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韋
応
物
「
秋
夜
寄
丘
二
十
二
員
外
」
詩
再
考

―
詩
語
と
し
て
の
「
散
歩
」
の
検
討
か
ら
―

山

田

和

大

は
じ
め
に

も
っ
と
も
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
韋
応
物
詩
は
、「
秋
夜
寄
丘
二

十
二
員
外
」
（
巻
三
）
で
あ
ろ
う
。
こ
の
詩
の
中
に
、
「
懷
君
屬
秋

夜
、
散
歩
詠
涼
天
」
と
い
う
句
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
い
く

つ
か
の
訳
本
に
見
え
る
訳
を
任
意
に
挙
げ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う

な
訳
が
見
え
る
。

・
折
し
も
こ
の
秋
の
夜
、
君
の
こ
と
が
し
き
り
に
懐
か
し
く
な

り
、
ぶ
ら
ぶ
ら
と
歩
き
な
が
ら
、
涼
し
い
夜
空
の
下
、
詩
を

詠
じ
て
い
る
。
（
『
漢
詩
の
事
典
』
大
修
館
書
店

一
九
八
七

田
中
和
夫
訳
）

・
君
の
こ
と
を
思
っ
て
い
る
今
は
、
ち
ょ
う
ど
秋
の
（
静
か
な
）

夜
。
／
ぶ
ら
ぶ
ら
と
歩
き
な
が
ら
、
涼
し
い
夜
空
の
も
と
、

詩
を
吟
じ
て
い
る
。
（
田
口
暢
穂
編
集
・
執
筆
『
漢
詩
漢
文
解

釈
講
座
第
４
巻
漢
詩
Ⅳ
（
中
・
晩
唐
以
降
）
』
昌
平
社

一
九

九
五
）

・
た
ま
た
ま
秋
夜
に
あ
た
っ
て
、
君
の
こ
と
が
ひ
と
し
お
思
い

出
さ
れ
る
／
（
こ
ん
な
夜
は
、
よ
も
す
が
ら
と
も
に
語
り
あ

い
た
い
も
の
だ
が
、
そ
れ
も
な
ら
ず
）
庭
先
を
そ
ぞ
ろ
歩
き

し
な
が
ら
、
詩
を
口
ず
さ
ん
だ
（
山
田
勝
美
『
中
国
名
詩
鑑

賞
辞
典
』
角
川
書
店

一
九
八
三
年
六
版
。
初
版
一
九
七
八

年
）

・
私
が
君
の
こ
と
を
思
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
静
か
な
秋
の
夜

／
散
策
し
な
が
ら
、
涼
し
く
澄
み
わ
た
っ
た
空
に
向
か
い
、

私
は
詩
を
吟
じ
て
い
る
（
前
野
直
彬
『
唐
詩
鑑
賞
辞
典
』
東

京
堂
出
版
、
一
九
八
三
年
一
二
版
。
初
版
一
九
七
〇
年
）

・
あ
な
た
の
こ
と
を
懐
う
の
は
ち
ょ
う
ど
秋
の
夜
／
散
歩
し
な

が
ら
ひ
ん
や
り
し
た
空
に
む
か
っ
て
詩
を
く
ち
ず
さ
む
（
吉

川
幸
次
郎
・
小
川
環
樹
編
『
唐
詩
選
』
筑
摩
書
房

一
九
七

三

筧
文
生
訳
）

・
あ
な
た
の
こ
と
を
な
つ
か
し
ん
で
い
る
の
は
、
ち
ょ
う
ど
い

ま
、
こ
の
静
か
な
秋
の
夜
。
散
歩
し
な
が
ら
、
私
は
涼
し
い

空
の
下
で
、
詩
を
詠
じ
て
い
る
。（
高
木
正
一
『
唐
詩
選
下
』
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朝
日
新
聞
社

一
九
六
六
）

「
散
歩
」
の
語
に
着
目
し
て
み
る
と
、
い
ず
れ
も
「
散
歩
」
「
そ

ぞ
ろ
歩
き
」
と
い
っ
た
よ
う
な
訳
で
あ
り
、
現
代
日
本
語
の
「
散

歩
」
と
ほ
ぼ
同
様
の
意
味
で
解
釈
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た

だ
、
こ
の
中
に
も
、
庭
先
で
の
「
散
歩
」
も
あ
れ
ば
、
「
散
策
」
の

よ
う
に
遠
く
ま
で
歩
い
て
い
る
こ
と
を
匂
わ
せ
る
も
の
も
あ
る
と

い
う
違
い
が
見
い
だ
せ
る
。

こ
の
「
散
歩
」
と
い
う
語
に
関
わ
っ
て
、
一
海
知
義
氏
は
以
下

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
散
歩
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
六
朝
か
ら
唐
に
か
け
て
の
詩

に
、
す
で
に
見
え
る
。
梁
の
劉
孝
威
（
四
九
六
―
五
四
九
）

の
詩
句
に
「
散
歩
し
て
魚
樵
を
懐
う
」
（
「
奉
和
六
月
壬
午
応

令
」
）
と
い
う
の
は
、
そ
の
早
い
例
の
一
つ
だ
ろ
う
。
こ
の
「
散

歩
」
は
、
今
の
わ
れ
わ
れ
が
す
る
散
歩
と
は
、
な
お
い
さ
さ

か
の
ず
れ
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
時
代
は
く
だ
っ

て
、
唐
の
白
楽
天
（
七
七
二
―
八
四
六
）
の
「
犬
鳶
」
と
題

す
る
詩
に
、

晩
来
天
気
好

散
歩
中
門
前

と
い
う
「
散
歩
」
は
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
「
散
歩
」
と
、

か
わ
る
ま
い
。「
散
歩
」
と
い
う
語
の
使
用
例
は
、
次
の
宋
代

の
詩
に
な
る
と
急
に
ふ
え
る
。
そ
れ
は
、
詩
の
日
常
化
と
い

う
こ
と
と
も
、
関
係
す
る
に
ち
が
い
な
い
。[

１]

こ
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
改
め
て
「
散
歩
」
と
い
う
語
の
使
用
状

況
を
調
査
す
る
と
、
唐
代
以
前
に
一
首
、
そ
の
後
、
韋
応
物
の
こ

の
詩
を
待
つ
ま
で
「
散
歩
」
と
い
う
語
は
詩
文
の
中
に
現
れ
ず
、

唐
詩
全
体
で
見
て
も
韋
応
物
と
白
居
易
に
し
か
使
用
例
が
見
ら
れ

な
か
っ
た
。
白
居
易
が
韋
応
物
を
自
身
の
詩
作
の
モ
デ
ル
の
一
つ

と
捉
え
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
み
る
と
、
「
散
歩
」
と
い
う
語
に

つ
い
て
丁
寧
に
追
っ
て
い
く
こ
と
で
、
白
居
易
詩
と
韋
応
物
詩
の

つ
な
が
り
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
え
て
い
く
糸
口
が
掴
め
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
「
散
歩
」
と
い
う
語
を
め
ぐ
っ
て
、
唐
代

