
要
旨『

徒
然
草
』
第
二
十
五
段
は
、
京
極
殿
と
法
成
寺
を
例
と
し
て
世
の
無
常
を
説
く
章
段
で
あ
る
。
そ
の
中
の
、
「
桃
李
も
の
言
は
ね
ば
、
誰
と
と

も
に
か
昔
を
語
ら
ん
」
と
い
う
無
常
を
感
嘆
す
る
文
章
は
、
「
桃
李
不
言
、
下
自
成
腰
」
と
い
う
漢
籍
の
故
事
を
踏
ま
え
て
い
る
。
し
か
し
、
桃
李

は
も
の
を
言
わ
な
い
が
、
花
と
実
の
た
め
に
、
そ
の
樹
の
下
に
自
ず
か
ら
人
が
集
ま
っ
て
き
て
小
道
が
で
き
る
と
い
う
こ
の
故
事
の
原
意
と
は
意

味
も
用
法
も
異
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
表
現
が
、
も
と
も
と
の
意
味
か
ら
離
れ
て
、
懐
旧
の
思
い
を
語
る
も
の
に
変
遷
し
て
い
く
経
緯
を

中
国
と
日
本
の
古
典
作
品
に
見
ら
れ
る
用
例
に
そ
っ
て
考
察
を
行
う
。

た
と
え
ば
、
近
世
の
諸
注
釈
か
ら
、
『
徒
然
草
』
の
注
釈
書
は
、
こ
の
文
章
の
出
典
と
し
て
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
菅
原
文
時
の
漢
詩
「
桃
李
不
言

春
幾
暮
、
煙
霞
無
跡
昔
誰
栖
」
と
、
『
後
拾
遺
集
』
出
羽
弁
の
和
歌
「
ふ
る
さ
と
の
花
の
物
い
ふ
世
な
り
せ
ぱ
い
か
に
む
か
し
の
こ
と
を
問
は
ま
し
」

を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
、
朗
詠
古
注
の
『
永
済
注
』
と
『
平
家
物
語
』
巻
三
「
少
将
都
還
」
は
、
こ
の
漢
詩
と
和
歌
を
並
べ
た
形
で
あ
げ
て
い
る
。

こ
こ
で
の
「
桃
李
不
言
」
の
表
現
は
「
徒
然
草
』
と
同
じ
、
懐
旧
の
思
い
を
詠
み
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
こ
の
表
現
を
懐
旧
の
意
味

で
使
う
傾
向
は
中
国
の
漢
詩
の
中
に
見
ら
れ
、
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
日
本
漢
詩
に
も
見
ら
れ
た
。
ま
た
、
和
歌
に
お
い
て
も
、
「
桃
李
不
言
」
の

故
事
を
踏
ま
え
て
懐
旧
の
思
い
が
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
表
現
は
原
典
の
意
味
か
ら
離
れ
て
、
中
国
と
日
本
の
漢
詩
文
、
さ
ら
に
和
歌
に
お
い
て
も
、
懐
旧
の
思
い
を
詠
む
用
法
が

『
徒
然
草
』
に
お
け
る
漢
籍
受
容
の
方
法

’
第
二
十
五
段
「
桃
李
も
の
言
は
ね
ば
」
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

黄
星
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現
れ
、
複
雑
な
変
遷
の
経
緯
を
経
て
い
る
。
こ
う
い
う
出
典
を
用
い
る
時
、
原
典
か
ら
で
は
な
く
、
変
容
し
た
形
の
も
の
を
取
り
入
れ
る
間
接
的

な
受
容
方
法
は
、
『
徒
然
草
」
の
漢
籍
出
典
を
考
え
る
時
に
は
、
看
過
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
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『徒然草』における漢籍受容の方法

「
飛
烏
川
の
淵
瀬
、
常
な
ら
ぬ
世
に
し
あ
れ
ば
」
か
ら
始
ま
る
『
徒
然
草
』
第
二
十
五
段
は
、
藤
原
道
長
の
京
極
殿
と
法
成
寺
を
例
に

あ
げ
て
、
無
常
を
説
く
章
段
で
あ
る
。
著
侈
を
極
め
た
邸
宅
も
今
は
見
る
だ
け
で
も
悲
し
く
な
る
ほ
ど
に
荒
れ
果
て
て
い
る
こ
と
か
ら
、

死
後
の
こ
と
ま
で
心
を
尽
く
し
て
配
盧
す
る
の
は
、
む
な
し
い
こ
と
だ
と
兼
好
は
語
っ
て
い
る
。
少
し
長
く
な
る
が
、
第
二
十
五
段
の
本

文
を
引
用
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

す
ま
ぬ
野
ら
と
な
り
、
変
ら
ぬ
す
み
か
は
人
改
ま
り
ぬ
。
桃
李
も
の
言
は
ね
ば
、
誰
と
と
も
に
か
昔
を
語
ら
ん
。
ま
し
て
、
見
ぬ
い

に
し
へ
の
や
ん
ご
と
な
か
り
け
ん
跡
の
み
ぞ
、
い
と
は
か
な
き
。

京
極
殿
・
法
成
寺
な
ど
見
る
こ
そ
、
志
と
頁
ま
り
、
事
変
じ
に
け
る
さ
ま
は
、
あ
は
れ
な
れ
。
御
堂
殿
の
作
り
み
が
坐
せ
給
ひ
て
、

庄
園
多
く
寄
せ
ら
れ
、
我
が
御
族
の
み
、
御
門
の
御
う
し
ろ
み
、
世
の
か
た
め
に
て
、
行
末
ま
で
と
お
ぽ
し
お
き
し
時
、
い
か
な
ら

ん
世
に
も
、
か
ば
か
り
あ
せ
は
て
ん
と
は
お
ぽ
し
て
ん
や
。
大
門
・
金
堂
な
ど
近
く
ま
で
あ
り
し
か
ど
、
正
和
の
こ
ろ
、
南
門
は
焼

け
ぬ
。
金
堂
は
、
そ
の
の
ち
倒
れ
ふ
し
た
る
ま
上
に
て
、
と
り
た
つ
る
わ
ざ
も
な
し
。
無
量
寿
院
ば
か
り
ぞ
、
そ
の
か
た
と
て
残
り

た
る
。
丈
六
の
仏
九
体
、
い
と
尊
く
て
な
ら
び
お
は
し
ま
す
。
行
成
大
納
言
の
額
、
兼
行
が
書
け
る
扉
、
あ
ざ
や
か
に
見
ゆ
る
ぞ
あ

は
れ
な
る
。
法
華
堂
な
ど
も
、
い
ま
だ
侍
る
め
り
。
こ
れ
も
ま
た
、
い
つ
ま
で
か
あ
ら
ん
。
か
ば
か
り
の
名
残
だ
に
な
き
所
々
は
、

お
の
づ
か
ら
礎
ば
か
り
残
る
も
あ
れ
ど
、
さ
だ
か
に
知
れ
る
人
も
な
し
。

（
１
）

さ
れ
ば
、
よ
る
づ
に
見
ざ
ら
ん
世
ま
で
を
思
ひ
徒
て
ん
こ
そ
、
は
か
な
か
る
べ
け
れ
。

飛
烏
川
の
淵
瀬
、
常
な
ら
ぬ
世
に
し
あ
れ
ば
、
時
移
り
、
事
去
り
、
楽
し
び
・
悲
し
び
ゆ
き
か
ひ
て
、
花
や
か
な
り
し
あ
た
り
も
人

一
、
『
平
家
物
語
』
と
『
永
済
注
』
の
影
響
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建
築
物
の
無
常
か
ら
世
の
無
常
を
連
想
す
る
の
が
こ
の
章
段
の
発
想
で
あ
る
。
無
常
を
説
く
文
章
は
古
来
お
び
た
だ
し
く
存
在
し
て
い

る
が
、
そ
の
中
で
も
こ
の
章
段
は
印
象
に
残
る
美
文
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
冨
倉
氏
は
「
人
生
無
常
を
描
い
た
エ
ッ
セ
イ
と
し
て
わ
が
文

（
２
）

学
中
の
第
一
流
の
文
章
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
」
と
絶
賛
し
て
い
る
。
冒
頭
の
「
飛
烏
川
の
淵
瀬
、
常
な
ら
ぬ
世
に
し
あ
れ
ば
」
の
一
句
は
、

『
古
今
集
』
読
人
し
ら
ず
の
歌
「
世
中
は
な
に
か
つ
ね
な
る
あ
す
か
が
は
き
の
ふ
の
ふ
ち
ぞ
け
ふ
は
せ
に
な
る
」
（
巻
第
十
八
・
雑
歌
下
）
、

伊
勢
の
歌
「
あ
す
か
が
は
ふ
ち
に
も
あ
ら
ぬ
わ
が
や
ど
も
せ
に
か
は
り
ゆ
く
物
に
ぞ
有
り
け
る
」
（
巻
第
十
八
・
雑
歌
下
）
、
読
人
し
ら
ず

（
３
）

の
歌
「
あ
す
か
が
は
ふ
ち
は
せ
に
な
る
世
な
り
と
も
思
ひ
そ
め
て
む
人
は
わ
す
れ
じ
」
（
巻
第
十
四
・
恋
歌
四
）
と
『
枕
草
子
』
の
「
河

（
４
）
〃

は
」
の
条
「
河
は
飛
鳥
川
、
淵
瀬
も
定
め
な
く
、
い
か
な
ら
ん
と
あ
は
れ
也
」
を
想
起
し
て
つ
づ
ら
れ
た
も
の
だ
と
『
寿
命
院
抄
』
か
ら

の
諸
注
釈
に
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
章
段
は
さ
ま
ざ
ま
な
古
歌
や
古
詩
の
先
行
古
典
作
品
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
就
中
、

傍
線
部
の
文
章
「
桃
李
も
の
言
は
ね
ば
、
誰
と
と
も
に
か
昔
を
語
ら
ん
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
漢
籍
の
故
事
「
桃
李

不
言
、
下
自
成
礫
」
を
借
り
て
、
旧
邸
懐
旧
の
思
い
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
「
桃
李
不
言
、
下
自
成
践
」
と
い
う
の
は
、
『
史
記
』
、
『
漢

書
』
に
出
て
く
る
李
広
将
軍
に
関
す
る
故
事
で
あ
る
。
桃
李
は
も
の
を
言
わ
な
い
が
、
美
し
い
花
と
美
味
し
い
実
が
あ
る
た
め
に
、
そ
の

木
の
下
に
は
自
然
に
人
が
集
ま
っ
て
き
て
小
道
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
、
無
口
だ
が
、
人
徳
が
あ
る
た
め
に
、
人
々
に
敬
愛
さ
れ
て
い

る
李
広
将
軍
を
讃
え
る
こ
と
ば
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
故
事
と
そ
れ
を
踏
ま
え
た
第
二
十
五
段
の
文
章
と
は
必
ず
し
も

ダ
イ
レ
ク
ト
に
は
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
論
で
は
、
そ
の
典
故
を
中
心
に
述
べ
て
み
た
い
。

第
二
十
五
段
の
「
桃
李
も
の
言
は
ね
ば
、
誰
と
と
も
に
か
昔
を
語
ら
ん
」
と
い
う
文
章
の
出
典
に
つ
い
て
、
『
寿
命
院
抄
』
は
「
桃
李

（
５
）

不
言
春
幾
暮
、
煙
霞
無
跡
昔
誰
栖
」
と
い
う
『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
下
・
仙
家
に
見
ら
れ
る
菅
原
文
時
の
漢
詩
を
あ
げ
て
お
り
、
『
埜
槌
』

シ
キ
リ
ク
ハ
ウ

モ
ノ
イ
ハ
ナ
ス
ミ
チ

は
同
じ
秀
句
を
あ
げ
た
ほ
か
、
「
史
記
ノ
李
広
ガ
伝
ノ
賛
二
。
桃
李
不
レ
レ
ト
モ
言
下
ヲ
自
成
し
礫
ヲ
」
と
、
前
述
し
た
李
広
伝
の
故
事
を
引
用
し
て

い
る
。
『
慰
草
』
は
『
埜
槌
」
と
同
じ
よ
う
に
、
両
方
を
あ
げ
て
い
る
。
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｢徒然草」における漢籍受容の方法

『
盤
斎
抄
』
は
「
こ
れ
は
古
事
を
も
ち
て
か
く
也
。
松
も
む
か
し
の
友
な
ら
ぬ
な
ど
い
ひ
ふ
る
し
た
る
に
。
か
く
書
事
お
も
し
ろ
き
筆

（
６
）

法
。
一
転
語
奇
妙
な
り
と
い
へ
り
」
と
述
べ
た
ほ
か
、
李
広
伝
の
記
事
は
『
漢
書
』
に
も
あ
る
と
指
摘
し
、
『
埜
槌
』
が
あ
げ
た
『
史
記
』

の
故
事
と
菅
三
品
の
詩
を
併
記
し
た
。
「
松
も
む
か
し
の
友
な
ら
ぬ
」
と
い
う
の
は
、
『
百
人
一
首
』
に
も
入
る
『
古
今
集
』
巻
第
十
七
・

雑
歌
上
の
藤
原
興
風
の
歌
「
誰
を
か
も
し
る
人
に
せ
む
高
砂
の
松
も
昔
の
友
な
ら
な
く
に
」
を
踏
ま
え
た
指
摘
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
『
徒

然
草
』
第
二
十
五
段
の
文
章
と
の
直
接
な
影
響
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
植
物
を
擬
人
的
に
取
り
上
げ
、
友
人
に
職
え
る
発
想
は
通
じ

合
っ
て
い
る
所
が
見
ら
れ
る
。
『
盤
斎
抄
』
は
ま
た
「
李
ヵ
詩
是
故
二
桃
李
樹
、
吐
レ
花
遂
二
不
し
言
。
山
ヵ
詩
桃
李
不
し
言
一
梅
風
」
と
、
李

（
７
）

白
と
黄
庭
堅
の
詩
を
あ
げ
た
。
し
か
し
、
李
白
の
詩
「
古
風
五
十
九
首
其
二
十
五
世
道
」
は
「
所
以
桃
李
樹
、
吐
レ
花
寛
不
し
言
」
と
な
っ

（
８
）

て
お
り
、
黄
庭
堅
の
「
寺
齋
睡
起
二
首
其
二
」
は
「
桃
李
無
し
言
一
再
風
、
黄
鵬
惟
見
緑
葱
葱
」
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
『
盤
斎
抄
』

が
あ
げ
た
詩
句
の
表
現
と
異
な
り
、
管
見
の
限
り
で
は
『
盤
斎
抄
』
の
表
現
通
り
の
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
二
首
の
詩

は
「
桃
李
不
言
」
故
事
を
踏
ま
え
て
い
る
も
の
の
、
『
徒
然
草
』
第
二
十
五
段
の
、
懐
旧
の
思
い
を
表
す
用
法
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。

そ
し
て
、
そ
の
後
に
『
盤
斎
抄
』
は
こ
の
句
に
つ
い
て
の
解
釈
を
続
け
て
い
る
。
李
広
「
将
軍
の
生
ま
れ
つ
き
も
の
い
は
い
人
な
れ
ど
。

