忠
州
刺
史
へ
転
任

す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
江
州
貶
謫
の
境
遇
を
、白
居
易
は
自
ら「
籠

禽
」
と
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
忠
州
と
い
う
辺
鄙
な
地
に
転
任
す
る

の
は
、
白
居
易
は
実
は
不
満
足
で
あ
っ
た
が
、
と
も
か
く
江
州
司
馬

と
い
う
貶
謫
の
身
か
ら
脱
却
で
き
る
の
で
、
白
居
易
は
③
の
崔
群
に

寄
せ
た
詩
に
お
い
て
「
鳥 

籠
を
辞
す
る
を
得
れ
ば
林
を
択え
ら

ば
ず
」

と
詠
じ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
不
満
足
な
情
緒
は
、
④
と
⑤
の
中
に
も
表
れ
て
い
る
。

こ
の
二
例
は
白
居
易
が
忠
州
刺
史
に
着
任
し
た
元
和
十
四
年
に
詠
っ

て
、友
人
の
楊よ
う
き
こ
う

帰
厚
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
例
に
お
い
て
、

白
居
易
は
自
ら
の
境
遇
だ
け
で
な
く
、
万
州
刺
史
に
在
任
中
の
楊
の

境
遇
を
も
「
籠
禽
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
白
居
易
は

「
籠
禽
」
と
い
う
表
現
で
、
主
に
江
州
司
馬
や
忠
州
刺
史
と
い
っ
た

不
遇
時
代
の
境
遇
に
喩
え
て
い
る
。

そ
し
て
、「
籠
禽
」
と
い
う
白
居
易
の
自
己
意
識
を
、
忠
臣
は
讃
岐

に
転
出
し
て
い
る
道
真
の
境
遇
に
当
て
は
め
、
道
真
を
慰
め
よ
う
と

し
て
い
る
。
例
え
ば
、
道
真
が
一
首
目
の
尾
聯
で
述
べ
た
「
裛
香
低

翅
風
莎
地
／
争
得
時
来
入
禁
園
」（
こ
の
梅
も
香
り
を
発
せ
ず
、
鷗
も
翼

を
垂
れ
た
ま
ま
雄
飛
で
き
ず
、
海
風
の
吹
き
す
さ
ぶ
讃
岐
に
い
る
私
に
は
、

い
つ
か
良
い
時
が
巡
り
き
て
宮
中
に
復
帰
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
）
と
い
う
、

宮
中
の
内
宴
に
参
加
で
き
な
い
悲
観
の
嘆
き
に
対
し
て
、
忠
臣
は
二

首
目
で
「
我
意
鷗
飛
到
海
門
」（
私
は
鷗
の
よ
う
に
あ
な
た
が
い
る
讃
岐

に
飛
ん
で
い
き
た
い
）
や
「
可
惜
︙
逢
春
不
得
共
林
園
」
と
詠
じ
て
、

同
情
や
慰
撫
の
思
い
や
り
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
三
首
目
の
尾
聯

「
努
力
明
春
求
友
到
／
一
枝
巣
在
旧
丘
園
」（
明
年
の
春
に
友
鳥
を
求
め

て
、
一
緒
に
都
に
到
り
着
き
た
い
と
欲
す
る
鳥
が
、
せ
め
て
都
で
の
一
枝
の

巣
だ
け
で
も
元
の
ま
ま
丘
園
に
あ
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
よ
う
に
、
私
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も
ひ
た
す
ら
自
分
の
都
で
の
住
処
が
元
の
ま
ま
で
あ
っ
て
ほ
し
い
も
の
だ
）

と
い
う
道
真
の
思
郷
の
念
に
対
し
て
、忠
臣
は
四
首
目
の
尾
聯
で「
不

晩
虎
符
還
象
魏
／
莫
能
勤
苦
憶
家
園
」（
間
も
な
く
あ
な
た
の
国
守
の

任
期
は
満
ち
て
都
に
帰
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
ん
な
に
都
の
家
ば
か
り
を
思