以
前
、
及
び
唐
代
の
詩
文
を
対
象
に
し
て
考
察
し
て
い
く
。
そ
の

後
、
韋
応
物
の
「
秋
夜
寄
丘
二
十
二
員
外
」
詩
に
つ
い
て
、
説
の

分
か
れ
る
第
３
句
を
中
心
に
解
釈
を
再
考
し
て
み
た
い
。

な
お
、
本
稿
で
は
韋
応
物
詩
に
つ
い
て
は
『
四
部
叢
刊
』
本
「
韋

江
州
集
」
を
底
本
と
し
、
詩
の
繋
年
に
つ
い
て
は
陶
敏
・
王
友
勝

校
注
『
韋
応
物
集
校
注
』
（
上
海
古
籍
出
版
社

一
九
九
八

二
〇

一
一
年
増
訂
）
、
孫
望
編
著
『
韋
応
物
詩
集
繋
年
校
箋
』
（
中
華
書

局

二
〇
〇
二
）
を
参
照
し
た
。

一

唐
代
以
前
の
「
散
歩
」
と
「
閑
歩
」

ま
ず
、
韋
応
物
の
生
き
た
唐
の
時
代
よ
り
前
の
状
況
を
見
て
い

く
。
管
見
の
限
り
、
一
海
氏
も
挙
げ
て
お
ら
れ
た
梁
・
劉
孝
威
「
奉

和
六
月
壬
午
応
令
」
が
唯
一
の
例
で
あ
る
。
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玄
圃
棲
金
碧

玄
圃
に
金
碧
を
棲
ま
は
す
が
ご
と
く

靈
澗
挹
琨
瑤

霊
澗
に
琨
瑤
を
挹
む
が
ご
と
し

く

築
山
圖
碣
岫

山
を
築
き
て
碣
岫
を
図
き

ゑ
が

穿
池
控
海
潮

池
を
穿
ち
て
海
潮
を
控
く

ひ

雷
奔
石
鯨
動

雷
奔
り
て
石
鯨
動
き

は
し

水
闊
牽
牛
遙

水
闊
く
し
て
牽
牛
遥
か
な
り

ひ
ろ

乘
黿
猶
怯
渡

黿
に
乗
り
て
猶
ほ
渡
る
に
怯
み

ひ
る

鞭
石
詎
成
橋

石
を
鞭
う
ち
て
詎
ぞ
橋
を
成
さ
ん

岸
崩
下
生
窟

岸
は
崩
れ
て
下
に
窟
を
生
じ

壁
峭
上
干
霄

壁
は
峭
し
く
し
て
上
に
霄
を
干
す

け
は

を
か

噪
蛙
常
獨
沸

噪
蛙
は
常
に
独
り
沸
き

遊
魚
或
自
跳

遊
魚
は
或
い
は
自
ら
跳
ぶ

荒
徑
橫
臨
浦

荒
径

横
に
浦
に
臨
み

空
舟
斜
插
橈

空
舟

斜
め
に
橈
を
挿
す

か
ぢ

愁
鴟
集
古
樹

愁
鴟
は
古
樹
に
集
ま
り

白
鷺
隱
靑
苗

白
鷺
は
青
苗
に
隠
る

神
心
重
丘
壑

神
心

丘
壑
を
重
ん
じ

散
步
懷
漁
樵

散
歩
し
て
漁
樵
を
懐
ふ

お
も

石
累
元
卿
徑

石
は
累
な
る

元
卿
の
径

か
さ

枝
挂
許
由
瓢

枝
は
挂
く

許
由
の
瓢

伊
臣
本
寂
寞

伊
の
臣
は
本

寂
寞
た
り

こ

由
來
畏
市
朝

由
来

市
朝
を
畏
る

爲
貪
止
山
水

貪
と
為
り
て
山
水
に
止
ま
り

所
競
惟
逍
遙

競
ふ
所
は
惟
だ
逍
遥

寄
言
周
伯
況

言
を
周
伯
況
に
寄
せ

勞
君
擅
穀
綃

君
を
労
る
に
穀
綃
を

擅

に
せ
ん

ほ
し
い
ま
ま

こ
の
詩
は
、
劉
孝
威
の
生
卒
年
と
詩
題
か
ら
皇
太
子
蕭
綱
の
サ

ロ
ン
で
作
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
詩
の
前
半
で
庭
園
の

広
大
さ
を
述
べ
る
。
庭
園
の
中
に
は
隠
者
の
世
界
に
相
応
し
い
事

物
が
随
所
に
配
さ
れ
、
心
は
隠
逸
の
地
で
あ
る
丘
や
渓
谷
を
重
視

し
、
「
散
歩
」
し
て
は
隠
者
で
あ
る
漁
師
や
樵
の
こ
と
を
思
う
、
と

詠
う
。「
散
歩
」
に
つ
い
て
述
べ
た
あ
と
も
、
許
由
、
後
漢
の
桓
元

卿
と
い
っ
た
人
物
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
最
終
連
で
は
、
一
度

病
に
よ
っ
て
職
を
去
っ
た
の
ち
に
再
度
召
し
上
げ
ら
れ
た
と
き
、

短
い
一
重
の
衣
や
木
の
皮
で
つ
く
っ
た
頭
巾
を
つ
け
て
出
仕
し
た

周
黨
（
伯
況
）
の
故
事
を
踏
ま
え
、
劉
孝
威
自
身
も
蕭
綱
に
対
す

る
の
に
、
自
ら
の
志
を
曲
げ
ず
に
隠
者
然
と
し
て
い
た
い
と
述
べ

る
。
こ
う
し
た
詩
の
内
容
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
こ
で
の
「
散
歩
」

は
単
に
ぶ
ら
ぶ
ら
と
歩
く
と
い
う
行
為
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、

隠
遁
生
活
を
「
懐
ふ
」
よ
す
が
で
あ
り
、
契
機
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

一
方
、
唐
以
前
に
は
「
閑
歩
」
と
い
う
語
が
見
ら
れ
る
。
例
え

ば
、
曹
植
「
七
啓
」
（
『
文
選
』
巻
三
十
四
）
に
次
の
よ
う
な
表
現

が
あ
る
。

黼
黻
之
服
、
紗
縠
之
裳
。
金
華
之
舃
、
動
趾
遺
光
。
繁
飾
參
差
、

微
鮮
若
霜
。
緄
佩
綢
繆
、
或
彫
或
錯
。
薰
以
幽
若
、
流
芳
肆
布
。

雍
容
閑
步
、
周
旋
馳
燿
。
南
威
爲
之
解
顏
、
西
施
爲
之
巧
笑
。

此
容
飾
之
妙
也
。
子
能
從
我
而
服
之
乎
。
（
黼
黻
の
服
、
紗
縠
の
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裳
。
金
華
の
舃
、
趾
を
動
か
し
光
を
遺
す
。
繁
飾