心
中
に
ま
こ
と
の
徳
あ
れ
ば
人
の
信
じ
て
。
あ
つ
ま
る
事
。
桃
李
人
に
こ
び
と
い
は
ね
と
も
花
見
事
に
さ
け
ば
。
人
の
あ
つ
ま
る
に
た
と

へ
て
。
い
ひ
た
る
こ
と
は
ざ
よ
り
桃
李
も
の
い
は
ず
と
つ
か
ひ
つ
け
た
り
。
桃
李
人
の
す
ま
ぬ
家
に
の
こ
り
て
あ
る
を
見
て
む
か
し
よ
り

あ
る
も
の
Ｌ
の
こ
る
は
こ
れ
ば
か
り
な
る
が
。
こ
れ
は
も
の
い
は
す
。
さ
て
い
か
頁
せ
ん
と
な
げ
き
た
る
心
也
」
と
述
べ
、
「
世
尊
寺
の

桃
花
を
よ
め
る
古
郷
の
花
の
も
の
い
ふ
よ
な
り
せ
は
い
か
に
む
か
し
の
こ
と
を
と
は
ま
し
」
と
い
う
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
二
・
春

下
の
出
羽
弁
の
和
歌
を
引
用
し
て
い
る
。
北
村
季
吟
の
『
徒
然
草
文
段
抄
』
は
、
「
旧
跡
に
の
こ
れ
る
桃
李
も
の
い
は
ね
ば
、
む
か
し
を

（
９
）

か
た
り
あ
は
せ
ん
友
も
な
く
な
り
て
は
か
な
き
心
地
也
。
文
意
奇
妙
に
や
」
と
述
べ
、
『
埜
槌
』
が
あ
げ
た
二
つ
の
出
典
を
引
用
し
た
。
『
盤

斎
抄
』
と
『
文
段
抄
』
は
、
廃
れ
た
旧
邸
に
残
さ
れ
る
桃
李
は
も
の
を
言
わ
な
い
の
で
、
昔
の
こ
と
を
語
り
合
う
友
も
い
な
い
と
い
う
む
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な
し
さ
・
は
か
な
さ
が
こ
の
文
章
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

黒
川
由
純
の
『
徒
然
草
拾
遺
抄
』
は
同
じ
『
埜
槌
』
の
記
述
を
引
用
し
て
、
ま
た
、
「
ミ
ヌ
イ
ニ
シ
ヘ
ノ
」
の
注
に
、
「
人
ノ
ウ
ヘ
ニ
テ

イ
ニ
シ
ヘ
ノ
タ
メ
シ
ヲ
見
キ
ク
ニ
モ
、
イ
ケ
ル
カ
キ
リ
ノ
世
一
三
、
ロ
ヲ
ト
、
メ
テ
、
ツ
ク
リ
シ
メ
タ
ル
人
ノ
家
居
ナ
コ
リ
ナ
ク
ウ
チ
ス

テ
ラ
レ
テ
、
世
ノ
ナ
ラ
ヒ
ト
ッ
ネ
ナ
ク
ミ
ユ
ル
、
イ
ト
哀
二
ハ
カ
ナ
サ
シ
ラ
ル
、
ヲ
」
と
『
源
氏
物
語
』
の
匂
宮
の
巻
の
文
章
を
あ
げ
た
。

こ
れ
は
源
氏
が
亡
く
な
り
、
六
條
院
は
人
が
少
な
く
な
っ
て
寂
し
く
な
っ
た
時
に
夕
霧
の
歎
き
の
こ
と
ば
で
あ
り
、
主
人
が
亡
く
な
る
後

に
廃
れ
た
邸
宅
に
世
の
常
な
さ
を
見
る
発
想
は
第
二
十
五
段
と
よ
く
通
じ
合
っ
て
い
る
と
言
え
る
部
分
で
あ
る
。

近
代
以
降
の
注
釈
書
が
指
摘
し
た
出
典
は
大
体
こ
れ
ら
近
世
諸
注
が
あ
げ
た
も
の
に
よ
っ
て
い
る
が
、
田
辺
爵
氏
は
新
た
に
「
こ
の
部

（
、
）

分
は
、
平
家
物
語
を
出
典
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
覚
一
本
系
『
平
家
物
語
』
巻
三
「
少
将
都
還
」
の
部

分
で
は
以
下
の
通
り
、
前
述
し
た
文
時
の
漢
詩
と
出
羽
弁
の
和
歌
を
並
べ
て
あ
げ
て
い
る
。

三
月
中
の
六
日
な
れ
ば
、
花
は
未
だ
名
残
あ
り
。
楊
梅
、
桃
李
の
梢
こ
そ
、
折
知
り
顔
に
色
々
な
れ
。
昔
の
主
は
な
け
れ
ど
も
、
春

桃
李
不
言
、
春
幾
暮
。
煙
霞
無
跡
、
昔
誰
栖
。

ふ
る
さ
と
の
花
の
物
い
ふ
世
な
り
せ
ぱ
い
か
に
む
か
し
の
こ
と
を
問
は
ま
し
。

（
皿
）

こ
の
古
き
詩
歌
を
口
ず
さ
み
給
へ
ぱ
、
康
頼
入
道
も
、
を
り
ふ
し
あ
は
れ
に
お
ぼ
え
て
、
墨
染
の
袖
を
ぞ
ぬ
ら
し
け
る
。

丹
波
成
経
が
鬼
界
島
か
ら
帰
り
、
亡
く
な
っ
た
父
成
親
の
邸
宅
の
荒
れ
果
て
た
様
子
を
見
て
悲
し
ん
で
い
る
部
分
で
あ
る
。
確
か
に
、

『
平
家
物
語
』
の
該
当
部
分
で
は
、
文
時
の
句
と
出
羽
弁
の
和
歌
を
並
べ
、
「
桃
李
不
言
」
の
表
現
を
懐
旧
の
意
味
で
使
う
意
匠
と
、
桃

の
花
と
と
も
に
昔
の
こ
と
を
語
る
意
匠
を
と
も
に
述
べ
て
統
合
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
も
の
を
言
わ
な
い
桃
李
と
昔
の
こ
と
を
語
る

少
将
花
の
も
と
に
立
寄
シ
て
、

を
忘
れ
ぬ
花
な
れ
や
。
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と
い
う
両
方
の
要
素
が
見
ら
れ
る
『
徒
然
草
』
第
二
十
五
段
は
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
と
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
を
直
接
の
出
典
と
し
て
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
点
で
、
旧
邸
懐
旧
の
情
景
を
描
い
た
『
平
家
物
語
』
の
こ
の
部
分
の
影
響
も
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
周
知

（
吃
）

の
通
り
、
『
徒
然
草
』
に
は
『
平
家
物
語
』
の
作
者
信
濃
前
司
行
長
に
つ
い
て
言
及
す
る
章
段
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
な
お
さ
ら
で

あ
る
。
『
平
家
物
語
』
の
成
立
は
長
期
に
わ
た
っ
て
複
雑
な
過
程
を
経
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
行
長
説
に
つ
い
て
も
多
く
の

問
題
が
残
っ
て
い
る
が
、
そ
の
書
か
れ
た
年
代
の
古
さ
と
話
の
詳
し
さ
で
『
徒
然
草
』
は
「
平
家
物
語
』
研
究
で
も
と
く
に
重
要
視
さ
れ

（
咽
）

て
き
た
資
料
で
あ
る
。
兼
好
は
『
平
家
物
語
』
の
詞
章
・
本
文
の
全
体
を
読
み
得
て
、
そ
の
全
体
を
総
合
的
に
把
握
し
て
い
た
と
安
良
岡

（
皿
）

氏
が
推
測
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
『
徒
然
草
』
に
お
け
る
『
平
家
物
語
』
の
影
響
は
看
過
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
「
桃
李
も

の
言
は
ね
ば
、
誰
と
と
も
に
か
昔
を
語
ら
ん
」
の
文
章
に
影
響
を
与
え
た
先
行
作
品
と
し
て
も
う
ひ
と
つ
想
定
し
た
い
の
は
『
和
漢
朗
詠

集
永
済
注
』
で
あ
る
。
少
し
長
く
な
る
が
、
こ
の
文
時
の
詩
に
つ
い
て
の
注
の
該
当
部
分
を
あ
げ
て
お
き
た
い
と
思
う
。

ス
モ
ノ
イ
ハ
ク
カ
タ
ル

シ
ア
ト
シ
レ
カ
ス
ム
シ

桃
李
不
言
一
春
幾
暮
煙
霞
無
跡
一
昔
誰
棲

メ
ノ
ト
、

（
中
略
）
大
和
国
ノ
竜
門
寺
ハ
、
昔
、
仙
人
ノ
ス
ミ
カ
也
。
弁
ノ
乳
母
云
女
房
、
彼
寺
ニ
マ
イ
リ
タ
リ
ケ
ル
ニ
、
モ
、
ノ
花
ノ
、
サ

（
旧
）

キ
タ
リ
ケ
ル
ヲ
ミ
テ
、
フ
ル
サ
ト
ノ
花
ノ
モ
ノ
イ
フ
ョ
ナ
リ
セ
ハ
イ
カ
ニ
ム
カ
シ
ノ
コ
ト
ヲ
ト
ハ
マ
シ
、
ト
ョ
ミ
ケ
ル
モ
、
此
心
也
。

『
永
済
注
』
で
は
、
こ
の
歌
は
「
弁
ノ
乳
母
云
女
房
」
の
歌
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
詠
歌
の
場
所
も
も
と
貞
純
親
王
の
桃
園
第
と

（
肥
）

し
て
知
ら
れ
、
桃
に
縁
の
深
い
世
尊
寺
で
は
な
く
、
竜
門
寺
に
な
っ
て
い
る
が
、
竜
門
寺
で
桃
の
花
を
詠
ん
だ
弁
の
乳
母
の
歌
と
し
て
、

同
じ
『
後
拾
遺
集
』
の
雑
の
部
に
見
ら
れ
る
。

や
よ
ひ
の
月
り
う
門
に
ま
ゐ
り
て
た
き
の
も
と
に
て
か
の
く
に
の
か
み
義
忠
が
も
も
の
は
な
の
は
べ
り
け
る
を
い
か
が
み
る
と
い

ひ
侍
り
け
れ
ば
よ
め
る

弁
の
め
の
と

物
い
は
ぱ
と
ふ
く
き
も
の
を
も
も
の
は
な
い
く
よ
か
へ
た
る
た
き
の
し
ら
い
と
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お
そ
ら
く
『
永
済
注
』
は
何
か
の
間
違
い
で
こ
の
よ
う
に
記
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
或
い
は
、
こ
の
仙
家
の
漢
詩
を
考
え
る
時

（
Ⅳ
）

に
、
『
懐
風
藻
』
以
来
仙
境
に
捉
え
ら
れ
、
『
徒
然
草
』
第
八
段
に
も
「
久
米
の
仙
人
の
、
物
洗
ふ
女
の
脛
の
白
き
を
見
て
、
通
を
失
」
ふ

（
旧
）

と
名
前
が
見
ら
れ
る
久
米
仙
人
の
住
処
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
竜
門
寺
の
イ
メ
ー
ジ
が
働
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、
漢
詩
注
に

（
田
）

「
永
済
注
』
を
引
く
北
村
季
吟
の
『
和
漢
朗
詠
集
註
』
に
お
い
て
も
、
こ
の
箇
所
を
直
さ
ず
に
そ
の
ま
ま
記
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

文
時
の
漢
詩
の
注
と
し
て
出
羽
弁
の
和
歌
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（
別
）

ま
た
、
こ
の
文
時
の
漢
詩
に
つ
い
て
の
各
系
統
の
古
注
を
表
に
ま
と
め
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

表
を
見
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
文
時
の
漢
詩
の
注
と
し
て
、
李
広
伝
の
「
桃
李
不
言
、
下
自
成
礫
」
と
い
う
故
事
を
引
い
た
注
釈
は
『
私

－162－

『
後
拾
遺
集
』
「
ふ

る
さ
と
の
」
歌
の
事

仙
家
桃
花
の
事

李
広
伝
の
故
事

淳
茂
願
文
の
事

○
江
注

○ ○
私
注

○ ○
註
抄

○
見
聞
系

○
（
『
幽
明
録
」
等

に
見
ら
れ
る
院
肇
の

故
事
を
引
く
）

書
陵
部
本
系

○ ○ ○ ○
永
済
注

○ ○
和
談
紗
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注
』
、
『
註
抄
』
、
『
永
済
注
』
と
『
和
談
紗
』
で
あ
る
が
、
『
後
拾
遺
集
』
の
出
羽
弁
の
歌
に
つ
い
て
言
及
し
た
の
は
「
永
済
注
』
だ
け
で

（
皿
）

あ
る
。
『
朗
詠
江
注
』
は
、
「
桃
李
不
言
」
と
「
煙
霞
無
跡
」
の
対
句
は
淳
茂
の
願
文
に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
「
如
此
事
不
避
歎
」
と
述
べ

ら
れ
て
お
り
、
こ
の
指
摘
は
『
私
注
」
、
『
註
抄
』
、
『
永
済
注
』
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
指
摘
さ
れ
た
淳
茂
の
願
文

（
犯
）

は
今
未
詳
と
さ
れ
て
い
る
。
猶
、
近
似
す
る
対
句
表
現
は
『
菅
家
文
草
』
巻
五
の
「
三
月
三
日
同
賦
二
花
時
天
似
一
レ
酔
」
に
も
「
煙
霞
遠

（
羽
）

近
応
二
同
戸
一
、
桃
李
浅
深
似
二
勧
盃
」
と
見
ら
れ
、
文
時
の
漢
詩
は
道
真
の
詩
の
影
響
も
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
、
桃

花
を
仙
人
と
関
係
の
深
い
花
と
し
て
取
り
上
げ
た
注
釈
は
見
聞
系
、
書
陵
部
本
系
、
『
永
済
注
』
と
『
和
談
紗
』
で
あ
る
。
そ
の
中
に
、
『
書

陵
部
本
朗
詠
抄
』
は
「
仙
二
、
必
ス
桃
花
ア
リ
。
院
肇
等
力
仙
家
二
入
テ
、
桃
花
ヲ
見
ル
カ
如
シ
」
と
述
べ
、
『
幽
明
録
』
に
見
ら
れ
る

（
別
）

院
肇
の
名
前
を
あ
げ
て
い
る
。
院
肇
は
友
人
の
劉
晨
と
一
緒
に
山
に
入
っ
た
が
、
道
に
迷
っ
て
食
料
も
な
く
な
り
、
飢
え
死
に
な
り
そ
う

な
と
こ
ろ
に
、
桃
の
樹
を
発
見
し
、
そ
の
実
を
食
べ
て
体
力
を
取
り
戻
し
た
。
そ
の
後
、
二
人
は
仙
女
と
思
わ
れ
る
女
性
と
出
会
い
、
山

の
中
に
半
年
間
一
緒
に
過
ご
し
た
が
、
桃
の
実
は
ま
た
そ
の
仙
女
の
食
べ
物
と
し
て
宴
会
の
場
に
登
場
す
る
。
こ
の
話
で
は
、
桃
李
の
花