っ
て
は
い
け
な
い
）
と
慰
め
て
い
る
。

か
つ
て
焼
山
廣
志
氏
は
前
二
首
の
唱
和
詩
に
注
目
し
て
、
忠
臣
が

道
真
の
「
低
翅
」
を
承
け
て
「
鷗
飛
」
と
詠
じ
た
の
は
、
元
白
の
あ

る
唱
和
詩
の
影
響
だ
と
指
摘
し
た⎠

₁₆
⎝

。
具
体
的
に
は
、
元
稹
が
白
居
易

に
宛
て
た
「
寄
二
楽
天
一
」（『
元
氏
長
慶
集
』
巻
二
十
二
）
と
い
う
詩
の

尾
聯
「
安
得
故
人
生
羽
翼

0

0

0

／
飛
来

0

0

相
伴
酔
如
泥
︿
安
く
ん
ぞ
故
人
の

羽
翼
を
生
じ
／
飛
来
し
て
相
伴
に
酔
ひ
て
泥
の
如
く
な
ら
ん
を
得
ん

や
﹀」
と
、元
詩
に
対
す
る
白
居
易
の
返
詩
「
答
二
微
之
見
一レ
寄
」（『
文

集
』
巻
五
十
三
・
2327
）
に
見
ら
れ
る
「
拍
水
沙
鷗

0

0

湿
翅
低

0

0

︿
水
を
拍
つ

沙
鷗 

湿
翅 

低
る
﹀」
と
、
こ
の
二
箇
所
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
道
真
が

白
詩
の
表
現
を
踏
ま
え
て
い
る
の
を
読
み
取
っ
て
、
こ
ん
ど
は
忠
臣

が
元
詩
の
詩
想
と
表
現
を
踏
襲
し
て
道
真
へ
の
返
詩
を
作
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
道
真
と
の
間
に
元
白
の
よ
う
な
交
友
関
係
を
持

ち
た
い
と
願
う
忠
臣
の
気
持
ち
が
窺
え
よ
う⎠

₁₇
⎝

。

因
み
に
、
こ
の
詩
群
で
は
一
見
、
単
に
忠
臣
が
道
真
を
慰
撫
し
て

い
る
一
方
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
前
に
挙
げ

た
⑤
の
白
詩
「
両
州
何
事
偏
相
憶
、各
是
籠
禽
作
二
使
君
一
」
の
中
で
、

白
居
易
は
己
と
同
じ
く
不
満
足
な
境
遇
に
い
る
友
人
の
不
遇
感
と
孤

独
感
を
理
解
し
、
互
い
に
慰
め
合
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
道
真
の
場
合

に
重
ね
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、
道
真
も
ま
た
白
居
易
の
よ
う
に
、
忠
臣

の
境
遇
に
同
情
し
、
慰
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
前

述
し
た
忠
臣
の
「
我
意
鷗
飛
到
海
門
」
の
慰
め
に
対
し
て
、
道
真
は

三
首
目
の
返
詩
に
お
い
て
感
謝
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
そ
の
ヒ
ン
ト

で
「
君
嘆
低
飛
宿
草
門
」（
雄
飛
す
る
こ
と
な
く
、
草
深
い
門
の
ほ
と
り

に
低
迷
し
て
い
る
鳥
の
よ
う
な
身
の
上
を
、
あ
な
た
は
嘆
い
て
い
る
）
と
詠

じ
て
、
新
し
い
任
官
を
待
つ
不
安
定
な
状
態
に
い
る
忠
臣
へ
の
同
情

の
念
を
表
明
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
白
居
易
が
不
遇
逆
境
時
代
に
友
人
た
ち
（
元
稹
な