参
差
と
し
て
、

の
こ

微
鮮

霜
の
ご
と
し
。
緄
佩

綢
繆
し
て
、或
い
は
彫
り
或
い
は

錯
ま
じ
は

る
。
薰
ず
る
に
幽
若
を
以
て
し
、
流
芳

肆

り
布
く
。
雍
容
と

つ
ら
な

し

し
て
閑
歩
し
、
周
旋
し
て

燿

を
馳
す
。
南
威

之
が
為
に
顔
を

ひ
か
り

解
し
、
西
施

之
が
為
に
巧
笑
す
。
此
れ
容
飾
の
妙
な
り
。
子

能
く

我
に
従
ひ
て
之
を
服
せ
ん
か
。）

鏡
機
子
が
玄
微
子
に
対
し
て
世
俗
の
も
の
の
よ
さ
を
伝
え
て
い

く
中
で
、
服
飾
の
美
し
さ
に
言
及
す
る
場
面
で
あ
る
。
き
ら
び
や

か
な
服
や
金
で
装
飾
さ
れ
た
く
つ
、
よ
い
香
り
の
す
る
布
の
お
び

も
の
な
ど
を
提
示
し
、
そ
れ
を
身
に
つ
け
た
人
物
の
動
作
と
し
て
、

「
雍
容
と
し
て
閑
歩
」
す
る
と
い
う
表
現
が
見
え
る
。
こ
こ
で
の

「
閑
歩
」
は
、
ゆ
っ
た
り
と
し
て
心
穏
や
か
な
歩
み
で
あ
る
。

ま
た
、『
文
選
』
に
は
、
李
善
が
「
七
啓
」
を
引
い
て
注
を
施
し

た
作
品
に
沈
約
「
宿
東
園
」（
『
文
選
』
巻
二
十
二
）
が
あ
る
。

陳
王
鬬
雞
道

陳
王
の
鶏
を

闘

は
し
む
る
道

た
た
か

安
仁
采
樵
路

安
仁
の
樵
を
采
る
路

と

東
郊
豈
異
昔

東
郊

豈
に
昔
に
異
な
ら
ん
や

聊
可
閑
余
步

聊
か
余
が
歩
み
を
閑
か
に
す
べ
し

野
徑
既
盤
紆

野
径

既
に
盤
紆
た
り

荒
阡
亦
交
互

荒
阡

亦
た
交
互
す

槿
籬
疎
復
密

槿
籬
は
疎
に
し
て
復
た
密

荊
扉
新
且
故

荊
扉
は
新
た
に
し
て
且
つ
故

…
…

「
東
園
」
を
曹
植
や
潘
岳
が
か
つ
て
詩
に
描
い
た
「
東
郊
」
に

擬
え
「
豈
異
昔
」
と
詠
い
な
が
ら
、
沈
約
自
身
は
、「
東
園
」
で
は

都
の
に
ぎ
わ
い
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
、
ゆ
っ
た
り
と
し
て
穏
や

か
な
気
持
ち
で
歩
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
、
と
詠
う
。

「
野
径
」
「
荒
阡
」
「
槿
籬
」
「
荊
扉
」
な
ど
の
点
景
は
、
隠
者

の
世
界
に
似
て
い
る
。
し
か
し
、
沈
約
の
場
合
は
「
東
園
」
と
い

う
空
間
こ
そ
が
ゆ
っ
た
り
と
し
た
気
持
ち
で
の
「
閑
歩
」
を
可
能

に
す
る
の
だ
と
「
東
園
」
の
す
ば
ら
し
さ
を
詠
う
の
に
対
し
、
劉

孝
威
の
「
散
歩
」
は
隠
者
を
懐
う
よ
す
が
で
あ
り
契
機
で
あ
っ
た
。

例
が
少
な
く
、
確
定
は
難
し
い
も
の
の
、
と
り
あ
え
ず
は
、
隠
遁

志
向
を
示
す
「
散
歩
」
と
ゆ
っ
た
り
と
し
た
動
作
や
心
情
を
表
す

「
閑
歩
」
と
い
っ
た
違
い
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

二

唐
詩
に
お
け
る
「
散
歩
」
と
「
閑
歩
」

唐
詩
に
お
け
る
「
散
歩
」
は
、
冒
頭
に
挙
げ
た
韋
応
物
の
詩
の

ほ
か
に
は
白
居
易
詩
に
四
例
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
白
居
易
が

韋
応
物
を
自
身
の
先
蹤
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

興
味
深
い
現
象
で
あ
る
。
ま
ず
、
白
居
易
の
「
散
歩
」
に
つ
い
て

見
て
ゆ
く
。

一
海
氏
も
挙
げ
て
お
ら
れ
た
「
犬
鳶
」（
『
全
唐
詩
』
巻
四
五
三
）

に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

晚
來
天
氣
好

晩
来

天
気
好
し

散
步
中
門
前

散
歩
す

中
門
の
前
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門
前
何
所
有

門
前

何
の
有
る
所
ぞ

偶
覩
犬
與
鳶

偶
た
ま
犬
と
鳶
と
を
覩
る

み

鳶
飽
凌
風
飛

鳶
は
飽
き
て
風
を
凌
ぎ
て
飛
び

犬
暖
向
日
眠

犬
は
暖
く
し
て
日
に
向
か
ひ
て
眠
る

腹
舒
穩
貼
地

腹
は
舒
び
て
穏
や
か
に
地
に
貼
る
が
ご
と
く

翅
凝
高
摩
天

翅
は
凝
り
て
高
く
天
に
摩
る

せ
ま

上
無
羅
弋
憂

上
に
羅
弋
の
憂
ひ
無
く

下
無
羈
鎖
牽

下
に
羈
鎖
の
牽
無
し

見
彼
物
遂
性

彼
の
物
の
性
を
遂
ぐ
る
を
見
て

我
亦
心
適
然

我
も
亦
た
心
適
然
た
り

心
適
復
何
爲

心
適
へ
ば
復
た
何
を
か
為
す

か
な

一
詠
逍
遙
篇

一
た
び
逍
遥
篇
を
詠
ぜ
ん

此
仍
著
於
適

此
に
仍
り
て
適
を
著
す

よ

尚
未
能
忘
言

尚
ほ
未
だ
言
を
忘
る
る
能
は
ず

夕
暮
れ
の
天
気
が
よ
い
と
き
に
門
の
前
を
散
歩
し
、
本
性
を
遂

げ
た
イ
ヌ
や
ト
ビ
を
見
て
、
自
分
の
心
も
愉
快
に
な
っ
た
と
言
う
。

夕
暮
れ
の
天
気
が
よ
い
と
き
に
「
家
の
近
く
を
ち
ょ
っ
と
ぶ
ら
つ

い
た
」
と
い
う
く
ら
い
の
行
為
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

「
臥
小
齋
」（
『
全
唐
詩
』
巻
四
三
四
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

朝
起
視
事
畢

朝
に
起
き
て
視
事
畢
は
り

を

晏
坐
飽
食
終

晏
坐
し
て
飽
食
し
終
は
る

散
步
長
廊
下

散
歩
す

長
廊
の
下

退
臥[

２]

小
齋
中

退
き
て
小
斎
の
中
に
臥
す

拙
政
自
多
暇

拙
政

自
か
ら
暇
多
く

幽
情
誰
與
同

幽
情

誰
か
与
に
同
じ
く
せ
ん

孰
云
二
千
石

孰
か
云
ふ

二
千
石
と

心
如
田
野
翁

心
は
田
野
の
翁
の
ご
と
し

朝
の
政
務
が
終
わ
っ
た
あ
と
、
お
な
か
い
っ
ぱ
い
に
な
る
ま
で

食
事
を
と
っ
た
あ
と
、
小
さ
な
書
斎
で
ご
ろ
寝
を
す
る
た
め
に
回

廊
を
あ
る
く
こ
と
を
「
散
歩
」
と
表
現
し
て
い
る
。
政
治
の
仕
事

も
な
く
、
の
ん
び
り
し
た
状
況
で
の
歩
み
で
あ
る
。「
犬
鳶
」
詩
と

は
、
政
務
が
終
わ
っ
た
あ
と
と
い
う
状
況
が
足
さ
れ
て
い
る
点
で

異
な
る
。

続
い
て
、
「
宿
東
亭
曉
興
」
（
『
全
唐
詩
』
巻
四
四
四
）
に
は
、

次
の
よ
う
に
あ
る
。

溫
溫
土
爐
火

温
温
た
り
土
爐
の
火

耿
耿
紗
籠
燭

耿
耿
た
り
紗
籠
の
燭

獨
抱
一
張
琴

独
り
一
張
の
琴
を
抱
き

夜
入
東
齋
宿

夜
に
東
斎
の
宿
に
入
る

窗
聲
度
殘
漏

窓
声

残
漏
度
り

わ
た

簾
影
浮
初
旭

簾
影

初
旭
浮
く

頭
癢
曉
梳
多

頭
癢
く
暁
に

梳

る
こ
と
多
く

か
ゆ

く
し
け
づ

眼
昏
春
睡
足

眼
昏
く
春
に
睡
り
足
る

ね
む

負
暄
簷
宇
下

暄

か
き
を
負
ふ

簷
宇
の
下

あ
た
た

散
步
池
塘
曲

散
歩
す

池
塘
の
曲

南
雁
去
未
迴

南
雁

去
り
て
未
だ
迴
ら
ず
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東
風
來
何
速

東
風

来
た
る
こ
と
何
ぞ
速
き

雪
依
瓦
溝
白

雪
は
瓦
溝
に
依
り
て
白
く

草
遶
牆
根
綠

草
は
牆
根
を
遶
り
て
緑
な
り

め
ぐ

何
言
萬
戶
州

何
ぞ
言
は
ん

万
戶
の
州
の

太
守
常
幽
獨

太
守

常
に
幽
独
な
ら
ん
と
は

官
舎
の
東
に
あ
る
あ
ず
ま
や
に
宿
泊
し
た
翌
日
の
行
動
を
詠
む

中
に
、
池
の
周
り
を
「
散
歩
」
す
る
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
最
終