で
は
な
く
、
桃
の
実
が
仙
界
の
食
べ
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、
桃
は
漢
籍
に
お
い
て
、
仙
人
と
関
係
の
深
い
植
物
で

あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
『
和
漢
朗
詠
集
』
仙
家
の
部
の
こ
の
漢
詩
は
、
桃
李
を
も
っ
て
仙
人
の
住
む
旧
家
の
風
景
を
描
写
す
る
の
は
、

こ
う
い
う
漢
籍
の
故
事
が
背
景
に
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
懐
旧
の
意
味
で
「
桃
李
不
言
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
た
『
和
漢
朗
詠
集
』
文
時
の
漢
詩
と
、
桃
の
花
と

一
緒
に
昔
を
語
る
こ
と
を
詠
ん
だ
『
後
拾
遺
集
』
出
羽
弁
の
和
歌
と
両
方
が
見
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
『
和
漢
朗
詠
集
永
済
注
』
と
『
平

（
躯
）

家
物
語
』
が
あ
げ
ら
れ
る
。
田
辺
氏
は
『
平
家
物
語
』
を
『
徒
然
草
』
第
二
十
五
段
の
こ
の
部
分
の
直
接
の
出
典
と
し
た
が
、
『
永
済
注
」

の
こ
の
記
述
も
看
過
で
き
な
い
と
思
う
。
『
永
済
注
』
の
成
立
は
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
中
後
期
の
間
に
遡
る
こ
と
が
で
き
、
『
平
家
物
語
』

の
伝
本
の
一
つ
の
『
源
平
盛
衰
記
』
に
は
『
永
済
注
』
の
影
響
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
こ
と
は
黒
田
彰
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
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さ
れ
た
こ
と
で
血
縦
。
『
平
家
物
語
』
は
『
永
済
注
』
の
影
響
を
受
け
、
更
に
『
徒
然
草
』
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
も
想
定
で
き
る
が
、

或
い
は
『
徒
然
草
』
は
直
接
に
『
和
漢
朗
詠
集
』
及
び
そ
の
古
注
の
「
永
済
注
』
に
よ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ

の
よ
う
に
、
典
拠
あ
る
い
は
表
現
の
基
層
は
さ
ま
ざ
ま
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
判
明
し
て
き
て
お
り
、
今
は
ど
ち
ら
か
に
限
定

す
る
決
め
手
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
漢
詩
文
と
和
歌
を
つ
な
ぐ
朗
詠
古
注
や
『
平
家
物
語
』
の
世
界
が
『
徒
然
草
』
に
投
影
し
て
い
る

こ
と
は
、
『
徒
然
草
』
の
表
現
形
成
を
考
え
る
上
で
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

す
る
こ
と
に
し
た
い
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
第
二
十
五
段
の
「
桃
李
も
の
言
は
ね
ば
、
誰
と
と
も
に
か
昔
を
語
ら
ん
」
と
い
う
表
現
は
、
廃
れ
た
邸
宅
に

昔
の
樹
木
だ
け
が
残
っ
て
い
る
情
景
を
見
て
、
懐
旧
の
思
い
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
有
名
な
文
句
は
漢
籍
に
お
い
て
、

も
と
も
と
全
く
違
う
意
味
で
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
桃
李
不
言
」
と
い
う
表
現
の
意
味
と
用
法
の
変
遷
に
つ
い
て
考
察

「
桃
李
不
言
」
と
い
う
の
哩

口
に
膳
炎
す
る
も
の
で
あ
る
。

余
賭
李
将
軍
俊
俊
如
二
鄙
人
一
、
口
不
し
能
し
道
し
辞
。
及
二
死
之
日
一
、
天
下
知
與
レ
不
し
知
、
皆
為
尽
レ
哀
。
彼
其
忠
実
心
誠
信
二
於
士
大

（
”
）

夫
一
也
。
諺
日
、
桃
李
不
し
言
、
下
自
成
し
礫
。
此
言
錐
し
小
、
可
二
以
諭
一
し
大
也
。
（
『
史
記
』
巻
百
九
「
季
将
軍
列
伝
」
）

賛
日
、
李
将
軍
恂
恂
如
二
鄙
人
一
、
口
不
し
能
し
出
し
辞
。
及
二
死
之
日
一
、
天
下
知
與
レ
不
し
知
皆
為
流
し
涕
。
彼
其
中
心
誠
信
二
於
士
大
夫
一

（
羽
）

也
。
諺
日
、
桃
李
不
し
言
、
下
自
成
し
礫
。
此
言
錐
し
小
、
可
二
以
嶮
一
し
大
。
（
『
漢
書
』
巻
五
十
四
「
李
広
蘇
建
伝
」
）

一
一
、
漢
詩
に
詠
ま
れ
る
「
桃
李
不
言
」

と
い
う
の
は
、
『
史
記
』
、
『
漢
書
』
に
出
て
く
る
李
広
将
軍
に
関
す
る
故
事
で
、
『
蒙
求
」
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
、
人
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桃
李
が
使
わ
れ
て
い
る
。

『
文
選
』
李
善
注
で
は
第
一
句
に
つ
い
て
、
『
漢
書
』
の
李
広
伝
に
見
ら
れ
る
「
桃
李
不
言
、
下
自
成
践
」
を
引
い
て
説
明
し
て
い
る
。

こ
の
詩
句
は
李
広
伝
の
故
事
を
踏
ま
え
て
い
る
が
、
違
う
用
法
と
し
て
「
桃
李
成
践
」
の
故
事
を
使
っ
て
い
る
。
東
園
に
嘉
樹
の
桃
と
李

が
あ
る
ゆ
え
に
、
自
然
に
小
道
が
で
き
、
に
ぎ
や
か
だ
っ
た
が
、
秋
風
が
吹
い
て
花
が
散
っ
て
し
ま
う
と
、
誰
も
来
な
く
な
っ
て
、
華
や

か
な
と
こ
ろ
も
す
っ
か
り
廃
れ
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
は
、
懐
旧
の
思
い
ま
で
に
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
一
種
の
無
常
を
表
す
景
物
と
し
て

「
桃
李
不
言
」
の
意
味
と
用
延

例
を
あ
げ
な
が
ら
考
え
た
い
。

中
国
の
漢
詩
に
お
い
て
、
》

賛
日
、
李
将
軍
恂
々
如
二
鄙
人
一
、
口
不
し
能
し
道
し
辞
。
及
二
死
之
日
一
、
天
下
知
与
レ
不
し
知
、
皆
蓋
し
書
為
し
哀
。
彼
其
忠
実
心
、
誠
成
し

（
調
）

信
二
於
士
大
夫
一
也
。
諺
日
、
桃
李
不
し
言
、
下
自
成
し
膜
。
此
言
錐
し
小
、
可
二
以
嶮
一
し
大
。
（
『
蒙
求
』
「
陳
平
多
轍
・
李
広
成
躍
」
）

桃
李
は
も
の
を
言
わ
な
い
が
、
美
し
い
花
と
美
味
し
い
実
が
あ
る
た
め
に
、
そ
の
木
の
下
に
は
自
然
に
人
が
集
ま
っ
て
き
て
小
道
が
で

き
る
と
い
う
、
無
口
だ
が
、
人
徳
が
あ
る
た
め
に
、
人
々
に
敬
愛
さ
れ
て
い
る
李
広
将
軍
を
讃
え
る
こ
の
故
事
の
意
味
は
、
「
徒
然
草
』

第
二
十
五
段
の
「
桃
李
も
の
言
は
ね
ば
、
誰
と
と
も
に
か
昔
を
語
ら
ん
」
と
い
う
文
章
の
意
味
と
も
、
『
徒
然
草
』
に
影
響
を
与
え
た
と

思
わ
れ
る
「
平
家
物
語
』
や
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
漢
詩
の
意
味
と
も
明
ら
か
に
相
違
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
表
現
が
李
広
伝
の
故
事

「
桃
李
不
言
」
の
意
味
と
用
法
か
ら
離
れ
て
、
懐
旧
を
表
す
も
の
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
を
、
中
国
と
日
本
の
漢
詩
の
用

『
文
選
』
に
は
「
桃
李
不
言
、
下
自
成
践
」
の
故
事
を
詠
み
込
ん
だ
詩
は
も
う
一
首
見
ら
れ
、
謝
眺
の
「
和
二
徐
都
曹
こ
で
あ
る
。
詩

嘉
樹
下
成
し
膜
、
東
園
桃
與
レ
李
。
秋
風
吹
二
飛
蕾
一
、
零
落
従
し
此
始
。
繁
華
有
二
樵
悴
一
、
堂
上
生
二
荊
杷
一
。
駆
レ
馬
捨
レ
之
去
、
去
上
二

西
山
趾
一
。
一
身
不
二
自
保
一
、
何
況
恋
二
妻
子
一
。
凝
レ
霜
被
二
野
草
一
、
歳
暮
亦
云
已
。
（
『
文
選
』
巻
第
二
十
三
院
籍
「
詠
懐
詩
十
七

づ

西
山
趾
一
・

（
卯
）

首
之
三
」
）

時
代
が
は
や
い
用
例
と
し
て
『
文
選
」
に
見
ら
れ
る
院
籍
の
「
詠
懐
詩
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
『
文
選
』
の
中
に
「
桃
李
不
言
、
下
自
成
礫
」
の
故
事
を
用
い
た
詩
は
二
例
が
見
ら
れ
、
そ
の
い
ず
れ
も
桃
李
そ
の
も

の
を
詠
ん
だ
表
現
で
あ
り
、
人
に
瞼
え
る
含
意
を
持
つ
李
広
伝
に
お
い
て
の
意
味
と
は
異
な
る
。
こ
の
故
事
は
桃
李
を
取
り
上
げ
る
も
の

で
あ
る
た
め
に
、
自
然
に
桃
李
、
或
い
は
春
の
美
し
さ
を
表
す
も
の
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
謝
眺
の
詩

に
見
ら
れ
る
用
法
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
一
歩
想
像
を
走
ら
せ
、
こ
の
よ
う
な
美
し
い
桃
李
の
花
で
も
凋
落
す
る
時
が
来
る
と
い
う
こ
と
か

ら
、
こ
の
故
事
を
院
籍
の
詩
の
よ
う
に
詠
懐
の
意
味
と
し
て
使
わ
れ
る
用
例
も
表
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
唐
代
司
馬
貞
の
『
史

記
索
隠
』
に
「
桃
氏
云
、
桃
李
本
不
し
能
し
言
、
但
以
二
華
實
一
感
し
物
、
故
人
不
し
期
而
往
、
其
下
自
成
二
礫
径
一
也
。
以
嚥
下
廣
錐
二
不
し
能
し
出
し

辞
一
、
能
有
し
所
レ
感
、
而
忠
心
信
レ
物
故
上
也
」
と
、
桃
李
は
も
の
を
言
わ
な
い
が
、
花
と
実
が
あ
る
の
で
、
人
々
は
そ
こ
に
行
き
、
そ
の

樹
の
下
は
自
ず
か
ら
小
道
が
で
き
る
こ
と
を
以
っ
て
、
李
広
将
軍
は
炳
弁
で
あ
る
が
、
そ
の
忠
心
と
物
を
信
じ
る
心
が
あ
る
の
で
、
人
々

に
慕
わ
れ
る
こ
と
を
瞼
え
る
、
と
い
う
注
を
つ
け
て
い
る
。
ま
た
、
唐
代
顔
師
古
の
『
漢
書
注
』
に
「
言
桃
李
以
二
其
華
實
一
之
故
、
非
し

有
し
所
二
召
呼
一
、
而
人
争
帰
趣
、
来
往
不
し
絶
、
其
下
自
然
成
し
径
、
以
嶮
下
人
懐
二
誠
信
之
心
一
、
故
能
潜
有
し
所
レ
感
上
也
」
と
指
摘
が
あ
り
、

つ
ま
り
、
桃
李
は
そ
の
花
と
実
の
た
め
に
、
呼
ば
れ
て
も
い
な
い
の
に
、
人
々
は
集
ま
っ
て
き
て
、
そ
の
樹
の
下
に
自
然
に
小
道
が
で
き

る
こ
と
を
以
っ
て
、
李
広
将
軍
は
誠
信
の
心
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
無
口
で
あ
っ
て
も
人
々
を
感
動
さ
せ
た
、
と
い
う
注
で
あ
る
。
こ
れ

た
も
の
で
あ
る
。

び
て
い
る
。

人
が
早
朝
に
友
人
と
郊
遊
に
出
か
け
、
そ
の
途
中
の
春
景
を
描
い
た
詩
で
あ
る
。
院
籍
の
詩
に
比
べ
れ
ば
か
な
り
明
る
い
イ
メ
ー
ジ
を
帯

宛
洛
佳
二
激
遊
一
、
春
色
満
二
皇
州
一
。
結
レ
診
青
郊
路
、
沮
撤
蒼
江
流
。
日
華
川
上
動
、
風
光
草
際
浮
。
桃
李
成
二
践
径
一
、
桑
楡
陰
一
道

周
一
。
東
都
已
俶
載
、
言
帰
望
二
緑
陦
一
。
（
『
文
選
』
巻
第
三
十
謝
眺
「
和
二
徐
都
曹
こ
）

こ
こ
で
は
院
籍
の
詩
と
同
じ
く
「
桃
李
不
言
、
下
自
成
礫
」
の
故
事
を
踏
ま
え
た
が
、
春
景
の
美
し
さ
を
表
す
表
現
と
し
て
取
り
入
れ
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そ
し
て
、
唐
詩
に
な
る
と
、
こ
の
故
事
を
用
い
た
例
が
さ
ら
に
多
く
な
り
、
意
味
も
多
様
に
な
っ
て
き
た
。
も
と
も
と
の
李
広
伝
で
の

意
味
と
し
て
使
わ
れ
た
例
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
表
現
を
借
り
て
、
春
の
景
色
を
描
い
た
り
、
こ
と
ば
を
発
す
る
意
味
を
表
し

た
り
す
る
例
も
確
認
で
き
る
。
そ
の
中
に
一
番
注
意
を
引
か
れ
る
の
は
、
懐
旧
の
表
現
と
し
て
使
わ
れ
た
用
例
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

金
谷
千
年
後
、
春
花
発
満
レ
園
。
紅
芳
徒
笑
し
日
、
濃
艶
尚
迎
レ
軒
。
雨
湿
軽
光
軟
、
風
揺
砕
影
翻
。
猶
疑
施
二
錦
帳
一
、
堪
歎
罷
二
朱
統
一
・

（
釦
）

愁
態
鶯
吟
渋
、
啼
容
露
綴
繁
。
患
勤
問
二
前
事
一
、
桃
李
竜
無
し
言
。
（
『
全
唐
詩
』
巻
四
八
八
侯
例
「
金
谷
園
花
発
懐
古
」
）

寂
蓼
金
谷
燗
、
花
発
旧
時
園
。
人
事
空
懐
古
、
煙
霞
此
濁
存
。
管
弦
非
二
上
客
一
、
歌
舞
少
二
王
孫
一
・
繁
蕊
風
驚
散
、
軽
紅
烏
乍
翻
。