り
楊
帰
厚
な
り
）
と
慰
め
合
っ
て
い
る
交
友
像
、
ひ
い
て
は
白
居
易

の
生
涯
の
交
友
文
学
の
真
髄
を
、
忠
臣
と
道
真
は
と
も
に
体
得
し
、

そ
し
て
、
彼
ら
の
交
友
関
係
に
重
ね
た
の
で
あ
ろ
う
。

︻
注
︼

（
1
）
金
原
理
「
嶋
田
忠
臣
と
白
詩
」（
同
氏
著
『
平
安
朝
漢
詩
文
の
研
究
』

所
収
、
九
州
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
年
）、
三
木
雅
博
「
嶋
田
忠
臣

と
白
詩
」（『
白
居
易
研
究
講
座
』
第
三
巻
所
収
、
勉
誠
社
、
一
九
九

三
年
）、
新
間
一
美
「
わ
が
国
に
お
け
る
元
白
詩
・
劉
白
詩
の
受
容
」

（『
白
居
易
研
究
講
座
』
第
四
巻
所
収
、
一
九
九
四
年
）
な
ど
。
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（
2
）
本
稿
の
『
田
氏
家
集
』
の
引
用
は
、
原
則
と
し
て
小
島
憲
之
監
修
『
田

氏
家
集
注
』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
一
～
一
九
九
四
年
）
に
よ
る
が
、

中
村
璋
八
・
島
田
伸
一
郎
『
田
氏
家
集
全
釋
』（
汲
古
書
院
、
一
九
九

三
年
）に
従
う
場
合
も
あ
る
。
そ
の
つ
ど
注
記
す
る
。
訓
み
く
だ
し
は
、

両
書
を
参
考
し
た
上
で
私
的
に
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
両
書

を
そ
れ
ぞ
れ
『
注
』
と
『
釈
』
と
略
す
る
。
な
お
、
両
書
の
通
し
番

号
は
同
じ
で
あ
り
、
そ
れ
に
従
う
。

（
3
）「
故
令
」
二
字
は
私
案
で
は
あ
る
が
、『
注
』
も
『
釈
』
も
底
本
の
「
故
今
」

を
採
ら
ず
「
教
令
」
に
校
訂
す
る
。

（
4
）
白
詩
の
引
用
は
岡
村
繁
『
白
氏
文
集
』（
新
釈
漢
文
大
系
本
、明
治
書
院
）

に
従
っ
た
が
、
訓
み
く
だ
し
は
数
カ
所
改
め
た
。
括
弧
内
に
花
房
作

品
番
号
を
示
す
。

（
5
）
因
み
に
、張
籍
の
こ
の
詩
に
対
し
て
、裴
度
も
返
詩
を
作
っ
た
。
ま
た
、

張
籍
あ
る
い
は
裴
度
の
詩
に
対
し
て
、
白
居
易
の
ほ
か
、
当
時
の
大
文

人
た
ち
韓
愈
・
元
稹
・
劉
禹
錫
・
李
絳
・
張
賈
ら
も
唱
和
詩
を
作
っ

た
が
、
忠
臣
の
当
該
詩
は
主
に
白
詩
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
思
う
。

（
6
）『
扶
桑
集
』
巻
七
に
「
哀
傷
部
」
と
い
う
部
門
が
あ
り
、
そ
の
中
に
は

更
に
「
悼
亡
」「
哭
児
」「
墳
」「
病
」「
嘆
」
と
五
つ
分
け
て
い
る
。「
悼

亡
」
と
い
う
分
類
に
は
、
菅
原
道
真
の
「
傷
二
藤
進
士
一
呈
二
東
閣
諸
執

事
一
」
や
「
到
二
河
陽
駅
一
有
レ
感
而
泣
」
な
ど
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
二
首
の
詩
は
い
ず
れ
も
妻
の
死
を
悲
し
む
も
の
で
は
な
い
。