連
に
蘇
州
刺
史
で
あ
る
白
居
易
が
「
幽
獨
」
の
境
地
を
得
て
い
る

と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
散
歩
」
と
い
う
行
為
を
、
政
務
の
忙
し
さ
と

無
縁
の
と
き
の
行
動
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

最
後
に
「
偶
作
二
首
」
其
二
（
『
全
唐
詩
』
巻
四
四
五
）
に
は
次

の
よ
う
に
あ
る
。

日
出
起
盥
櫛

日
出
で
て
起
き
て
盥
櫛
し

振
衣
入
道
場

衣
を
振
る
ひ
て
道
場
に
入
る

寂
然
無
他
念

寂
然
と
し
て
他
念
無
く

但
對
一
爐
香

但
だ
対
す

一
爐
の
香

日
高
始
就
食

日
高
く
し
て
始
め
て
食
に
就
き

食
亦
非
膏
粱

食
も
亦
た
膏
粱
に
非
ず

精
麤
隨
所
有

精
粗

有
る
所
に
随
ひ

亦
足
飽
充
腸[

３]

亦
た
腸
を
飽
き
充
た
し
む
る
に
足
る

日
午
脫
巾
簪

日
午
に
し
て
巾
簪
を
脱
ぎ

燕
息
窗
下
床

燕
息
す

窓
下
の
床

淸
風
颯
然
至

清
風

颯
然
と
し
て
至
り

臥
可
致
羲
皇

臥
し
て
羲
皇
に
致
す
べ
し

日
西
引
杖
屨

日

西
に
し
て
杖
屨
を
引
き

散
步
遊
林
塘

散
歩
し
て
林
塘
に
遊
ぶ

或
飲
茶
一
醆

或
い
は
飲
む
こ
と

茶
一
醆

或
吟
詩
一
章

或
い
は
吟
ず
る
こ
と
詩
一
章

日
入
多
不
食

日
入
り
て
多
く
は
食
は
ず

有
時
唯
命
觴

時
有
り
て
唯
だ
觴
を
命
ず
る
の
み

何
以
送
閒
夜

何
を
以
て
か
閑
夜
を
送
ら
ん

一
曲
秋
霓
裳

一
曲
秋
霓
裳
あ
り

一
日
分
五
時

一
日

五
時
に
分
か
れ

作
息
率
有
常

作
息

率
ね
常
有
り

自
喜
老
後
健

自
ら
喜
ぶ

老
後
の
健

不
嫌
閒
中
忙

閑
中
の
忙
を
嫌
は
ず

是
非
一
以
貫

是
非
一
以
て
貫
く

身
世
交
相
忘

身
世
交
ご
も
相
忘
る

若
問
此
何
許

若
し
此
は
何
許
ぞ
と
問
は
ば

此
是
無
何
鄉

此
は
是
れ
無
何
の
鄉

一
日
を
日
の
出
ご
ろ
、
日
の
高
く
な
り
は
じ
め
た
と
き
、
日
が

南
中
す
る
頃
、
日
が
西
に
傾
き
始
め
た
頃
、
日
の
入
り
後
の
五
つ

に
わ
け
た
う
ち
、
四
つ
目
の
日
が
西
に
傾
き
始
め
た
こ
ろ
の
動
作

と
し
て
「
散
歩
」
は
詠
ま
れ
る
。
頭
巾
や
か
ん
ざ
し
を
と
っ
て
昼

寝
を
し
た
あ
と
に
、
茶
を
飲
ん
だ
り
、
詩
を
吟
じ
た
り
す
る
楽
し

み
に
向
か
っ
て
歩
い
て
行
く
。
こ
れ
も
政
務
が
終
わ
っ
た
後
の
楽

し
み
と
し
て
「
散
歩
」
を
描
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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四
例
し
か
な
い
が
、
白
居
易
詩
に
お
け
る
「
散
歩
」
は
次
の
よ

う
な
特
徴
を
持
つ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

①
朝
の
支
度
が
終
わ
っ
た
後
、
ま
た
は
夕
暮
れ
時
、
あ
る
い
は

政
務
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
ま
た
官
舎
の
中
に
あ
っ
て
も
政
務

か
ら
一
時
的
に
解
放
さ
れ
て
か
ら
ま
た
に
歩
く
。
公
務
な
ど

日
常
的
な
営
為
か
ら
離
れ
た
場
を
目
的
を
持
た
ず
に
歩
く
。

②
住
居
に
比
較
的
近
い
と
こ
ろ
を
歩
く
。

③
一
人
で
歩
く
。

白
居
易
の
「
散
歩
」
に
は
、
劉
孝
威
の
も
の
と
異
な
り
、
隠
遁

生
活
を
希
求
す
る
よ
す
が
と
す
る
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
な
い
。

彼
の
「
散
歩
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
行
為
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
の
か
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
い
く
た
め
に
、
「
閑
歩
」
と