山
川
終
不
レ
改
、
桃
李
自
無
し
言
。
今
日
経
二
塵
路
一
、
凄
凉
誼
可
レ
論
。
（
『
全
唐
詩
』
巻
四
八
八
王
質
「
金
谷
園
花
発
懐
古
」
）

今
日
春
風
至
、
花
開
二
石
氏
園
一
・
未
し
全
二
紅
艶
一
折
、
半
與
二
素
光
一
翻
。
点
綴
疎
林
遍
、
微
明
古
径
繁
。
窺
臨
鴬
欲
し
語
、
寂
真
李
無
し

言
。
谷
変
迷
二
鋪
錦
一
、
台
余
認
二
樹
萱
一
・
川
流
人
事
共
、
千
載
寛
誰
論
。
（
『
全
唐
詩
』
巻
七
八
二
張
公
又
「
金
谷
園
花
発
懐
古
」
）

こ
の
三
首
と
も
「
金
谷
園
花
発
懐
古
」
と
題
し
た
詩
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
、
「
金
谷
園
花
発
懐
古
」
を
題
目
と
し
た
唐
詩
は
も
う
一

首
あ
り
、
そ
の
中
に
「
桃
李
不
言
」
は
見
ら
れ
な
い
が
、
や
は
り
「
桃
李
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

春
風
生
二
梓
澤
一
、
遅
景
映
二
花
林
一
。
欲
し
問
二
当
時
事
一
、
因
傷
二
此
日
心
一
。
繁
華
人
已
段
、
桃
李
意
何
深
。
澗
咽
歌
声
在
、
雲
帰
蓋

影
沈
。
地
形
同
二
万
古
一
、
笑
価
失
二
千
金
一
。
遺
跡
応
し
無
し
限
、
芳
非
不
し
可
し
尋
。
（
『
全
唐
詩
』
巻
七
八
七
無
名
氏
「
金
谷
園
花
発

ら
の
注
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
李
広
伝
で
は
桃
李
の
花
と
実
と
両
方
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
院
籍
の
詩
は
散
る
花
か
ら
繁
華
の
は
か
な

さ
を
連
想
す
る
も
の
で
、
明
ら
か
に
花
の
ほ
う
に
重
点
を
傾
け
て
い
る
。
た
だ
し
、
謝
眺
の
詩
に
な
る
と
、
花
か
実
か
ど
ち
ら
か
は
は
っ

き
り
し
な
い
が
、
明
る
い
春
の
景
色
を
取
り
上
げ
る
詩
句
な
の
で
、
む
し
ろ
花
だ
け
で
は
な
く
、
実
を
結
ぶ
桃
李
の
美
し
さ
も
含
め
て
詠

ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
唐
詩
』

懐
古
」
）
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金
谷
園
は
西
晋
の
大
富
豪
石
崇
の
別
荘
で
あ
る
。
当
時
は
著
侈
を
極
め
た
邸
宅
で
あ
っ
た
が
、
石
崇
が
孫
秀
の
謹
言
に
よ
っ
て
処
刑
さ

れ
た
後
は
荒
れ
果
て
た
所
に
な
り
、
懐
古
の
詩
に
よ
く
詠
ま
れ
る
場
所
で
あ
る
。
こ
の
四
首
の
唐
詩
は
ま
さ
に
題
目
の
と
お
り
、
花
が
咲

く
金
谷
園
を
見
て
懐
古
の
思
い
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
傍
線
で
示
し
た
よ
う
に
、
四
首
と
も
す
っ
か
り
さ
び
れ
た
今
日
の

金
谷
園
の
春
景
を
描
く
と
き
に
、
「
桃
李
無
言
」
あ
る
い
は
「
桃
李
」
の
表
現
を
用
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
金
谷
園
に
桃
李
の
イ
メ
ー
ジ

を
重
ね
る
詩
文
は
早
い
時
代
に
は
見
ら
れ
な
い
。
石
崇
自
身
は
、
「
思
帰
引
序
」
と
「
金
谷
園
詩
序
」
と
い
う
金
谷
園
を
描
い
た
詩
文
を

残
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
桃
李
の
樹
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。
「
思
帰
引
序
」
は
『
文
選
』
巻
第
四
十
五
に
見
ら
れ
、
「
其
制
宅
也
、

却
阻
二
長
堤
一
、
前
臨
二
清
渠
一
、
百
木
幾
二
於
萬
株
一
、
流
水
周
二
於
舎
下
こ
と
し
て
金
谷
園
の
風
景
を
描
い
て
い
る
。
そ
の
萬
株
の
木
に
は

桃
李
の
樹
が
入
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
に
な
っ
て
は
知
る
由
も
な
い
。
「
金
谷
詩
序
」
に
は
「
有
二
別
盾
一
在
二
河
南
県
界
金
谷
澗

（
犯
）

中
一
、
或
高
或
下
、
有
二
清
泉
茂
林
、
衆
果
竹
柏
、
薬
草
之
属
こ
と
し
て
金
谷
園
の
景
色
を
描
い
て
い
る
が
、
や
は
り
桃
李
に
つ
い
て
の

言
及
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
石
崇
の
友
人
で
、
西
晋
時
代
の
有
名
な
文
人
の
播
岳
に
も
「
金
谷
集
作
詩
」
と
い
う
漢
詩
を
残
し
て
い
る
。

（
調
）

詩
の
中
に
は
、
「
前
庭
樹
二
沙
業
一
、
后
園
植
二
烏
稗
一
。
霊
囿
繁
二
石
榴
一
、
茂
林
列
二
芳
梨
こ
と
し
て
金
谷
園
の
中
の
樹
木
に
つ
い
て
述
べ

て
い
る
が
、
桃
李
の
樹
に
つ
い
て
の
描
写
は
見
ら
れ
な
い
。
当
時
、
石
崇
と
渚
岳
を
含
め
て
、
「
二
十
四
友
」
と
い
う
文
学
グ
ル
ー
プ
が

あ
り
、
よ
く
石
崇
の
金
谷
園
に
宴
遊
し
、
詩
文
を
作
っ
て
い
た
が
、
元
康
六
年
（
二
九
六
年
）
に
石
崇
が
友
人
王
諏
の
饒
別
の
た
め
に
、

金
谷
園
に
宴
会
を
開
き
、
そ
の
時
に
作
ら
れ
た
詩
文
を
収
録
し
た
も
の
が
『
金
谷
集
』
と
い
う
詩
集
で
あ
る
が
、
残
念
な
こ
と
に
、
す
で

に
散
逸
し
て
、
播
岳
の
こ
の
「
金
谷
集
作
詩
」
一
首
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
、
今
の
我
々
は
こ
れ
ら
の
詩
文
か
ら
当
時
の
金
谷
園

の
繁
華
を
想
像
す
る
し
か
な
い
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
記
述
の
中
に
は
桃
李
に
つ
い
て
の
描
写
は
確
認
で
き
な
い
。
た
だ
し
、

播
岳
は
河
陽
県
令
を
務
め
た
時
に
、
全
県
で
桃
の
樹
を
植
え
る
よ
う
に
命
じ
た
こ
と
が
か
な
り
有
名
な
話
で
あ
り
、
桃
の
花
を
連
想
し
や

す
い
人
物
で
あ
る
。
時
代
が
下
る
が
、
南
北
朝
の
詩
人
の
庚
信
は
「
枯
樹
賦
」
と
い
う
作
品
に
、
「
建
章
三
月
火
、
黄
河
万
里
嵯
。
若
非
二
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金
谷
満
園
樹
一
、
即
是
河
陽
一
県
鵬
望
）
と
い
う
文
章
を
書
い
た
。
建
章
宮
を
焼
き
尽
く
し
た
火
は
二
一
ヶ
月
も
燃
え
続
い
て
お
り
、
そ
の
灰

儘
は
筏
の
よ
う
に
黄
河
に
沿
っ
て
万
里
ま
で
流
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
ら
の
灰
儘
は
、
も
し
金
谷
園
の
樹
で
は
な
け
れ
ば
、
即
ち
河
陽
県
の

桃
の
花
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
金
谷
園
と
桃
の
花
を
重
ね
た
形
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
文
章
は
白
居
易
の
『
白
氏
六
帖
」
に
も

（
弱
）

取
り
入
れ
ら
れ
、
菅
原
為
長
の
『
文
鳳
抄
』
に
も
見
ら
れ
る
著
名
な
も
の
で
あ
り
、
播
岳
と
桃
、
河
陽
と
桃
、
さ
ら
に
金
谷
園
と
桃
李
の

組
み
合
わ
せ
は
後
の
漢
詩
文
に
も
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
唐
詩
に
な
る
と
、
金
谷
園
と
桃
李
を
一
緒
に
詠
ん
だ
詩
例
の
は
や
い
も
の
に
劉
禺
錫
の
「
楊
柳
枝
詞
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。

金
谷
園
中
鶯
乱
飛
、
銅
駝
陥
上
好
風
吹
。
城
中
桃
李
須
庚
尽
、
争
似
二
垂
楊
一
無
し
限
レ
時
。
（
『
全
唐
詩
』
巻
三
六
五
劉
禺
錫
「
楊
柳

た
だ
し
、
こ
こ
の
桃
李
は
金
谷
園
の
中
の
樹
木
で
は
な
く
、
洛
陽
城
の
中
の
景
物
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
金
谷
園
の
中
に
鶯
が
乱
れ

て
飛
び
合
い
、
銅
駝
大
通
り
の
上
に
心
地
よ
い
風
が
吹
い
て
い
る
時
代
は
す
で
に
過
ぎ
去
っ
た
。
城
中
の
美
し
い
桃
李
の
花
は
少
し
の
間

に
散
っ
て
し
ま
っ
て
、
ど
う
し
て
生
い
茂
る
楊
柳
に
比
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
こ
こ
の
桃
李
の
花
は
や
は
り
懐
古

の
思
い
を
託
し
た
景
物
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

そ
し
て
、
金
谷
園
懐
古
の
テ
ー
マ
で
有
名
な
詩
作
を
残
し
た
杜
牧
の
詩
に
は
じ
め
て
金
谷
園
の
桃
李
が
詠
み
込
ま
れ
た
。

凄
涼
遺
跡
洛
川
東
、
浮
世
榮
枯
萬
古
同
。
桃
李
香
消
金
谷
在
、
綺
羅
魂
断
玉
楼
空
。
往
年
人
事
傷
心
外
、
今
日
風
光
属
二
夢
中
一
。
徒

想
夜
泉
流
客
恨
、
夜
泉
流
恨
恨
無
し
窮
。
（
「
全
唐
詩
』
巻
五
二
六
杜
牧
「
金
谷
懐
古
」
）

当
時
の
桃
李
の
香
は
す
で
に
消
え
て
し
ま
っ
た
が
、
金
谷
園
の
遺
跡
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
。
綺
羅
の
衣
を
着
た
美
人
は
魂
を
断
っ
た
の

で
、
玉
楼
に
は
も
う
誰
も
い
な
い
。
こ
こ
で
は
石
崇
が
寵
愛
し
た
緑
珠
と
い
う
妾
の
話
を
踏
ま
え
て
い
る
。
緑
珠
の
話
は
『
晋
書
・
石
崇

（
妬
）

伝
」
に
見
ら
れ
る
。
石
崇
の
後
ろ
盾
の
買
謡
が
失
脚
し
て
詠
殺
さ
れ
た
後
、
政
敵
の
孫
秀
は
石
崇
に
美
麗
と
多
才
で
名
高
い
美
人
の
緑
珠

金
谷
園
中
鶯
乱
飛
、

枝
詞
九
首
之
四
己

た
だ
し
、
こ
こ
の
桃
圭
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を
求
め
た
が
、
断
ら
れ
た
た
め
、
石
崇
を
恨
ん
で
反
逆
の
罪
を
石
崇
に
被
せ
、
兵
を
率
い
て
石
崇
一
族
を
詠
殺
し
た
。
孫
秀
の
軍
隊
を
見

る
石
崇
は
緑
珠
に
「
私
は
あ
な
た
の
為
に
罪
を
得
た
な
あ
」
と
語
り
、
緑
珠
は
「
御
前
で
死
な
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
」
と
言
い
、
楼
閣
か

ら
身
を
投
げ
た
。
こ
の
詩
で
は
、
桃
李
の
花
は
消
え
去
っ
た
も
の
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
、
金
谷
園
が
繁
栄
を
極
め
て
い
る
時
代
を
象
徴

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
杜
牧
は
桃
李
の
花
を
金
谷
園
懐
旧
の
景
物
と
し
て
詩
に
取
り
入
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
ほ
か
の
用
法
で
使
わ
れ
た
「
桃
李
不
言
」
故
事
の
用
例
に
も
少
し
触
れ
た
い
と
思
う
。
た
と
え
ば
、
こ
の
表
現
本
来
の
意
味

と
し
て
使
わ
れ
た
用
例
を
い
く
つ
か
を
あ
げ
て
お
く
。

（
”
）

数
奇
何
以
託
、
桃
李
自
無
し
言
。
（
酪
賓
王
「
早
秋
出
塞
寄
二
東
台
詳
正
学
士
こ
）

詩
人
は
、
苦
難
に
満
ち
た
運
命
を
何
に
託
し
て
い
い
か
を
歎
き
、
李
広
将
軍
の
よ
う
に
、
無
言
で
も
人
徳
が
あ
れ
ば
い
つ
か
人
に
受
け

入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
自
分
を
慰
め
て
い
る
。

爾
去
且
勿
レ
誼
、
桃
李
寛
何
言
。
（
李
白
「
送
二
詳
九
被
し
蓋
去
レ
魯
こ
）

あ
な
た
が
去
る
と
き
、
多
言
は
無
用
で
す
。
桃
李
は
何
も
言
わ
な
く
て
も
人
々
は
そ
の
徳
を
わ
か
っ
て
く
れ
る
か
ら
と
、
友
人
に
説
く

こ
の
詩
句
も
李
広
伝
の
故
事
の
原
意
を
用
い
て
、
慰
め
の
意
味
を
含
め
て
使
わ
れ
て
い
る
。

（
犯
）

疑
疑
瑚
聴
器
、
陰
陰
桃
李
礫
。
（
杜
甫
「
水
宿
遣
レ
興
奉
レ
呈
二
群
公
こ
）

（
”
）

こ
こ
で
は
「
桃
李
礫
」
と
と
も
に
、
「
瑚
聴
器
」
と
い
う
『
論
語
』
の
典
故
を
用
い
て
、
「
群
公
」
の
人
徳
を
讃
え
て
い
る
。

（
㈹
）

自
是
桃
李
樹
、
何
患
不
レ
成
し
礫
。
（
李
賀
「
奉
レ
和
下
二
兄
罷
レ
使
遣
レ
馬
帰
二
延
州
一
上
」
）

こ
れ
も
、
桃
李
の
木
が
美
し
い
花
と
実
が
あ
る
よ
う
に
人
徳
が
あ
れ
ば
、
人
が
集
ま
っ
て
こ
な
い
こ
と
を
心
配
す
る
必
要
は
な
い
と
、