（
7
）「
泉
途
」
は
冥
途
、
黄
泉
の
国
の
意
。「
途
」
は
『
釈
』
の
意
改
。『
注
』

は
底
本
の「
逢
」の
ま
ま
。
筆
者
は『
釈
』の
案
に
従
う
。
因
み
に
、『
釈
』

が
指
摘
し
て
い
な
い
が
、『
文
選
』（
巻
五
十
七
、
謝
荘
「
宋
孝
武
宣
貴

妃
誄
」）
に
は
「
皇
帝
痛
二
掖
殿
之
既
闃
一
、悼
二
泉
途
之
已
宮
一
」
と
、『
菅

家
文
草
』
巻
二
・
100
「
喜
レ
被
三
遥
兼
二
賀
員
外
刺
史
一
」
に
は
「
月
俸

曾
因
レ
含
レ
哺
飽
、
泉
途
更
欲
二
計
レ
恩
詶
一
」
と
、「
泉
途
」
の
用
例
が

見
え
る
。
因
み
に
、
本
稿
の
道
真
の
詩
文
の
本
文
は
、
日
本
古
典
文

学
大
系
本『
菅
家
文
草　

菅
家
後
集
』（
川
口
久
雄
校
注
、一
九
六
六
年
）

に
よ
る
。

（
8
）
亡
き
人
を
悲
し
む
涙
が
雨
と
な
っ
て
冥
途
ま
で
流
れ
て
ゆ
く
と
い
う

よ
う
な
発
想
は
、『
古
今
集
』
巻
十
六
「
哀
傷
歌
」
の
巻
頭
を
飾
る
小

野
篁
の
「
泣
く
涙
雨
と
降
ら
な
む
渡
り
川
水
ま
さ
り
な
ば
帰
り
く
る

が
に
」
を
想
起
さ
せ
よ
う
。

（
9
）
忠
臣
詩
の
「
恵
死
荘
収
礩
」
は
白
詩
の
「
恵
死
荘
杜
口
」
を
模
倣
し

た
も
の
に
違
い
な
い
が
、「
礩
」（『
広
韻
』
に
「
礩
、
柱
下
石
也
」
と

あ
る
）
で
は
意
味
不
通
の
た
め
、『
注
』
と
『
釈
』
は
諸
本
の
「
礩
」

を
採
用
せ
ず
、
後
述
す
る
『
荘
子
』
の
故
事
に
よ
っ
て
「
質
」
に
改

め
た
。
し
か
し
、「
質
を
収
む
」（
質
は
相
手
や
対
象
の
意
）
と
い
う
表

現
は
依
然
と
し
て
意
味
が
通
じ
な
い
と
思
う
。
本
稿
で
は
、
し
ば
ら

く
「
礩
」
の
ま
ま
に
す
る
。
一
方
、「
絃
」
と
の
対
句
関
係
か
ら
考
え

れ
ば
、『
初
学
記
』（
交
友
）
の
事
対
に
「
伯
牙
絶
レ
絃　

郢
人
運
レ
斤
」
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と
あ
り
、
ま
た
初
唐
・
駱
賓
王
の
「
夏
日
遊
二
徳
州
一
贈
二
高
四
一
」
に 