い
う
語
と
比
較
し
て
い
く
。
唐
詩
に
お
い
て
は
、
「
閑
歩
」
は
三
十

八
首
に
見
え
る
。
こ
れ
を
誰
が
歩
く
の
か
、
ど
こ
を
歩
く
の
か
に

よ
っ
て
分
類
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、
作
者
名
に

を
つ
け
て
い
る
の
は
、
韋
応
物
よ
り
以
前
、
ま
た
は
同
時
代

に
生
き
た
人
物
で
あ
り
、
韋
応
物
が
そ
の
詩
を
目
に
す
る
可
能
性

が
あ
っ
た
詩
人
で
あ
る
。

【
作
者
自
身
の
行
動
】

○
一
人
で
行
う

［
人
里
に
近
い
場
で
の
行
動
］

閒
步
南
園
煙
雨
晴
、
遙
聞
絲
竹
出
牆
聲
。
欲
拋
丹
筆
三
川
去
、
先

教
淸
商
一
部
成
。
…
…

（
劉
禹
錫
「
和
樂
天
南
園
試
小
樂
」『
全
唐
詩
』
巻
三
六
〇
）

閒
共
野
人
臨
野
水
、
新
秋
高
樹
挂
淸
暉
。
不
知
塵
裏
無
窮
事
、
白

鳥
雙
飛
入
翠
微
。

（
劉
得
仁
「
村
中
閒
步
」『
全
唐
詩
』
五
四
五
）

幾
處
白
煙
斷
、
一
川
紅
樹
時
。
壞
橋
侵
轍
水
、
殘
照
背
村
碑
。

（
司
空
図
「
閒
步
」『
全
唐
詩
』
巻
六
三
二
）

冥
得
機
心
豈
在
僧
、
柏
東
閒
步
愛
騰
騰
。
免
教
世
路
人
相
忌
、
逢

著
村
醪
亦
不
憎
。

（
司
空
図
「
柏
東
」『
全
唐
詩
』
巻
六
三
四
）

閒
步
偏
宜
舞
袖
迎
、
春
光
何
事
獨
無
情
。
垂
楊
合
是
詩
家
物
、
只

愛
敷
溪
道
北
生
。

（
司
空
図
「
力
疾
山
下
吳
村
看
杏
花
十
九
首
」
其
十
四
、

『
全
唐
詩
』
巻
六
三
四
）

［
自
宅
付
近
あ
る
い
は
自
宅
の
庭
で
の
行
動
］

靜
巷
無
來
客
、
深
居
不
出
門
。
鋪
沙
蓋
苔
面
、
掃
雪
擁
松
根
。

漸
暖
宜
閒
步
、
初
晴
愛
小
園
。
覓
花
都
未
有
、
唯
覺
樹
枝
繁
。

（
白
居
易
「
新
居
早
春
二
首
」
其
一
、『
全
唐
詩
』
巻
四
四
二
）

名
利
既
兩
忘
、
形
體
方
自
遂
。
臥
掩
羅
雀
門
、
無
人
驚
我
睡
。

睡
足
斗
擻
衣
、
閒
步
中
庭
地
。
食
飽
摩
挲
腹
、
心
頭
無
一
事
。

除
卻
玄
晏
翁
、
何
人
知
此
味
。

（
白
居
易
「
寄
皇
甫
賓
客
」『
全
唐
詩
』
巻
四
四
四
）

繞
池
閒
步
看
魚
游
、
正
值
兒
童
弄
釣
舟
。
一
種
愛
魚
心
各
異
、
我

來
施
食
爾
垂
鉤
。

（
白
居
易
「
觀
游
魚
」『
全
唐
詩
』
巻
四
五
一
）

［
人
里
か
ら
距
離
の
あ
る
山
水
で
の
行
動
］

休
沐
乘
閒
豫
、
淸
晨
步
北
林
。
池
塘
藉
芳
草
、
蘭
芷
襲
幽
衿
。

霧
中
分
曉
日
、
花
裏
弄
春
禽
。
野
逕
香
恆
滿
、
山
階
筍
屢
侵
。
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何
須
命
輕
蓋
、
桃
李
自
成
陰
。

（
楊
師
道
「
春
朝
閒
步
」
、『
全
唐
詩
』
巻
三
四
）

黃
花
丹
葉
滿
江
城
、
暫
愛
江
頭
風
景
淸
。
閒
步
欲
舒
山
野
性
、
貔

貅
不
許
獨
行
人
。

（
武
元
衡
「
秋
日
出
遊
偶
作
」『
全
唐
詩
』
巻
三
一
七
）

爲
愛
逍
遙
第
一
篇
、
時
時
閒
步
賞
風
煙
。
看
花
臨
水
心
無
事
、
功

業
成
來
二
十
年
。

（
劉
禹
錫
「
和
裴
相
公
傍
水
閒
行
」『
全
唐
詩
』
巻
三
六
五
）

沙
彌
舞
袈
裟
、
走
向
躑
躅
飛
。
閒
步
亦
惺
惺
、
芳
援
相
依
依
。

噎
塞
春
咽
喉
、
蜂
蝶
事
光
輝
。
群
嬉
且
已
晚
、
孤
引
將
何
歸
。

流
豔
去
不
息
、
朝
英
亦
疏
微
。

（
孟
郊
「
嵩
少
」『
全
唐
詩
』
巻
三
七
六
）

扶
杖
起
病
初
、
策
馬
力
未
任
。
既
懶
出
門
去
、
亦
無
客
來
尋
。

以
此
遂
成
閒
、
閒
步
繞
園
林
。
天
曉
煙
景
澹
、
樹
寒
鳥
雀
深
。

一
酌
池
上
酒
、
數
聲
竹
間
吟
。
寄
言
東
曹
長
、
當
知
幽
獨
心
。

（
白
居
易
「
林
下
閒
步
寄
皇
甫
庶
子
」『
全
唐
詩
』
巻
四
三
一
）

江
景
又
妍
和
、
牽
愁
發
浩
歌
。
晴
沙
金
屑
色
、
春
水
麴
塵
波
。

紅
簇
交
枝
杏
、
靑
含
卷
葉
荷
。
藉
莎
憐
軟
暖
、
憩
樹
愛
婆
娑
。

書
信
朝
賢
斷
、
知
音
野
老
多
。
相
逢
不
閒
語
、
爭
奈
日
長
何
。

（
白
居
易
「
春
江
閒
步
贈
張
山
人
」『
全
唐
詩
』
巻
四
四
〇
）

秋
景
引
閒
步
、
山
遊
不
知
疲
。
杖
藜
捨
輿
馬
、
十
里
與
僧
期
。

昔
嘗
憂
六
十
、
四
體
不
支
持
。
今
來
已
及
此
、
猶
未
苦
衰
羸
。

心
興
遇
境
發
、
身
力
因
行
知
。
尋
雲
到
起
處
、
愛
泉
聽
滴
時
。

南
村
韋
處
士
、
西
寺
閑
禪
師
。
山
頭
與
澗
底
、
聞
健
且
相
隨
。

（
白
居
易
「
秋
遊
平
泉
贈
韋
處
士
閒
禪
師
」『
全
唐
詩
』
巻
四
四
五
）

雪
盡
南
坡
雁
北
飛
、
草
根
春
意
勝
春
暉
。
曲
江
永
日
無
人
到
、
獨

遶
寒
池
又
獨
歸
。

（
裴
夷
直
「
窮
冬
曲
江
閒
步
」『
全
唐
詩
』
巻
五
一
三
）

靑
春
思
楚
地
、
閒
步
出
秦
城
。
滿
眼
是
岐
路
、
何
年
見
弟
兄
。

煙
霞
裝
媚
景
、
霄
漢
指
前
程
。
盡
日
徘
徊
處
、
歸
鴻
過
玉
京
。

（
朱
慶
餘
「
長
安
春
日
野
中
」『
全
唐
詩
』
巻
五
一
五
）

堅
輕
筇
竹
杖
、
一
枝
有
九
節
。
寄
與
沃
洲
人
、
閒
步
靑
山
月
。

（
高
駢
「
筇
竹
杖
寄
僧
」『
全
唐
詩
』
巻
五
九
八
）

殘
星
殘
月
一
聲
鐘
、
谷
際
巖
隈
爽
氣
濃
。
不
向
壁
臺
驚
醉
夢
、
但

來
淸
鏡
促
愁
容
。
繁
金
露
潔
黃
籠
菊
、
獨
翠
煙
凝
遠
澗
松
。
閒
步

幽
林
與
苔
徑
、
漸
移
栖
鳥
及
鳴
蛩
。

（
羅
鄴
「
秋
晚
」『
全
唐
詩
』
巻
六
五
四
）

溪
風
如
扇
雨
如
絲
、
閒
步
閒
吟
柳
惲
詩
。
杯
酒
疏
狂
非
曩
日
、
野

花
狼
藉
似
當
時
。
道
窮
謾
有
依
劉
感
、
才
急
應
無
借
寇
期
。
滿
眼

雲
山
莫
相
笑
、
與
君
俱
是
受
深
知
。

（
羅
隱
「
霅
溪
晚
泊
寄
裴
庶
子
」『
全
唐
詩
』
巻
六
六
二
）

韋
杜
八
九
月
、
亭
臺
高
下
風
。
獨
來
新
霽
後
、
閒
步
澹
煙
中
。

荷
密
連
池
綠
、
柿
繁
和
葉
紅
。
主
人
貪
貴
達
、
淸
境
屬
鄰
翁
。

（
鄭
谷
「
遊
貴
侯
城
南
林
墅
」『
全
唐
詩
』
巻
六
七
四
）

晚
涼
閒
步
向
江
亭
、
默
默
看
書
旋
旋
行
。
風
轉
滯
帆
狂
得
勢
、
潮

來
諸
水
寂
無
聲
。
…
…

（
韓
偓
「
有
矚
」『
全
唐
詩
』
巻
六
八
〇
）

一
手
攜
書
一
杖
筇
、
出
門
何
處
覓
情
通
。
立
談
禪
客
傳
心
印
、
坐

睡
漁
師
著
背
蓬
。
靑
布
旗
誇
千
日
酒
、
白
頭
浪
吼
半
江
風
。
淮
陰

市
裏
人
相
見
、
盡
道
途
窮
未
必
窮
。

（
韓
偓
「
江
岸
閒
步
」『
全
唐
詩
』
巻
六
八
一
）
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莊
南
縱
步
遊
荒
野
、
獨
鳥
寒
煙
輕
惹
惹
。
傍
山
疏
雨
溼
秋
花
、
僻