一
種
の
慰
め
を
込
め
て
兄
弟
に
語
り
か
け
て
い
る
。

さ
ら
に
、
李
広
伝
の
故
事
か
ら
離
れ
て
、
こ
の
表
現
を
使
っ
て
、
桃
の
花
の
美
し
さ
を
詠
ん
だ
詩
例
も
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
。
た
と
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（
卿
）

歳
去
無
し
言
忽
樵
悴
、
時
来
含
レ
笑
吐
二
気
氣
一
。
（
李
蠕
「
侍
ｌ
宴
二
桃
花
園
一
詠
二
桃
花
一
応
制
」
）

時
期
が
去
る
と
、
忽
ち
に
凋
落
し
、
時
期
が
来
る
と
、
笑
顔
を
綻
び
て
香
り
を
吐
き
出
す
こ
の
美
し
い
桃
の
花
よ
と
、
桃
の
花
を
讃
す

る
こ
の
詩
句
も
、
「
無
言
」
と
い
う
表
現
を
詠
み
こ
む
こ
と
で
桃
花
を
暗
示
し
て
い
る
。

（
“
）

応
し
候
非
レ
争
レ
艶
、
成
し
践
不
し
在
し
言
。
（
李
商
隠
「
賦
得
二
桃
李
無
言
こ
）

季
節
に
応
じ
て
咲
く
か
ら
、
艶
を
争
う
の
で
は
な
い
。
道
が
で
き
る
の
は
こ
と
ば
を
話
せ
る
た
め
で
は
な
い
。
こ
の
詩
も
「
桃
李
不
言
、

下
自
成
践
」
の
故
事
を
使
っ
て
春
の
桃
李
の
妖
艶
さ
を
讃
え
て
い
た
。

そ
し
て
、
春
の
景
色
に
限
ら
な
く
て
も
、
「
無
言
」
な
る
「
桃
李
」
と
い
う
表
現
が
李
広
伝
の
故
事
の
本
意
か
ら
離
れ
て
定
型
化
し
、

も
の
を
言
わ
な
い
こ
と
が
桃
李
の
性
格
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
く
傾
向
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

玉
不
一
自
言
一
如
二
桃
李
一
、
魚
目
笑
し
之
下
和
恥
。
（
李
白
「
鞠
歌
行
」
）

玉
は
桃
李
の
よ
う
に
自
分
か
ら
こ
と
ば
を
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
下
和
は
自
分
が
持
っ
て
い
る
宝
の
玉
を
魚
の
目
の
よ
う
に
価

（
“
）

値
の
な
い
も
の
に
間
違
え
ら
れ
て
恥
を
か
く
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
の
だ
。
こ
こ
で
は
主
に
下
和
の
玉
の
こ
と
を
話
題
に
し
て
い
る
が
、
も

の
を
言
わ
な
い
こ
と
を
表
す
た
め
に
「
桃
李
不
言
」
の
故
事
を
詠
み
こ
ん
だ
。

（
“
）

朝
々
暮
々
主
人
耳
、
桃
李
無
し
言
管
弦
咽
。
（
元
槇
「
有
し
烏
二
十
章
」
）

何
須
命
二
軽
蓋
一
、
桃
李
自
成
し
陰
。
（
『
全
唐
詩
』
巻
三
四
楊
師
道
「
春
朝
閑
歩
」
）

こ
れ
は
、
春
の
朝
の
散
歩
で
目
に
入
っ
た
美
し
い
景
色
を
詠
ん
だ
詩
句
で
あ
る
。
軽
蓋
、
つ
ま
り
軽
車
に
、
そ
の
花
が
咲
い
て
い
る
小

道
に
行
く
よ
う
に
命
じ
る
ま
で
も
な
く
、
桃
李
の
美
し
さ
の
た
め
に
人
が
い
っ
ぱ
い
集
ま
っ
て
き
て
、
自
然
に
道
が
で
き
る
ぐ
ら
い
だ
、

と
い
う
春
景
の
美
し
さ
を
描
い
た
。

え
ば
、
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唐
詩
の
後
、
宋
詩
に
な
っ
て
も
、
大
体
こ
れ
ら
の
用
法
を
受
け
継
い
で
い
る
。
李
広
伝
本
来
の
意
味
で
詠
ん
だ
も
の
、
李
広
伝
の
故
事

の
本
意
か
ら
離
れ
て
、
春
景
と
桃
李
の
美
し
さ
を
詠
ん
だ
も
の
、
さ
ら
に
、
桃
李
の
性
格
の
ひ
と
つ
と
し
て
も
の
を
言
わ
な
い
こ
と
を
詠

ん
だ
も
の
の
例
が
そ
れ
ぞ
れ
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
前
述
し
た
『
盤
斎
抄
』
が
あ
げ
た
黄
庭
堅
の
詩
句
「
桃
李
無
し
言
一
再
風
、
黄
鴎

惟
見
緑
葱
葱
」
に
つ
い
て
、
任
淵
は
「
桃
李
一
再
経
し
風
、
無
し
復
二
顔
色
一
、
紅
紫
事
退
、
邊
成
二
緑
陰
一
」
と
注
を
付
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
句
は
「
桃
李
無
言
」
の
表
現
を
借
り
て
、
桃
李
の
花
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
李
広
伝
の
本
意
と
全
く
異
な
る
修
辞
的
な
用
法
で
あ

る
。
ま
た
、
宋
詩
の
中
に
も
、
懐
旧
の
詩
に
こ
の
典
故
を
用
い
た
も
の
が
あ
る
。
晁
公
糊
の
「
他
郷
」
と
釈
行
海
の
「
寄
一
一
貫
通
こ
で

（
妬
）

あ
る
。
「
故
国
山
川
安
在
哉
、
他
郷
今
復
見
二
春
来
一
・
蓬
菅
井
興
草
益
茂
、
桃
李
不
し
言
花
自
開
」
と
い
う
晁
詩
は
、
題
目
の
通
り
、
異
郷

な
い
。 こ

の
句
も
烏
が
い
つ
も
鱒
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
た
め
に
、
「
桃
李
不
言
」
の
故
事
を
巧
み
に
詠
み
込
ん
だ
。

（
妬
）

桃
李
無
し
言
難
二
自
訴
一
、
黄
鶯
解
し
語
瀝
レ
君
説
。
（
白
居
易
「
和
二
雨
中
花
一
」
）

桃
李
は
口
が
き
け
な
い
の
で
、
自
分
で
訴
え
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
黄
鶯
は
鳴
き
声
を
発
す
る
の
で
、
君
に
説
得
を
頼
も
う
。
こ
の
句

は
「
桃
李
不
言
」
の
表
現
を
も
じ
っ
て
こ
と
ば
を
発
す
る
こ
と
を
話
題
に
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
用
例
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
「
桃
李
不
言
」
は
唐
詩
に
お
い
て
す
で
に
本
意
か
ら
離
れ
て
、
そ
の
表
現
だ
け
を
取
り
入

れ
る
、
い
わ
ば
一
種
の
修
辞
法
的
な
用
法
が
成
り
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
、
旧
邸
懐
旧
と
い
う
テ
ー
マ
の
詩
の
中
に
「
桃
李

不
言
」
の
故
事
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
李
広
伝
の
原
典
は
、
花
と
実
両
方
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
懐
旧
の
意

味
で
使
わ
れ
た
用
例
を
見
る
と
、
桃
李
の
花
だ
け
が
描
写
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
原
典
で
取
り
上
げ
た
実
の
魅
力
に
対
し
て
、
散
る
花

が
も
た
ら
し
た
無
常
の
感
覚
が
働
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
故
事
の
も
と
の
意
味
を
踏
ま
え
て
詠
ん
だ
「
桃
李
」
、
春
景
の
美
し

さ
を
描
く
た
め
に
取
り
入
れ
た
「
桃
李
」
と
、
詩
句
に
修
辞
的
に
用
い
ら
れ
た
「
無
言
」
な
る
「
桃
李
」
は
必
ず
し
も
花
に
限
定
し
て
い
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に
い
る
詩
人
が
故
郷
を
懐
か
し
む
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
桃
李
は
も
の
を
言
わ
な
い
が
、
自
ず
か
ら
花
を
咲
い
て
い
る
と
、
「
他
郷
」

の
春
の
景
物
と
し
て
桃
李
を
描
い
た
。
釈
行
海
の
詩
も
ま
た
、
「
身
在
異
郷
春
又
老
、
夢
回
二
弧
館
一
雨
生
し
寒
。
江
山
有
し
待
人
皆
往
、
桃

李
無
し
言
客
自
看
」
と
い
う
よ
う
に
、
故
郷
を
思
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
の
桃
李
も
ま
た
、
異
郷
の
春
の
景
物
と
し
て
詠
ま
れ
た
。
こ
の
二

首
の
詩
の
、
「
桃
李
不
言
」
の
表
現
を
用
い
て
、
故
郷
を
思
う
心
情
を
詠
む
用
法
が
、
唐
詩
ま
で
の
懐
古
の
思
い
を
詠
む
用
法
を
受
け
継

い
だ
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
直
接
に
懐
古
の
思
い
を
詠
む
詩
で
は
な
い
。

し
か
し
、
は
や
く
『
和
漢
朗
詠
集
』
文
時
の
漢
詩
が
こ
の
典
故
の
懐
旧
・
懐
古
の
思
い
を
表
す
用
法
を
取
り
入
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、

『
平
家
物
語
』
や
『
徒
然
草
』
の
表
現
も
そ
の
傾
向
の
影
響
下
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
ほ
か
の
日
本
漢
詩
の
中
に
は
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
る
か
を
用
例
に
そ
っ
て
確
認
し
て
み
た
い
と
思
う
。

一
番
用
例
の
多
い
使
い
方
は
や
は
り
李
広
伝
の
故
事
の
本
意
と
は
異
な
り
、
そ
の
表
現
を
使
っ
て
春
の
景
色
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば

洛
陽
城
東
桃
與
レ
李
。
一
紅
一
白
践
自
成
。
（
『
文
華
秀
麗
集
』
朝
野
鹿
取
「
奉
和
春
閨
怨
。
一
首
。
」
）

こ
れ
も
桃
李
の
花
の
艶
か
し
さ
を
表
す
た
め
に
「
桃
李
成
礫
」
の
表
現
を
詠
み
こ
ん
だ
。
そ
の
ほ
か
に
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
で
「
桃
李

不
言
」
の
表
現
を
取
り
入
れ
た
用
例
は
以
下
の
よ
う
に
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
。

デ
（
）
○

こ

れ夜
雨
楡
湿
、
曾
波
之
眼
新
矯
。
暁
風
緩
吹
、
不
言
之
口
先
咲
。
（
『
本
朝
文
粋
』
巻
第
十
紀
長
谷
雄
「
仲
春
糞
聴
レ
講
二
礼
記
一
同
賦
二

序へ
o47

L－－…

－

宇
宙
荒
荘
。
煙
霞
蕩
而
満
し
目
。
園
池
照
灼
。
桃
李
笑
而
成
し
礫
。
（
『
懐
風
藻
』
藤
原
萬
里
「
暮
春
於
二
弟
園
池
一
置
レ
酒
。
一
首
。
井

は
暮
春
の
庭
園
の
、
桃
李
の
花
が
池
を
囲
ん
で
美
し
く
咲
い
て
い
る
風
景
を
描
く
た
め
に
「
桃
李
成
し
腰
」
の
表
現
を
使
っ
て
い
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桃
李
の
花
を
詠
ん
で
い
る
。

ま
た
、
こ
の
故
事
の
本
来
の
意
味
を
用
い
た
例
は
左
の
よ
う
に
、
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。

（
副
）

願
以
成
し
礫
枝
葉
下
。
終
天
長
樹
玉
階
邊
。
（
『
凌
雲
集
』
太
上
天
皇
御
製
「
詠
二
桃
花
一
。
一
首
。
」
）

こ
の
詩
句
は
、
ど
う
か
桃
の
木
の
枝
葉
の
下
に
自
ず
か
ら
小
道
が
で
き
る
ほ
ど
人
々
が
行
き
通
い
、
い
つ
ま
で
も
宮
中
の
玉
階
の
の
辺

り
に
植
え
て
お
き
た
い
も
の
だ
と
、
李
広
伝
の
故
事
を
踏
ま
え
て
桃
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

（
艶
）

閉
し
径
無
し
帰
維
隠
士
、
成
し
膜
有
し
託
彼
将
軍
。
（
『
経
国
集
』
巻
十
一
賀
陽
豊
年
「
七
言
賦
レ
桃
応
令
一
首
」
）

こ
の
句
は
、
道
を
閉
じ
て
帰
る
こ
と
も
な
い
こ
の
桃
花
源
の
隠
士
、
自
ず
か
ら
人
が
集
ま
っ
て
き
て
小
道
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
桃

李
に
託
し
た
あ
の
李
将
軍
と
い
う
よ
う
に
、
桃
に
関
す
る
二
つ
の
故
事
を
並
べ
て
文
章
を
綴
っ
て
い
る
。

欲
参
知
一
此
樹
成
礫
徳
一
、
真
騏
芥
芳
自
可
レ
憐
。
（
『
経
国
集
』
巻
十
一
林
娑
婆
「
七
言
賦
レ
桃
応
令
一
首
」
）

こ
の
詩
は
、
桃
李
の
成
礫
の
徳
を
知
ろ
う
と
思
う
な
ら
、
そ
の
香
り
が
自
然
に
人
に
愛
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
と
い
う
意
味

で
、
桃
の
樹
の
下
に
自
ず
か
ら
人
が
集
ま
っ
て
小
道
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
桃
の
徳
と
し
て
詠
ん
で
い
る
。

（
鯛
）

桃
李
不
し
言
多
歳
意
、
水
泉
猶
破
一
宵
夢
。
（
『
粟
田
左
府
尚
歯
会
詩
』
坂
合
部
以
方
「
暮
春
見
藤
亜
相
山
荘
尚
歯
会
詩
」
）

桑
楡
景
暮
猶
応
し
借
、
桃
李
春
深
豈
不
レ
言
。
（
『
粟
田
左
府
尚
歯
会
詩
」
藤
原
忠
輔
「
暮
春
見
藤
亜
相
山
荘
尚
歯
会
詩
」
）

（
卵
）

欲
ン
問
一
桃
践
一
矯
不
レ
答
、
更
求
一
梅
援
一
混
難
ン
尋
。
（
『
類
聚
句
題
抄
』
大
江
朝
綱
「
香
不
レ
知
二
花
薇
こ
）

桃
艶
不
レ
言
心
更
獺
、
梅
唇
先
咲
感
偏
頻
。
（
『
類
聚
句
題
抄
』
三
善
文
江
「
花
間
訪
二
春
色
一
」
）

こ
れ
ら
の
詩
例
は
「
桃
李
不
言
」
の
表
現
を
用
い
て
、
美
し
い
春
の
景
色
を
描
い
て
い
る
。
そ
の
中
、
「
暮
春
見
藤
亜
相
山
荘
尚
歯
会