「
成
レ
風
郢
匠
斫（
斲
）／
流
レ
水
伯
牙
絃
」
と
あ
る
よ
う
に
、
同
じ
『
荘

子
』
の
故
事
に
見
ら
れ
る
郢
人
の
斧
を
意
味
す
る
「
斤
」（
平
字
）も

し
く
は
「
斫
」（
仄
字
、「
斲
」
は
そ
の
異
体
字
）
は
一
案
と
し
て
は
可

能
か
と
思
う
。
し
か
し
、「
恵
死
荘
収
斫
」
の
よ
う
に
郢
人
で
は
な
く

荘
子
が
斫
を
収
む
と
い
っ
た
言
い
方
は
や
は
り
不
自
然
で
あ
ろ
う
。

後
考
に
待
つ
。

（
10
）
引
用
文
は
新
釈
漢
文
大
系
本
『
荘
子
』（
明
治
書
院
、
一
九
六
七
年
）

に
よ
る
。

（
11
）
前
掲
新
間
氏
論
文
と
三
木
雅
博
「
平
安
朝
に
お
け
る
「
劉
白
唱
和
集
解
」

の
享
受
を
め
ぐ
っ
て
」（『
白
居
易
研
究
年
報
』
第
２
号
、
勉
誠
出
版
、

二
〇
〇
一
年
）
参
照
。

（
12
）
蔵
中
ス
ミ
「
嶋
田
忠
臣
年
譜
覚
之
書
」（
前
掲
『
注
』
巻
之
上
所
収
、

初
出
は
一
九
七
三
年
）
参
照
。

（
13
）
後
藤
昭
雄
「
嶋
田
忠
臣
論
断
章
」（
同
氏
著
『
平
安
朝
文
人
志
』
所
収
、

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）
参
照
。

（
14
）「
恨
」
は
本
来
欠
字
。『
注
』
は
「
意
」
を
補
っ
た
が
、「
別
恨
」
な
ど

の
可
能
性
も
提
示
し
て
お
り
、
筆
者
は
「
別
恨
」
を
採
り
た
い
。
因

み
に
、『
釈
』
も
「
別
恨
」
を
採
っ
て
い
る
。

（
15
）
後
述
す
る
三
首
目
の
道
真
詩
の
尾
聯
の
「
別
駕
先
年
罷
レ
官
、
未
レ
得
二

放
還
一
」
と
い
う
自
注
か
ら
知
ら
れ
る
。

（
16
）
焼
山
廣
志
「
菅
原
道
真
の
詩
に
投
影
さ
れ
て
い
る
白
居
易
・
元
稹
の

唱
和
詩
に
つ
い
て
（
そ
の
一
）」（『
九
州
大
学
国
文
』
23
、
一
九
九
四

年
七
月
）、
及
び
「
同
（
そ
の
二
）」（
熊
本
大
学
『
国
語
国
文
学
研
究
』

32
、
一
九
九
七
年
二
月
）
参
照
。
因
み
に
、
こ
の
唱
和
詩
群
の
梅
に

注
目
し
た
波
戸
岡
旭
氏
の
「
島
田
忠
臣
と
の
応
酬
詩
に
み
え
る
梅
花
」

（
同
氏
著
『
宮
廷
詩
人 

菅
原
道
真
―
―
『
菅
家
文
草
』・『
菅
家
後
集
』

の
世
界
』
二
三
二
頁
以
降
）
の
論
が
あ
る
。

（
17
）
も
ち
ろ
ん
、
道
真
と
忠
臣
の
唱
和
詩
の
基
調
は
、
元
白
の
そ
れ
と
い

さ
さ
か
違
和
感
を
覚
え
さ
せ
る
。
当
時
、
元
稹
は
四
十
六
歳
（
越
州

刺
史
）、
白
居
易
は
五
十
三
歳
（
杭
州
刺
史
）。
世
の
中
は
依
然
と
し

て
騒
が
し
い
け
れ
ど
も
、
人
生
の
波
瀾
を
乗
り
越
え
て
き
た
二
人
は
、

だ
ん
だ
ん
心
静
か
に
老
年
へ
辿
り
着
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
心
境
の

下
に
交
わ
さ
れ
た
元
白
の
唱
和
詩
の
基
調
は
任
地
の
優
れ
た
風
光
を

楽
し
む
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
元
詩
の
頸
聯
「
氷
消
二
田
地
一
蘆
錐

短
／
春
入
二
枝
条
一
柳
眼
低
」
は
早
春
の
風
光
を
う
た
う
も
の
で
、『
和

漢
朗
詠
集
』「
早
春
」
部
の
劈
頭
に
飾
ら
れ
て
い
る
名
句
で
あ
る
。
し

か
し
、
忠
臣
と
道
真
の
唱
和
詩
が
白
居
易
の
交
友
文
学
の
影
響
を
承

け
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
と
思
う
。