路
淺
泉
浮
敗
果
。
樵
人
相
見
指
驚
麏
、
牧
童
四
散
收
嘶
馬
。
一
壺

傾
盡
未
能
歸
、
黃
昏
更
望
諸
峯
火
。

（
韓
偓
「
閒
步
」『
全
唐
詩
』
巻
六
八
二
）

［
寺
院
や
道
観
で
の
行
動
］

廣
庭
獨
閒
步
、
夜
色
方
湛
然
。
丹
閣
已
排
雲
、
皓
月
更
高
懸
。
繁

露
降
秋
節
、
蒼
林
鬱
芊
芊
。
仰
觀
天
氣
涼
、
高
詠
古
人
篇
。
撫
己

亮
無
庸
、
結
交
賴
群
賢
。
屬
予
翹
思
時
、
方
子
中
夜
眠
。
相
去
隔

城
闕
、
佳
期
屢
徂
遷
。
如
何
日
夕
待
、
見
月
三
四
圓
。

（
韋
応
物
「
善
福
精
舍
秋
夜
遲
諸
君
」
巻
七
）

貧
居
依
柳
市
、
閒
步
在
蓮
宮
。
高
閣
宜
春
雨
、
長
廊
好
嘯
風
。
誠

如
雙
樹
下
、
豈
比
一
丘
中
。

（
皇
甫
冉
「
酬
楊
侍
御
寺
中
見
招
」『
全
唐
詩
』
巻
二
五
〇
）

巖
白
雲
尚
屯
、
林
紅
葉
初
隕
。
秋
光
引
閒
步
、
不
知
身
遠
近
。

夕
投
靈
洞
宿
、
臥
覺
塵
機
泯
。
名
利
心
既
忘
、
市
朝
夢
亦
盡
。

暫
來
尚
如
此
、
況
乃
終
身
隱
。
何
以
療
夜
飢
、
一
匙
雲
母
粉
。

（
白
居
易
「
宿
簡
寂
觀
」『
全
唐
詩
』
巻
四
三
〇
）

金
火
不
相
待
、
炎
涼
雨
中
變
。
林
晴
有
殘
蟬
、
巢
冷
無
留
燕
。

沈
吟
卷
長
簟
、
愴
惻
收
團
扇
。
向
夕
稍
無
泥
、
閒
步
靑
苔
院
。

…
…

（
白
居
易
「
秋
霽
」『
全
唐
詩
』
巻
四
三
三
）

［
仕
事
の
合
間
の
行
動
］

由
來
束
帶
士
、
請
謁
無
朝
暮
。
公
暇
及
私
身
、
何
能
獨
閒
步
。

摘
葉
愛
芳
在
、
捫
竹
憐
粉
污
。
岸
幘
偃
東
齋
、
夏
天
淸
曉
露
。

懷
仙
閱
眞
誥
、
貽
友
題
幽
素
。
榮
達
頗
知
疏
、
恬
然
自
成
度
。

綠
苔
日
已
滿
、
幽
寂
誰
來
顧
。

（
韋
応
物
「
休
暇
東
齋
」
巻
八
）

○
他
者
と
行
う

［
山
水
で
の
行
動
］

方
駕
與
吾
友
、
同
懷
不
異
尋
。
偶
逢
池
竹
處
、
便
會
江
湖
心
。

夏
近
林
方
密
、
春
餘
水
更
深
。
淸
華
兩
輝
映
、
閒
步
亦
窺
臨
。

…
…

（
張
九
齡
「
嘗
與
大
理
丞
袁
公
太
府
丞
田
公
偶
詣
一

所
林
沼
尤
勝
因
並
坐
其
次
相
得
甚
歡
遂
賦
詩
焉

以
詠
其
事
」
、『
全
唐
詩
』
巻
四
九
）

藉
草
與
行
莎
、
相
看
日
未
斜
。
斷
崖
分
鳥
道
、
疏
樹
見
人
家
。

望
遠
臨
孤
石
、
吟
餘
落
片
霞
。
野
情
看
不
足
、
歸
路
思
猶
賒
。

（
薛
瑩
「
秋
晚
同
友
人
閒
步
」『
全
唐
詩
』
巻
五
四
二
）

何
況
歸
山
後
、
而
今
已
似
仙
。
卜
居
天
苑
畔
、
閒
步
禁
樓
前
。

落
日
明
沙
岸
、
微
風
上
紙
鳶
。
靜
還
林
石
下
、
坐
讀
養
生
篇
。

（
劉
得
仁
「
訪
曲
江
胡
處
士
」『
全
唐
詩
』
巻
五
四
四
）

疏
野
林
亭
震
澤
西
、
朗
吟
閒
步
喜
相
攜
。
時
時
風
折
蘆
花
亂
、
處

處
霜
摧
稻
穗
低
。
…
…

（
張
賁
「
奉
和
襲
美
題
褚
家
林
亭
」『
全
唐
詩
』
巻
六
三
一
）

【
作
者
以
外
の
行
動
】

三
十
不
官
亦
不
娶
、
時
人
焉
識
道
高
下
。
房
中
唯
有
老
氏
經
、
櫪

上
空
餘
少
遊
馬
。
往
來
嵩
華
與
函
秦
、
放
歌
一
曲
前
山
春
。
西
林

獨
鶴
引
閒
步
、
南
澗
飛
泉
淸
角
巾
。
…
…

（
李
頎
「
送
劉
十
」『
全
唐
詩
』
巻
一
三
三
）

輕
微
菅
蒯
將
何
用
、
容
足
偷
安
事
頗
同
。
日
入
信
陵
賓
館
靜
、
贈

君
閒
步
月
明
中
。（
劉
商
「
贈
嚴
四
草
屨
」『
全
唐
詩
』
巻
三
〇
四
）
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馬
踏
塵
上
霜
、
月
明
江
頭
路
。
行
人
朝
氣
銳
、
宿
鳥
相
辭
去
。

流
水
隔
遠
村
、
縵
山
多
紅
樹
。
悠
悠
關
塞
內
、
往
來
無
閒
步
。

（
劉
禹
錫
「
途
中
早
發
」『
全
唐
詩
』
巻
三
五
五
）

【
人
間
以
外
】

［
動
物
の
行
動
］

山
陽
郭
裏
無
潮
、
野
水
自
向
新
橋
。
魚
網
平
鋪
荷
葉
、
鷺
鷥
閒
步

稻
苗
。
…
…

（
李
嘉
祐
「
白
田
西
憶
楚
州
使
君
弟
」『
全
唐
詩
』
巻
二
〇
七
）

［
流
れ
る
雲
や
水
の
動
き
の
比
喩
］

上
方
下
方
雪
中
路
、
白
雲
流
水
如
閒
步
。
數
峰
行
盡
猶
未
歸
、
寂

寞
經
聲
竹
陰
暮
。
（
盧
綸
「
過
仙
遊
寺
」
『
全
唐
詩
』
巻
二
七
九
）

ま
ず
、
韋
応
物
詩
以
前
、
あ
る
い
は
韋
応
物
と
同
時
代
の
も
の

を
見
て
い
く
と
、
「
人
里
離
れ
た
山
水
で
の
行
動
」
、
「
寺
院
や
道

観
で
の
行
動
」
が
中
心
で
あ
る
。
作
者
以
外
の
行
動
と
し
て
詠
ま

れ
て
い
る
李
頎
「
送
劉
十
」
も
山
水
で
の
行
動
と
し
て
詠
わ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
動
物
の
行
動
や
流
れ
る
雲
や
水
の
動
き
と
し
て
詠