詩
」
を
詩
題
と
し
た
二
首
の
漢
詩
が
取
り
上
げ
た
桃
李
は
花
か
実
か
ど
ち
ら
か
を
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
以
外
、
ほ
か
の
詩
例
は
全
部

桃
始
華
醐
）
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行
。
河
陽
旧
縣
先
亡
レ
色
。
金
谷
新
園
無
二
復
栄
一
。
泣
眼
看
々
不
二
曾
厭
一
。
徒
然
奪
レ
魂
亦
損
し
明
。
還
知
人
間
仙
路
近
。
重
見
桃
李
目

前
生
。
（
『
凌
雲
集
』
小
野
岑
守
「
奉
レ
和
下
観
二
佳
人
腸
歌
一
御
製
上
。
」
）

こ
こ
で
は
「
桃
李
不
言
」
の
故
事
を
使
っ
て
い
な
い
が
、
播
岳
が
河
陽
令
に
な
っ
た
時
に
全
県
に
桃
花
を
植
え
る
よ
う
に
命
じ
た
故
事

と
、
金
谷
園
の
繁
栄
と
著
侈
の
故
事
を
踏
ま
え
て
対
句
を
作
っ
た
こ
と
は
前
に
述
べ
て
い
た
漢
詩
文
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

（
弱
）

る
。
結
句
の
「
重
見
桃
李
目
前
生
」
は
、
陶
淵
明
『
桃
花
源
記
』
の
仙
境
を
思
い
出
さ
せ
る
表
現
で
あ
り
な
が
ら
、
前
の
部
分
の
河
陽
県

と
金
谷
園
の
桃
李
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。

桃
践
長
掩
レ
迩
。
蕎
里
忽
迎
レ
糯
。
（
『
文
華
秀
麗
集
』
菅
原
清
公
「
奉
和
侍
中
翁
主
挽
歌
詞
・
」
）

見
物
の
人
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
る
は
ず
の
桃
の
咲
く
小
道
は
永
遠
に
人
の
足
跡
を
覆
い
隠
し
、
死
の
里
か
ら
思
い
も
か
け
ず
に
霊

車
を
迎
え
る
。
こ
こ
は
人
が
自
然
に
集
ま
っ
て
く
る
と
い
う
「
桃
李
成
礫
」
の
本
来
の
意
味
を
逆
用
し
て
、
人
が
亡
く
な
る
こ
と
を
述
べ

い
○

て
い
る
。

こ
の
句
は
、
今
こ
こ
に
咲
い
て
い
る
桃
李
は
何
も
言
わ
な
く
て
も
、
美
し
い
花
と
美
味
し
い
実
が
あ
る
た
め
に
、
自
然
に
人
々
が
集
ま

（
別
）

っ
て
く
る
。
そ
の
よ
う
に
わ
た
く
し
も
い
つ
か
は
栄
達
の
日
が
来
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
四
首
と
も
李
広
伝
の
故
事
の
本
来
の
意
味
を
詠
み
こ
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、
も
う
一
首
こ
の
意
味
を
逆
用
し
た
詩
例
が
見
ら
れ
る
。

そ
し
て
最
後
に
、
日
本
漢
詩
の
中
に
も
一
例
だ
け
で
あ
る
が
、
金
谷
園
と
桃
李
両
方
を
詠
み
こ
ん
だ
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た

春
女
春
粧
言
不
レ
及
。
無
量
無
数
満
二
華
庭
一
。
心
矯
謄
小
差
二
腸
歩
一
。
声
裏
微
々
寿
千
齢
。
洛
津
廻
雪
當
レ
餡
し
影
。
巫
嶺
朝
雲
応
し
欽
レ

桃
李
不
し
言
今
在
し
此
、

（
麺
）

賦
二
桃
浦
落
し
船
花
一
・
」
）

霜
台
早
晩
遇
二
芳
栄
一
。
（
『
江
吏
部
集
』
大
江
匡
衡
「
七
言
三
月
三
日
夜
於
二
員
外
藤
納
言
文
亭
一
守
二
庚
申
一
同
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次
に
注
目
し
た
い
の
は
、
藤
原
定
家
に
仮
託
さ
れ
た
歌
論
書
『
三
五
記
』
に
見
ら
れ
る
「
故
園
桃
李
看
無
し
益
、
情
在
二
旧
遊
一
不
し
在
し

（
師
）
（
釘
）

花
」
と
い
う
漢
詩
で
あ
る
。
こ
の
句
は
「
物
哀
体
」
に
配
列
し
て
い
る
が
、
そ
の
出
典
は
不
明
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
定
家
の
日
記

『
明
月
記
』
嘉
禄
元
年
（
一
二
二
五
年
）
二
月
二
十
九
日
条
に
「
桃
李
浅
深
又
満
し
望
。
過
二
白
河
辺
一
、
只
有
二
懐
旧
之
思
一
。
昔
与
二
旧
遊

ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
卜
記
）

｜
翫
レ
花
之
所
、
時
移
事
去
、
花
猶
毎
レ
春
不
レ
回
、
古
木
折
尽
、
堂
宇
滅
亡
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
荒
れ
果
て
る
故
園
に
あ
る
桃
李
を
見

て
、
昔
の
友
人
を
偲
ぶ
と
い
う
懐
旧
の
感
慨
は
両
者
で
共
通
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
「
故
園
桃
李
」
「
旧
遊
」
「
花
」
と
い
う
表
現
ま

で
も
両
者
で
一
致
し
て
い
る
。
「
三
五
記
』
が
偽
書
で
あ
る
た
め
、
『
明
月
記
』
の
記
事
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
漢
詩
が
作
ら
れ
た
と
考
え
た

ほ
う
が
妥
当
で
あ
ろ
う
が
、
傍
線
で
示
し
た
『
明
月
記
』
の
こ
の
記
事
の
表
現
は
『
徒
然
草
』
第
二
十
五
段
に
も
見
ら
れ
る
要
素
で
、
『
明

月
記
』
の
こ
の
部
分
と
『
徒
然
草
』
第
二
十
五
段
の
発
想
と
の
近
似
性
に
は
看
過
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。
定
家
が
見
て
い
る
「
白
河
辺
」

は
、
昔
の
繁
栄
を
失
っ
て
、
焼
亡
し
て
荒
れ
果
て
る
地
と
な
っ
た
法
勝
寺
の
辺
り
で
あ
る
が
、
こ
の
情
景
は
場
所
こ
そ
違
う
も
の
の
、
『
徒

然
草
』
第
二
十
五
段
で
描
か
れ
た
す
っ
か
り
廃
れ
て
し
ま
っ
た
京
極
殿
・
法
成
寺
の
風
景
と
よ
く
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
兼
好

は
こ
こ
で
桃
李
の
花
を
連
想
し
た
の
は
、
こ
の
『
明
月
記
』
の
記
事
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

永
済
注
が
文
時
の
漢
詩
に
注
を
付
け
た
時
に
あ
げ
た
出
羽
弁
の
和
歌
の
よ
う
に
、
「
桃
李
不
言
」
と
い
う
漢
籍
に
見
ら
れ
る
故
事
は
、

漢
詩
だ
け
で
は
な
く
、
和
歌
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
最
後
に
、
和
歌
に
詠
ま
れ
た
桃
李
と
「
桃
李
不
言
」
の
故
事
の
使
い
方

に
つ
い
て
分
析
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

直
接
「
桃
李
不
言
」
の
故
事
を
詠
み
こ
ん
だ
も
の
は
、
前
述
し
た
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
出
羽
弁
と
弁
の
め
の
と
の
歌
が
一
番
早
い
例

三
、
和
歌
に
詠
ま
れ
る
「
桃
李
不
言
」
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世
尊
寺
の
も
も
の
は
な
を
よ
み
は
べ
り
け
る
出
羽
弁

Ⅲ
ふ
る
さ
と
の
は
な
の
も
の
い
ふ
よ
な
り
せ
ば
い
か
に
む
か
し
の
こ
と
を
と
は
ま
し

や
よ
ひ
の
月
り
う
門
に
ま
ゐ
り
て
た
き
の
も
と
に
て
か
の
く
に
の
か
み
義
忠
が
も
も
の
は
な
の
は
べ
り
け
る
を
い
か
が
み
る

と
い
ひ
侍
り
け
れ
ば
よ
め
る
弁
の
め
の
と

６帖
も
の
い
は
ぱ
と
ふ
く
き
も
の
を
も
も
の
は
な
い
く
よ
か
へ
た
る
た
き
の
し
ら
い
と

１

出
羽
弁
の
歌
は
、
こ
の
桃
と
由
緒
あ
る
地
で
あ
る
世
尊
寺
の
桃
の
花
は
も
し
口
が
き
け
る
な
ら
、
昔
の
こ
と
を
ど
う
問
う
の
だ
ろ
う
と

詠
ん
だ
も
の
で
、
確
か
に
『
平
家
物
語
』
と
『
徒
然
草
』
の
該
当
部
分
の
旧
邸
懐
旧
の
主
題
と
一
致
し
て
い
る
。
弁
の
め
の
と
の
歌
は
邸

宅
と
関
わ
ら
な
い
も
の
の
、
桃
の
花
は
も
し
口
が
き
け
る
な
ら
、
ど
れ
ほ
ど
の
月
日
を
送
っ
た
の
か
と
、
滝
に
問
う
に
違
い
な
い
の
に
と
、

桃
の
花
に
昔
を
問
う
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
た
。
こ
の
二
首
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
平
安
時
代
中
期
に
、
「
桃
李
不
言
」
の
表
現
と
故
事
は

す
で
に
和
歌
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
「
桃
李
不
言
」
故
事
を
詠
ん
だ
和
歌
の
用
例
は
多
く
は
な
い
が
、
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。

春
廿
首
花
園
左
大
臣
家
小
大
進

６別
も
も
の
花
物
い
は
ず
と
か
き
き
し
か
ば
た
れ
す
き
あ
ふ
と
た
は
れ
し
も
せ
じ
（
『
久
安
百
首
』
）

１
こ
の
歌
は
、
桃
の
花
は
も
の
を
言
わ
な
い
と
聞
い
た
の
で
、
た
れ
か
れ
が
そ
の
実
が
酸
い
、
そ
の
花
を
浮
か
べ
た
酒
を
飲
み
あ
い
、
恋

し
合
っ
て
も
、
桃
の
花
自
身
は
み
だ
ら
に
戯
れ
た
り
は
し
な
い
と
詠
ん
だ
も
の
で
、
も
の
を
言
わ
な
い
と
い
う
こ
と
が
桃
花
の
性
質
の
ひ

と
つ
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。

も
も

で
あ
る
。

信
実
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首
見
ら
れ
る
。

な
っ
た
。 ４虹

山
吹
の
色
に
は
あ
ら
ね
ど
も
も
の
花
ま
た
も
の
い
は
ぬ
ふ
る
さ
と
の
花
（
『
新
撰
和
歌
六
帖
』
）

２
こ
の
歌
は
、
く
ち
な
し
の
色
と
似
て
い
る
山
吹
の
色
で
は
な
い
が
、
桃
の
花
も
同
じ
く
も
の
を
言
わ
な
い
、
こ
の
ふ
る
さ
と
の
花
と
、

楯
子
の
色
に
似
て
い
る
山
吹
の
色
を
「
く
ち
な
し
」
に
掛
け
て
、
も
の
を
言
わ
な
い
桃
の
花
を
詠
ん
で
い
る
。

か
ら
も
も
光
俊

５組
こ
と
は
よ
も
き
き
し
ら
じ
と
や
か
ら
も
も
の
物
を
ぱ
い
は
で
は
な
に
の
み
さ
く
（
『
新
撰
和
歌
六
帖
』
）

２
こ
の
歌
は
、
ま
さ
か
聞
き
知
ら
な
い
と
い
う
の
か
、
か
ら
も
も
は
口
が
き
け
ず
に
た
だ
花
だ
け
を
咲
く
と
、
桃
花
の
も
の
を
言
わ
な
い

性
質
を
巧
み
に
詠
み
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

こ
の
三
首
の
歌
は
『
後
拾
遺
集
』
の
弁
の
め
の
と
の
歌
と
同
じ
よ
う
に
、
邸
宅
と
は
関
係
の
な
い
も
の
の
、
も
の
を
言
わ
な
い
花
と
し

て
桃
の
花
を
詠
み
こ
ん
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
和
歌
に
お
い
て
も
、
『
史
記
』
・
『
漢
書
』
な
ど
の
漢
籍
に
お
い
て
、
無
口
の
李
広
将
軍
を
桃

李
に
瞼
え
た
よ
う
に
、
も
の
を
言
わ
な
い
こ
と
が
桃
の
花
の
性
質
の
一
つ
と
し
て
定
型
化
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

時
代
が
さ
ら
に
下
り
、
『
徒
然
草
』
の
後
の
時
代
に
な
る
が
、
左
の
よ
う
に
、
「
桃
李
不
言
」
を
詞
書
き
と
し
た
歌
も
見
ら
れ
る
よ
う
に

桃
花
不
言

Ⅲ
咲
く
桃
の
花
も
の
い
は
ぱ
問
ひ
て
ま
し
入
り
け
む
山
の
お
く
は
い
か
に
と
（
『
師
兼
千
首
』
）

ま
た
、
直
接
に
「
桃
李
不
言
」
の
影
響
は
見
ら
れ
な
い
が
、
桃
の
花
を
題
と
し
て
、
懐
旧
の
思
い
を
込
め
た
詠
歌
も
以
下
の
よ
う
に
、
二

ふ
る
さ
と
の
も
も
の
は
な

Ⅲ
い
ろ
は
み
な
む
か
し
な
が
ら
も
も
も
の
は
な
ふ
る
え
や
わ
れ
を
お
も
ひ
い
づ
ら
ん
（
『
寂
蓮
結
題
百
首
』
）

り
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｢徒然草』における漢籍受容の方法

こ
れ
ら
の
歌
例
が
詠
ん
だ
の
は
、
全
部
桃
の
花
で
あ
る
。
桃
の
花
は
従
来
、
春
の
景
色
の
艶
め
か
し
さ
や
三
月
三
日
曲
水
の
宴
を
詠
む

（
弱
）

時
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
景
物
で
あ
り
、
ま
た
、
西
王
母
の
三
千
年
の
仙
桃
の
話
か
ら
、
桃
は
三
千
年
の
齢
を
祝
う
景
物
と
し
て
詠
ま
れ
る

こ
と
が
多
い
が
、
そ
の
中
に
、
『
後
拾
遺
集
』
の
時
代
か
ら
は
、
漢
籍
の
「
桃
李
不
言
」
故
事
か
ら
も
の
を
言
わ
な
い
景
物
と
し
て
の
イ

メ
ー
ジ
も
受
け
継
が
れ
て
詠
ま
れ
て
い
た
。
兼
好
が
『
徒
然
草
』
第
二
十
五
段
の
「
桃
李
も
の
言
は
ね
ば
、
誰
と
と
も
に
か
昔
を
語
ら
ん
」