む
も
の
が
見
ら
れ
る
が
、
「
閑
歩
」
す
る
動
物
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
サ
ギ
は
山
水
の
中
の
田
園
を
歩
く
と
詠
ま
れ
て
お
り
、「
白
雲
流

水
」
を
見
る
盧
綸
「
過
仙
遊
寺
」
は
寺
院
で
の
詠
で
あ
る
。
い
ず

れ
も
、
人
里
離
れ
た
場
、
寺
院
で
の
行
動
と
い
う
点
で
他
の
詩
と

の
共
通
点
が
あ
り
、
人
間
の
「
人
里
離
れ
た
山
水
で
の
行
動
」
「
寺

院
や
道
観
で
の
行
動
」
を
表
す
側
面
か
ら
派
生
し
た
用
法
で
あ
る

と
推
測
で
き
る
。
韋
応
物
詩
に
お
け
る
用
法
も
大
ま
か
に
は
こ
の

分
類
に
入
っ
て
く
る
が
、
韋
応
物
詩
に
つ
い
て
は
の
ち
に
再
度
取

り
上
げ
て
検
討
す
る
。

韋
応
物
以
後
も
含
め
て
唐
詩
全
体
を
見
て
い
く
と
、
詩
の
数
が

多
い
の
で
当
然
で
は
あ
る
が
、
さ
き
ほ
ど
確
認
し
た
「
散
歩
」
と

比
べ
る
と
、
状
況
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。

「
散
歩
」
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
は
、

・
人
里
離
れ
た
山
水
や
寺
院
・
道
観
で
行
う

・
他
者
の
行
動
（
通
行
人
な
ど
無
名
の
も
の
も
含
む
）

・
他
者
と
複
数
で
行
う
行
動

・
動
物
や
白
雲
流
水
の
動
き

と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

比
較
の
た
め
に
白
居
易
詩
の
み
を
抽
出
す
る
と
、「
新
居
早
春
二

首
」
其
一
、
「
寄
皇
甫
賓
客
」
、
「
觀
游
魚
」
が
自
宅
付
近
ま
た
は

自
宅
の
庭
で
の
歩
み
、
「
林
下
閒
步
寄
皇
甫
庶
子
」
、
「
春
江
閒
步

贈
張
山
人
」
、
「
秋
遊
平
泉
贈
韋
處
士
閒
禪
師
」
が
人
里
か
ら
比
較

的
離
れ
た
山
水
の
場
で
の
歩
み
、
「
宿
簡
寂
觀
」
、
「
秋
霽
」
が
寺

院
・
道
観
で
の
歩
み
と
し
て
詠
ま
れ
て
お
り
、「
散
歩
」
の
詩
が
詠

ま
れ
な
か
っ
た
場
で
も
「
閑
歩
」
は
使
わ
れ
て
い
る
。
山
水
や
寺

院
・
道
観
で
の
歩
み
は
日
常
的
な
営
為
か
ら
離
れ
た
場
で
な
さ
れ

る
と
い
う
意
味
で
は
、「
散
歩
」
に
近
い
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
こ
で
、
も
う
少
し
詩
語
と
し
て
の
違
い
を
考
え
て
い
く
た
め

に
、
「
散
歩
」
と
ほ
ぼ
同
様
の
場
、
す
な
わ
ち
自
宅
付
近
で
詠
ま
れ

て
い
る
三
首
を
取
り
上
げ
て
検
討
を
進
め
て
い
く
。
先
に
示
し
た

- 24 -

よ
う
に
唐
詩
に
お
い
て
、
「
閑
歩
」
を
自
宅
付
近
、
あ
る
い
は
自
宅

の
庭
で
行
う
行
動
と
し
て
詠
む
の
は
、
白
居
易
の
み
で
あ
る
。

靜
巷
無
來
客

静
巷
に
来
客
無
く

深
居
不
出
門

深
居
し
て
門
を
出
で
ず

鋪
沙
蓋
苔
面

沙
を
鋪
き
て
苔
面
を
蓋
ひ

す
な

し

お
ほ

掃
雪
擁
松
根

雪
を
掃
ひ
て
松
根
を
擁
す

漸
暖
宜
閒
步

漸
く
暖
か
く
し
て
閑
歩
す
る
に
宜
し
く

初
晴
愛
小
園

初
め
て
晴
れ
て
小
園
を
愛
す

覓
花
都
未
有

花
を
覓
む
る
も
都
て
未
だ
有
ら
ず

も
と

す
べ

唯
覺
樹
枝
繁

唯
だ
樹
枝
の
繁
る
を
覚
ゆ

（
白
居
易
「
新
居
早
春
二
首
」
其
一
、『
全
唐
詩
』
巻
四
四
二
）

暖
か
く
な
り
始
め
た
早
春
の
こ
ろ
の
様
子
を
詠
う
。
来
客
も
な

く
一
人
で
庭
仕
事
を
し
な
が
ら
、
そ
ぞ
ろ
歩
き
を
す
る
の
に
よ
い

時
期
だ
と
考
え
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。
こ
こ
の
「
閑
歩
」
に
つ

い
て
は
、
こ
の
詩
の
「
其
二
」
に
「
地
潤
東
風
暖
、
閒
行
蹋
草
芽
。
」

（
地
潤
ひ
て
東
風
暖
か
く
、
閑
行
し
て
草
芽
を
蹋
む
。
）
と
あ
る
、

ふ

若
芽
を
踏
み
な
が
ら
ぶ
ら
ぶ
ら
と
庭
を
歩
く
行
動
と
同
様
な
こ
と

を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
本
詩
で
は
、
「
閒
」
字
が
四
字
目
に

あ
る
た
め
、
平
仄
の
関
係
上
、
「
散
歩
」
が
使
え
な
か
っ
た
と
い
う

可
能
性
が
あ
る
点
に
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

名
利
既
兩
忘

名
利

既
に
両
つ
な
が
ら
忘
れ

ふ
た

形
體
方
自
遂

形
体

方
に
自
か
ら
遂
ぐ

臥
掩
羅
雀
門

臥
し
て
羅
雀
の
門
を
掩
ひ

お
ほ

無
人
驚
我
睡

人
の
我
が
睡
り
を
驚
か
す
無
し

ね
む

睡
足
斗
擻
衣

睡
り
足
り
て
衣
を
斗
擻
し

閒
步
中
庭
地

閑
歩
す

中
庭
の
地

食
飽
摩
挲
腹

食
飽
き
て
腹
を
摩
挲
し

心
頭
無
一
事

心
頭

一
事
無
し

除
卻
玄
晏
翁

玄
晏
翁
を
除
却
し
て

何
人
知
此
味

何
人
か
此
の
味
を
知
ら
ん

（
白
居
易
「
寄
皇
甫
賓
客
」『
全
唐
詩
』
巻
四
四
四
）

名
誉
も
利
益
も
忘
れ
、
本
性
の
ま
ま
に
生
き
、
十
分
な
眠
り
を

と
っ
た
あ
と
に
中
庭
を
歩
く
こ
と
を
「
閑
歩
」
と
表
現
す
る
。
憂

い
も
な
く
、
心
が
満
ち
足
り
た
と
き
の
行
動
で
あ
る
。

繞
池
閒
步
看
魚
游

池
を
繞
り
て
閑
歩
し
魚
の
游
ぶ
を
看
る

正
值
兒
童
弄
釣
舟

正
に
児
童
の
釣
舟
を
弄
す
る
に
値
ふ

あ

一
種
愛
魚
心
各
異

一
種

魚
を
愛
す
る
も
心
は
各
お
の
異
な
り

我
來
施
食
爾
垂
鉤

我
は
来
た
り
て
食
を
施
し
爾
は
鉤
を
垂
る

（
白
居
易
「
觀
游
魚
」『
全
唐
詩
』
巻
四
五
一
）

自
宅
の
池
の
周
り
を
歩
く
こ
と
を
「
閑
歩
」
と
言
う
。
と
も
に

魚
を
愛
す
る
が
、
子
供
は
釣
る
た
め
に
、
詩
人
は
魚
に
餌
を
や
る

た
め
に
来
て
い
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
と
い
う
日
常
の
一
コ
マ
を