無
口
で
あ
る
が
、

は
な
い
だ
ろ
う
。

川
ふ
る
里
は
か
き
ね
の
も
も
の
花
の
み
や
む
か
し
の
春
を
忘
れ
ざ
る
ら
む
（
『
拾
玉
集
』
）

こ
の
二
首
と
も
故
郷
の
桃
の
花
を
題
と
し
た
歌
で
あ
る
。
前
述
し
た
『
後
拾
遺
集
』
の
出
羽
弁
の
歌
に
は
す
で
に
故
郷
の
桃
の
花
を
取

り
上
げ
た
よ
う
に
、
こ
の
二
首
も
そ
の
影
響
下
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
故
郷
の
垣
根
の
桃
の
花
だ
け
が
昔
の
春
を
忘
れ
ず

に
い
る
の
だ
ろ
う
と
歌
っ
た
『
拾
玉
集
』
の
歌
は
、
前
述
し
た
『
平
家
物
語
』
「
少
将
都
還
」
の
該
当
部
分
「
三
月
中
の
六
日
な
れ
ば
、

花
は
未
だ
名
残
あ
り
。
楊
梅
、
桃
李
の
梢
こ
そ
、
折
知
り
顔
に
色
々
な
れ
。
昔
の
主
は
な
け
れ
ど
も
、
春
を
忘
れ
ぬ
花
な
れ
や
」
と
の
近

似
性
は
看
過
で
き
な
い
。
『
平
家
物
語
』
の
こ
の
部
分
は
、
「
こ
ち
ふ
か
ば
に
ほ
ひ
お
こ
せ
よ
梅
の
花
あ
る
じ
な
し
と
て
春
を
わ
す
る
な
」

と
い
う
菅
原
道
真
の
歌
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
が
諸
注
釈
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
道
真
の
歌
で
は
、
春
を
忘
れ
な
い

の
が
梅
で
あ
る
が
、
慈
円
の
歌
に
な
る
と
、
桃
の
花
は
昔
の
春
を
偲
ば
せ
る
景
物
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
『
拾
玉
集
』
の
こ
の
歌
は
、
『
平

家
物
語
』
「
少
将
都
還
」
の
該
当
部
分
と
、
さ
ら
に
、
廃
れ
た
邸
宅
に
桃
李
の
花
が
口
を
き
け
な
い
の
で
、
誰
と
昔
の
こ
と
を
語
ろ
う
と

嘆
い
た
『
徒
然
草
』
第
二
十
五
段
の
文
意
に
も
通
じ
て
い
る
所
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
桃
李
不
言
」
の
故
事
を
取
り
入
れ
た
出
羽
弁

の
歌
と
太
宰
府
に
流
さ
れ
る
時
に
都
恋
い
の
心
情
を
梅
に
因
ん
で
詠
ん
だ
道
真
の
歌
と
両
方
を
踏
ま
え
、
桃
を
詠
ん
だ
慈
円
の
歌
か
ら
は
、

無
口
で
あ
る
が
、
忠
実
な
心
の
持
ち
主
で
あ
る
た
め
に
、
人
々
に
敬
愛
さ
れ
て
い
る
李
広
将
軍
の
イ
メ
ー
ジ
を
読
み
取
る
の
も
不
可
能
で

故
郷
桃
花
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『
徒
然
草
』
第
二
十
五
段
は
世
の
無
常
を
説
く
章
段
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
華
や
か
な
所
で
も
、
何
百
年
何
千
年
が
経
っ
た
ら
、
荒
れ
果

て
る
所
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
、
子
孫
後
代
の
こ
と
ま
で
心
配
し
て
、
心
を
砕
く
の
は
む
な
し
い
こ
と
だ
と
述
べ
た
こ
の
章
段
は
、
藤
原

道
長
の
京
極
殿
と
法
成
寺
を
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
権
勢
の
頂
点
に
立
つ
道
長
が
作
っ
た
邸
宅
だ
か
ら
、
当
時
に
は
い
つ
ま
で
も
著
侈

を
極
め
る
所
で
あ
り
続
け
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
た
が
、
兼
好
の
時
代
に
は
す
で
に
焼
失
し
て
、
廃
れ
た
所
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
情
景
を
目
に
し
た
兼
好
は
、
「
桃
李
も
の
言
は
ね
ば
、
誰
と
と
も
に
か
昔
を
語
ら
ん
」
と
嘆
い
た
。

こ
の
文
章
は
『
史
記
』
・
『
漢
書
』
李
広
伝
の
「
桃
李
不
言
、
下
自
成
践
」
と
い
う
故
事
を
踏
ま
え
て
い
る
が
、
無
口
だ
が
、
人
徳
が
あ

る
た
め
に
、
人
々
に
慕
わ
れ
て
い
る
李
広
将
軍
を
讃
え
る
こ
と
ば
と
し
て
の
こ
の
故
事
の
原
意
と
は
意
味
も
用
法
も
異
な
っ
て
い
る
。
そ

こ
で
、
こ
の
「
桃
李
不
言
」
と
い
う
表
現
は
、
も
と
も
と
の
意
味
か
ら
離
れ
て
、
懐
旧
・
懐
古
の
思
い
を
語
る
も
の
に
変
遷
し
て
い
く
経

緯
を
中
国
と
日
本
の
古
典
作
品
に
見
ら
れ
る
用
例
に
そ
っ
て
考
察
を
行
っ
た
。

『
寿
命
院
抄
』
か
ら
、
『
徒
然
草
』
の
諸
注
釈
に
は
、
こ
の
文
章
の
出
典
と
し
て
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
菅
原
文
時
の
漢
詩
「
桃
李
不
し
言

春
幾
暮
、
煙
霞
無
し
跡
昔
誰
栖
」
と
、
『
後
拾
遺
集
』
出
羽
弁
の
和
歌
「
ふ
る
さ
と
の
花
の
物
い
ふ
世
な
り
せ
ぱ
い
か
に
む
か
し
の
こ
と
を

問
は
ま
し
」
を
あ
げ
て
い
る
。
確
か
に
、
『
徒
然
草
』
の
こ
の
文
章
は
、
文
時
の
漢
詩
に
見
ら
れ
る
桃
李
を
旧
邸
懐
旧
の
思
い
を
述
べ
る

景
物
と
し
て
詠
む
要
素
と
、
出
羽
弁
の
和
歌
に
見
ら
れ
る
桃
と
昔
の
こ
と
を
語
る
要
素
を
統
合
し
た
形
で
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
看
過

で
き
な
い
こ
と
に
、
朗
詠
古
注
の
『
永
済
注
』
は
こ
の
漢
詩
に
注
を
つ
け
る
時
、
こ
の
和
歌
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
平
家

と
い
う
文
章
を
書
い
た
時
に
も
、
こ
う
い
う
桃
の
花
の
イ
メ
ー
ジ
を
念
頭
に
置
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

四
、
ま
と
め

-180-



｢徒然草」 における漢籍受容の方法

物
語
』
に
受
容
さ
れ
、
「
少
将
都
還
」
の
巻
で
は
、
成
経
が
亡
父
の
邸
宅
で
こ
の
漢
詩
と
和
歌
と
を
両
方
口
ず
さ
ん
で
懐
旧
の
思
い
を
述

べ
て
い
る
。
『
平
家
物
語
』
が
『
永
済
注
』
の
影
響
を
受
け
、
さ
ら
に
『
徒
然
草
』
の
こ
の
部
分
に
影
響
を
与
え
た
と
も
想
定
で
き
る
が
、

『
永
済
注
』
が
直
接
に
『
徒
然
草
』
に
受
容
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
か
を
決
め
る
証
拠
は
な
い
が
、
『
徒
然
草
』
の
こ
の
文

章
は
こ
う
い
う
背
景
に
書
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
「
桃
李
不
言
」
の
表
現
は
、
無
口
だ
が
、
人
徳
の
あ
る
李
広
将
軍
を
讃
え
る
こ
と
ば
と
し
て
の
李
広
伝
の
原
意
か
ら
離
れ
て
、

懐
旧
の
思
い
を
託
し
た
表
現
と
し
て
詠
む
、
と
い
う
漢
詩
の
中
に
見
ら
れ
る
傾
向
は
、
か
な
り
早
い
段
階
で
日
本
漢
詩
に
も
見
ら
れ
、
文

時
の
漢
詩
は
こ
の
よ
う
な
傾
向
の
中
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
李
広
伝
に
は
桃
李
の
花
と
実
を
両
方
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
懐
旧

の
思
い
を
詠
む
中
国
の
漢
詩
に
は
そ
の
花
だ
け
を
詠
む
傾
向
が
見
ら
れ
、
桃
李
を
詠
む
日
本
漢
詩
に
お
い
て
も
、
花
だ
け
が
対
象
と
し
て

取
り
入
れ
た
も
の
が
多
い
。
さ
ら
に
、
和
歌
に
も
、
春
の
美
し
さ
を
表
す
景
物
と
し
て
の
桃
李
や
、
三
千
年
の
齢
を
祝
う
景
物
と
し
て
の

桃
を
詠
む
ほ
か
に
、
も
の
を
言
わ
な
い
こ
と
が
桃
の
花
の
ひ
と
つ
の
性
質
と
し
て
定
型
化
し
て
い
る
傾
向
が
見
ら
れ
、
「
桃
李
不
言
」
の

故
事
を
踏
ま
え
て
懐
旧
の
思
い
を
表
す
和
歌
も
詠
ま
れ
て
い
た
。

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
『
徒
然
草
』
第
二
十
五
段
は
、
旧
邸
懐
旧
の
テ
ー
マ
を
語
る
時
に
用
い
た
「
桃
李
も
の
言
は
ね
ば
、
誰
と
と
も

に
か
昔
を
語
ら
ん
」
と
い
う
文
章
の
出
典
に
な
る
「
桃
李
不
言
」
と
い
う
表
現
は
、
こ
の
よ
う
に
、
原
典
の
意
味
か
ら
離
れ
て
、
中
国
と

日
本
の
漢
詩
文
、
さ
ら
に
和
歌
に
お
い
て
も
、
懐
旧
・
懐
古
の
思
い
を
詠
む
用
法
が
現
れ
、
複
雑
な
変
遷
の
経
緯
を
経
て
い
る
。
こ
こ
で

は
、
そ
の
表
現
の
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
、
つ
ま
り
、
兼
好
の
「
見
聞
し
う
る
可
能
性
の
あ
る
情
報
網
を
整
理
し
、
検
討
を
加
え
て
お
く

（
帥
）

こ
と
」
を
試
み
た
。
『
徒
然
草
』
は
文
章
を
綴
る
時
に
用
い
た
漢
籍
の
故
事
・
表
現
は
、
日
本
の
漢
詩
文
や
和
歌
に
取
り
入
れ
、
変
容
し

定
型
化
し
て
い
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
「
ひ
と
り
灯
の
も
と
に
文
を
ひ
ろ
げ
て
、
見
ぬ
世
の
人
を
友
と
す
る
ぞ
、
こ
よ
な
う
な
ぐ
さ

む
わ
ざ
な
る
。
文
は
、
文
選
の
あ
は
れ
な
る
巻
々
、
白
氏
文
集
、
老
子
の
こ
と
ば
、
南
華
の
篇
」
と
第
十
三
段
に
あ
る
よ
う
に
、
兼
好
は
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古
い
書
籍
を
心
の
友
と
し
て
親
し
ん
で
い
た
。
具
体
的
な
考
察
は
別
稿
に
譲
る
が
、
こ
の
中
に
書
名
が
あ
げ
ら
れ
た
『
白
氏
文
集
』
に
つ

い
て
も
、
前
述
し
た
よ
う
な
、
日
本
の
漢
詩
文
や
和
歌
を
媒
介
に
し
た
受
容
方
法
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
間
接
的
な
受
容
方
法
は
、

『
徒
然
草
』
の
漢
籍
出
典
を
考
え
る
時
に
、
看
過
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

〔
注
〕

（
１
）
『
徒
然
草
』
本
文
の
引
用
は
、
す
べ
て
烏
丸
本
を
底
本
と
し
た
三
木
紀
人
『
徒
然
草
全
訳
注
』
（
講
談
社
一
九
九
二
年
）
に
よ
る
。

（
２
）
冨
倉
徳
次
郎
『
類
纂
評
釈
徒
然
草
』
開
文
社
一
九
五
六

（
３
）
和
歌
の
引
用
は
す
べ
て
『
新
編
国
歌
大
観
』
（
角
川
書
店
一
九
八
三
年
）
に
よ
る
。

（
４
）
渡
辺
実
校
注
『
枕
草
子
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
岩
波
書
店
一
九
九
一
年

（
５
）
『
寿
命
院
抄
』
、
『
埜
槌
』
と
『
慰
草
』
の
引
用
は
吉
澤
貞
人
『
徒
然
草
古
注
釈
集
成
』
（
勉
誠
社
一
九
九
六
年
）
に
よ
る
。

（
６
）
『
長
明
方
丈
記
抄
・
徒
然
草
抄
』
加
藤
磐
斎
古
注
釈
集
成
新
典
社
一
九
八
五
年

（
７
）
李
白
の
詩
の
引
用
は
す
べ
て
濯
蜆
園
、
朱
金
城
校
注
『
李
白
集
校
注
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
一
九
九
八
年
）
に
よ
る
。

（
８
）
黄
庭
堅
の
詩
と
詩
注
の
引
用
は
す
べ
て
劉
尚
榮
校
点
『
黄
庭
堅
詩
集
注
』
（
中
華
書
局
二
○
○
三
年
）
に
よ
る
。

（
９
）
『
徒
然
草
文
段
抄
』
と
『
徒
然
草
拾
遺
抄
』
は
徒
然
草
古
注
釈
大
成
（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
一
九
七
八
年
）
に
よ
る
。

（
Ⅲ
）
田
辺
爵
『
徒
然
草
諸
注
集
成
』
右
文
書
院
一
九
六
九
年

面
）
市
古
貞
次
校
注
・
訳
『
平
家
物
語
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
小
学
館
一
九
九
六
年
。
た
だ
し
、
『
延
慶
本
平
家
物
語
全
注
釈
』

（
汲
古
書
院
二
○
○
七
年
）
に
よ
る
と
、
文
時
の
漢
詩
は
諸
本
で
異
同
は
な
い
が
、
出
羽
弁
の
和
歌
は
諸
本
で
は
異
同
が
見
ら
れ

傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。
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伊
藤
正
義
・
黒
田
彰
・
三
木
雅
博
『
和
漢
朗
詠
集
古
注
釈
集
成
』
大
学
堂
書
店
一
九
八
九
年

『
拾
芥
抄
』
（
大
東
急
記
念
文
庫
善
本
叢
刊
中
古
中
世
篇
第
十
三
巻
類
書
Ⅱ
汲
古
書
院
二
○
○
五
年
）
中
・
諸
名
所
部
第
二
十
に

「
桃
園
。
同
世
尊
寺
南
。
保
光
卿
家
行
成
卿
傳
し
之
」
と
あ
る
。

『
懐
風
藻
』
（
小
島
憲
之
校
注
日
本
古
典
文
学
大
系
岩
波
書
店
一
九
七
一
年
）
に
「
命
し
駕
遊
二
山
水
一
。
長
忘
冠
星
情
。
安
得
二

王
喬
道
一
。
控
し
鶴
入
二
蓬
源
一
・
」
と
い
う
葛
野
王
の
五
言
詩
「
遊
龍
門
寺
」
が
あ
る
よ
う
に
、
龍
門
寺
の
辺
り
は
鶴
に
乗
っ
て
昇

天
す
る
仙
人
の
王
子
喬
を
連
想
さ
せ
る
仙
境
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

『
今
昔
物
語
集
』
（
馬
淵
和
夫
・
国
東
文
暦
・
稲
垣
泰
一
校
注
・
訳
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
小
学
館
一
九
九
九
年
）
巻
第
十

一
「
久
米
仙
人
始
造
久
米
寺
語
第
二
十
四
」
に
「
今
昔
、
大
和
国
、
吉
野
ノ
郡
、
竜
門
寺
卜
云
寺
有
り
。
寺
三
一
ノ
人
籠
リ
居
テ

仙
ノ
法
ヲ
行
ヒ
ケ
リ
。
其
仙
人
ノ
名
ヲ
バ
、
一
人
ヲ
ア
ヅ
ミ
ト
云
う
、
一
人
ヲ
（
久
米
ト
云
う
」
と
あ
る
。

北
村
季
吟
編
『
和
漢
朗
詠
集
註
』
北
村
季
吟
古
註
釈
集
成
新
典
社
一
九
七
八
年

分
類
と
本
文
は
注
（
旧
）
の
『
和
漢
朗
詠
集
古
注
釈
集
成
』
に
よ
る
。

る
。
延
慶
本
と
長
門
本
は
「
人
は
い
さ
心
も
し
ら
ず
ふ
る
さ
と
は
花
ぞ
昔
の
香
に
に
ほ
ひ
け
る
」
と
い
う
『
古
今
集
』
春
上
の
紀

貫
之
の
歌
と
下
句
が
異
な
る
「
人
ハ
イ
サ
心
モ
シ
ラ
ス
フ
ル
サ
ト
ノ
花
ソ
昔
二
カ
ワ
ラ
サ
リ
ケ
ル
」
と
い
う
歌
を
載
せ
て
お
り
、

屋
代
本
・
覚
一
本
・
中
院
本
は
出
羽
弁
の
歌
を
載
せ
て
い
る
。
源
平
盛
衰
記
は
右
の
『
古
今
集
』
の
歌
を
そ
の
ま
ま
載
せ
て
い
る

が
、
四
部
合
戦
本
は
い
ず
れ
の
歌
も
記
さ
な
い
。

『
徒
然
草
』
第
二
百
二
十
六
段
「
こ
の
行
長
入
道
、
平
家
物
語
を
作
り
て
、
生
仏
と
い
ひ
け
る
盲
目
に
教
へ
て
語
ら
せ
け
り
。
」

安
良
岡
康
作
『
徒
然
草
全
注
釈
』
角
川
書
店
一
九
七
七
年

同
注
（
旧
）
。
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後
藤
昭
雄
・
池
上
洵
一
・
山
根
對
助
校
注
『
江
談
抄
・
中
外
抄
・
富
家
語
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
岩
波
書
店
一
九
九
七
年

川
口
久
雄
校
注
『
菅
家
文
草
・
菅
家
後
集
』
日
本
古
典
文
学
大
系
岩
波
書
店
一
九
七
一
年

『
幽
明
録
』
（
百
部
叢
書
集
成
藝
文
印
書
館
一
九
六
七
年
）
に
「
漢
明
帝
永
平
五
年
、
剣
県
劉
晨
、
院
肇
共
入
二
天
台
山
一
、
取
二

谷
皮
一
、
迷
不
レ
得
し
返
・
経
二
十
餘
日
一
、
糧
食
乏
壼
、
飢
餓
殆
死
。
遙
望
山
上
有
二
一
桃
樹
一
、
大
有
二
子
実
一
。
而
絶
巖
遼
澗
、
了

無
二
登
路
。
華
し
葛
乃
得
し
至
・
嗽
二
数
枚
一
而
飢
止
体
充
。
（
中
略
）
食
畢
行
し
酒
、
有
二
群
女
来
一
、
各
持
一
三
五
桃
子
一
、
笑
而
言
。

賀
一
一
女
婿
来
一
一
と
あ
る
。

賀
二
女
婿
来
一
」

同
注
（
Ⅲ
）
。

黒
田
彰
「
源
平
盛
衰
記
と
和
漢
朗
詠
集
永
済
注
Ｉ
増
補
説
話
の
資
料
」
『
説
話
文
学
研
究
』
十
七
一
九
八
二
年

黒
田
彰
「
『
朗
詠
古
注
』
管
見
１
永
済
注
に
つ
い
て
」
『
国
語
と
国
文
学
』
六
十
－
十
一
一
九
八
三
年

『
史
記
』
の
本
文
と
注
の
引
用
は
す
べ
て
『
史
記
』
（
中
華
書
局
一
九
六
三
年
）
に
よ
る
。

『
漢
書
』
の
本
文
と
注
の
引
用
は
す
べ
て
『
漢
書
』
（
中
華
書
局
一
九
六
四
年
）
に
よ
る
。

池
田
利
夫
『
蒙
求
古
註
集
成
』
（
汲
古
書
院
一
九
八
九
年
）
に
よ
る
と
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
最
古
注
（
国
立
故
宮
博
物
院

藏
上
巻
古
紗
本
・
宮
内
庁
書
陵
部
藏
上
巻
影
紗
本
）
が
「
及
二
死
之
日
一
、
天
下
知
与
レ
不
し
知
、
皆
蓋
し
書
為
し
哀
。
彼
其
忠
実
心
、

誠
成
し
信
二
於
士
大
夫
一
也
」
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
い
わ
ゆ
る
準
古
注
（
應
安
頃
刊
五
山
版
・
国
会
図
書
館
藏
大
永
五
年
書

写
本
・
鎚
田
鵬
齋
校
「
菖
注
蒙
求
」
刊
本
・
細
合
方
明
校
「
韓
本
蒙
求
」
刊
本
・
林
述
齋
校
「
古
本
蒙
求
」
刊
本
）
に
は
「
及
二

死
之
日
一
、
天
下
皆
流
し
涕
」
に
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
徐
子
光
注
（
文
禄
五
年
刊
「
徐
状
元
補
註
蒙
求
」
）
に
は
「
及
二
死
之
日

一
、
天
下
知
与
レ
不
し
知
、
皆
為
流
し
涕
。
彼
其
中
心
、
誠
信
二
於
士
大
夫
一
也
」
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
異
同
と
増
補
が
見
ら
れ
る
が
、

同
注
（
旧
）
。
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本
論
が
取
り
上
げ
る
「
桃
李
不
し
言
、
下
自
成
し
礫
」
の
部
分
に
つ
い
て
異
同
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
『
蒙
求
和
歌
』
春
部
（
新

編
国
歌
大
観
第
十
巻
）
に
も
「
李
広
成
礫
」
の
項
目
を
立
て
て
、
同
じ
「
桃
李
不
し
言
、
下
自
成
し
腰
」
の
諺
を
記
し
、
「
モ
ノ
イ

ハ
ヌ
花
モ
人
メ
ヲ
サ
ソ
ヒ
ケ
リ
ミ
チ
モ
サ
リ
ア
ヘ
ズ
モ
モ
ノ
シ
タ
カ
ゲ
」
と
い
う
和
歌
を
詠
ん
で
い
る
。

（
別
）
『
文
選
』
の
引
用
は
す
べ
て
『
文
選
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
二
○
一
○
年
）
に
よ
る
。

（
別
）
『
全
唐
詩
』
の
引
用
は
す
べ
て
陳
飴
倣
主
編
『
増
訂
注
釈
全
唐
詩
』
（
文
化
芸
術
出
版
社
二
○
○
一
年
）
に
よ
る
。

（
胡
）
『
芸
文
類
聚
』
（
中
華
書
局
一
九
七
三
年
）
巻
九
「
燗
」
の
条
に
逸
文
が
見
ら
れ
る
。

（
羽
）
王
増
文
校
注
『
播
黄
門
集
校
注
』
中
州
古
籍
出
版
社
二
○
○
二
年

（
乳
）
俔
瑠
注
・
許
逸
民
校
点
『
庚
子
山
集
注
』
中
華
書
局
一
九
八
○
年

（
弱
）
『
白
孔
六
帖
』
（
『
文
淵
閣
四
庫
全
書
」
電
子
版
）
巻
七
十
七
に
「
河
陽
花
。
播
岳
為
二
河
陽
令
一
、
満
植
二
桃
李
花
一
。
人
号
日
河
陽

一
県
花
」
と
あ
る
。
『
文
鳳
抄
』
「
花
」
（
本
間
洋
一
『
歌
論
歌
学
集
成
別
巻
二
』
三
弥
井
書
店
二
○
○
一
年
）
に
「
潅
令
県
石
崇

（
ウ
／
ヱ
）

園
濯
岳
為
二
河
陽
令
一
ト
キ
ニ
樹
二
桃
李
一
ク
リ
。
日
二
河
陽
一
県
花
一
フ
。
金
谷
園
、
在
し
上
り
」
と
あ
る
。

（
鮒
）
『
晋
書
』
（
中
華
書
局
一
九
七
四
年
）
巻
三
十
三
に
「
崇
謂
二
緑
珠
一
日
、
『
我
今
為
し
爾
得
レ
罪
。
』
緑
珠
泣
日
、
『
当
効
。
死
於
官
斗
前
。
』

因
自
投
二
子
楼
下
一
而
死
・
」
と
あ
る
。

（
師
）
陳
煕
晋
菱
注
『
脇
臨
海
集
妻
注
』
中
華
書
局
一
九
六
一
年

（
胡
）
仇
兆
蒸
注
『
杜
詩
詳
註
』
中
華
書
局
一
九
七
九
年

（
羽
）
程
樹
徳
撰
・
程
俊
英
・
蒋
見
元
点
校
『
論
語
集
釈
」
（
中
華
書
局
一
九
九
○
年
）
に
「
子
貢
間
日
、
賜
也
何
如
。
子
日
、
女
、
器

也
。
日
、
何
器
也
。
日
、
瑚
聴
也
」
と
あ
り
、
『
集
解
』
に
「
瑚
騨
、
黍
櫻
之
器
。
夏
日
瑚
、
段
日
聴
、
周
日
箇
篇
、
宗
廟
器
之

貴
者
也
」
と
あ
る
。
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（
伽
）
王
埼
注
『
李
賀
詩
歌
集
注
』
上
海
人
民
出
版
社
一
九
七
七
年

（
虹
）
徐
定
祥
注
『
李
蠕
詩
注
・
蘇
味
道
詩
注
』
上
海
古
籍
出
版
社
一
九
九
五
年

（
岨
）
劉
学
鐺
・
余
恕
誠
著
『
李
商
隠
詩
歌
集
解
』
中
華
書
局
一
九
八
八
年

（
蝿
）
下
和
の
玉
に
関
す
る
故
事
は
『
史
記
』
等
の
書
籍
に
多
く
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
『
史
記
・
魯
仲
連
鄭
陽
列
伝
』
（
中
華
書
局
一

九
六
三
年
）
に
「
昔
下
和
献
レ
宝
、
楚
王
別
し
之
。
『
集
解
』
応
勘
日
、
下
和
得
二
玉
礫
一
、
献
二
之
武
王
一
。
武
王
示
二
玉
人
一
、
玉
人

日
、
石
也
。
別
二
右
足
一
・
武
王
没
、
復
献
二
文
王
一
、
玉
人
復
日
、
石
也
。
別
二
其
左
足
・
至
二
成
王
時
一
、
下
和
抱
峰
撲
突
二
於
郊
一
、

乃
使
二
玉
尹
一
攻
し
之
、
果
得
二
宝
玉
一
」
と
あ
る
。

（
“
）
糞
勤
点
校
『
元
槇
集
』
中
華
書
局
一
九
八
二
年

（
妬
）
謝
思
偉
『
白
居
易
詩
集
校
注
』
中
華
書
局
二
○
○
九
年

（
蛆
）
晁
公
湖
と
釈
行
海
の
詩
の
引
用
は
す
べ
て
『
全
宋
詩
』
（
北
京
大
学
出
版
社
一
九
九
五
年
）
に
よ
る
。

（
卿
）
『
懐
風
藻
』
と
『
文
華
秀
麗
集
』
の
引
用
は
す
べ
で
小
島
憲
之
校
注
『
懐
風
藻
・
文
華
秀
麗
集
・
本
朝
文
粋
』
（
日
本
古
典
文
学
大

系
岩
波
書
店
一
九
七
一
年
）
に
よ
る
。

（
銘
）
大
曽
根
章
介
・
金
原
理
・
後
藤
昭
雄
校
注
『
本
朝
文
粋
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
岩
波
書
店
一
九
九
二
年

（
棚
）
『
粟
田
左
府
尚
歯
会
詩
』
は
す
べ
て
群
書
類
従
第
九
輯
「
粟
田
左
府
尚
歯
会
詩
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
一
九
二
八
年
）
に
よ
る
。

（
別
）
『
類
聚
句
題
抄
』
の
引
用
は
す
べ
て
本
間
洋
一
『
類
聚
句
題
抄
全
注
釈
』
（
和
泉
書
院
二
○
一
○
年
）
に
よ
る
。

（
別
）
小
島
憲
之
『
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学
中
（
中
匡
塙
書
房
一
九
七
九
年

（
団
）
小
島
憲
之
『
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学
下
Ｉ
』
塙
書
房
一
九
九
一
年

（
開
）
群
書
類
従
第
九
輯
続
群
書
類
従
完
成
会
一
九
五
九
年
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（
別
）
「
霜
台
」
と
い
う
の
は
、
弾
正
台
の
こ
と
で
あ
り
（
『
大
漢
和
辞
典
』
）
、
大
江
匡
衡
は
永
観
二
年
：
（
九
八
四
年
）
に
弾
正
少
弼
に
な

っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
（
後
藤
昭
雄
「
大
江
匡
衡
』
人
物
叢
書
吉
川
弘
文
館
二
○
○
六
年
）
、
こ
こ
で
の
「
霜
台
」
は
自
分
を

指
し
て
い
る
と
理
解
す
る
。

佐
々
木
信
綱
編
『
日
本
歌
学
大
系
四
』
風
間
書
房
一
九
七
二
年

羅
采
元
「
『
三
五
記
』
雑
考
ｌ
所
収
漢
詩
句
を
め
ぐ
っ
て
（
こ
’
」
『
中
世
文
芸
論
稿
』
五
一
九
七
九
年

『
明
月
記
』
国
書
刊
行
会
一
九
七
四
年

『
漢
武
帝
内
伝
』
（
原
刻
景
印
百
部
叢
書
集
成
藝
文
印
書
館
一
九
六
八
年
）
に
「
母
日
此
桃
三
千
歳
一
生
」
と
あ
る
。

稲
田
徳
利
「
『
徒
然
草
』
と
『
宝
物
集
』
」
『
徒
然
草
論
』
笠
間
書
院
二
○
○
八
年

同
注
（
別
）
。
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