描
く
中
の
動
作
で
あ
る
。

「
散
歩
」
と
「
閑
歩
」
と
を
比
較
す
る
と
、
い
ず
れ
に
も
、
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①
朝
の
支
度
が
終
わ
っ
た
後
、
ま
た
は
夕
暮
れ
時
、
あ
る
い
は

政
務
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
ま
た
官
舎
の
中
に
あ
っ
て
も
政
務

か
ら
一
時
的
に
解
放
さ
れ
て
か
ら
ま
た
に
歩
く
。
公
務
な
ど

日
常
的
な
営
為
か
ら
離
れ
た
場
を
目
的
を
持
た
ず
に
歩
く
。

②
住
居
に
比
較
的
近
い
と
こ
ろ
を
歩
く
。

と
い
う
二
つ
の
特
徴
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
、「
寄
皇
甫

賓
客
」
、
「
觀
游
魚
」
で
は
、
「
散
歩
」
と
「
閑
歩
」
の
境
界
が
あ

い
ま
い
で
、
「
閑
歩
」
を
「
散
歩
」
に
入
れ
替
え
て
も
通
じ
そ
う
で

も
あ
る
。
た
だ
し
、
唐
詩
に
お
け
る
「
散
歩
」
と
「
閑
歩
」
の
差

に
つ
い
て
は
、「
散
歩
」
が
住
居
か
ら
遠
く
離
れ
る
こ
と
は
な
い
の

に
対
し
、「
閑
歩
」
は
山
水
、
寺
院
・
道
観
と
い
っ
た
住
居
か
ら
遠

く
と
こ
ろ
を
歩
く
場
合
も
あ
る
こ
と
、
ま
た
、「
散
歩
」
は
必
ず
「
③

一
人
で
歩
く
」
が
、「
閑
歩
」
は
一
人
で
歩
く
場
合
も
あ
る
し
、
他

者
と
複
数
で
歩
く
場
合
も
あ
る
こ
と
、
と
い
う
違
い
は
指
摘
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

三

韋
応
物
詩
に
お
け
る
「
散
歩
」
「
閑
歩
」

ま
ず
、
韋
応
物
詩
に
お
け
る
「
閑
歩
」
の
例
に
つ
い
て
見
て
い

く
。
韋
応
物
詩
に
お
い
て
、「
閑
歩
」
は
二
例
見
ら
れ
る
。

廣
庭
獨
閒
步

広
庭
に
独
り
閑
歩
し

夜
色
方
湛
然

夜
色

方
に
湛
然
た
り

丹
閣
已
排
雲

丹
閣

已
に
雲
を
排
し

皓
月
更
高
懸

皓
月

更
に
高
く
懸
か
る

繁
露
降
秋
節

繁
露

秋
節
に
降
り

蒼
林
鬱
芊
芊

蒼
林

鬱
と
し
て
芊
芊
た
り

仰
觀
天
氣
涼

観
を
仰
げ
ば
天
気
涼
し
く

高
詠
古
人
篇

高
く
古
人
の
篇
を
詠
ず

撫
己
亮
無
庸

己
を
撫
す
に

亮

に
庸
無
く

ま
こ
と

こ
と

結
交
賴
群
賢

結
交

群
賢
を
頼
む

屬
予
翹
思
時

属
に
予

翹
思
の
時
に

ま
さ

方
子
中
夜
眠

方
に
子

中
夜
に
眠
る

ま
さ

相
去
隔
城
闕

相
ひ
去
り
て
城
闕
を
隔
つ
る
も

佳
期
屢
徂
遷

佳
期
に
屢
し
ば
徂
遷
す

如
何
日
夕
待

如
何
ぞ
日
夕
に
待
ち

見
月
三
四
圓

月
の
三
四
た
び
円
な
る
を
見
ん

（

「
善
福
精
舍
秋
夜
遲
諸
君
」
巻
七
）

410

大
暦
十
四
年
ま
た
は
建
中
元
年
秋
、
灃
上
閑
居
期
の
作
。

韋
応
物
が
と
も
に
寺
院
で
過
ご
し
た
い
と
望
む
「
諸
君
」
に
対

し
て
詠
ん
だ
詩
で
あ
る
。
詩
題
に
明
ら
か
な
よ
う
に
「
諸
君
」
を

待
つ
間
の
寺
院
で
の
そ
ぞ
ろ
歩
き
を
「
閑
歩
」
と
言
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
、
白
詩
に
見
え
た
春
の
暖
か
さ
や
眠
り
が
足
り
て
気
持

ち
が
満
た
さ
れ
て
い
る
状
態
で
歩
く
と
い
う
も
の
と
は
異
な
り
、

い
わ
ゆ
る
暇
つ
ぶ
し
の
よ
う
な
、
や
や
満
た
さ
れ
な
い
心
持
ち
で

行
う
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
。

由
來
束
帶
士

由
来

束
帯
の
士

- 26 -

請
謁
無
朝
暮

謁
を
請
ふ
に
朝
暮
無
し

公
暇
及
私
身

公
暇

私
身
に
及
び

何
能
獨
閒
步

何
ぞ
能
く
独
り
閑
歩
せ
ん

摘
葉
愛
芳
在

葉
を
摘
み
て
芳
の
在
る
を
愛
し

捫
竹
憐
粉
污

竹
を
捫
き
て
粉
の
汚
す
を
憐
む

ぬ

岸
幘
偃
東
齋

岸
幘
も
て
東
斎
に
偃
み

や
す

夏
天
淸
曉
露

夏
天

暁
露
清
し

懷
仙
閱
眞
誥

仙
を
懐
ひ
て
真
誥
を
閱
し

貽
友
題
幽
素

友
に
貽
る
に
幽
素
と
題
す

お
く

榮
達
頗
知
疎

栄
達

頗
る
疎
な
る
を
知
り

恬
然
自
成
度

恬
然
と
し
て
自
ら
度
を
成
す

綠
苔
日
已
滿

緑
苔

日
に
已
に
満
ち

幽
寂
誰
來
顧

幽
寂

誰
か
来
た
り
て
顧
み
ん

（

「
休
暇
東
齋
」
巻
八
）

449

大
暦
十
一
年
か
ら
一
三
年
頃
、
京
兆
府
功
曹
の
と
き
の
作
。

公
務
か
ら
離
れ
た
休
日
に
、
ど
う
し
て
た
だ
暇
に
任
せ
て
歩
く

だ
ろ
う
か
、
と
い
う
。
気
分
と
し
て
は
、
せ
っ
か
く
の
休
み
に
何

も
せ
ず
に
た
だ
歩
く
だ
け
な
の
は
も
っ
た
い
な
く
、
自
分
な
り
の

ル
ー
ル
の
中
で
過
ご
し
、
香
り
の
よ
い
葉
や
白
い
粉
が
表
面
に
つ

い
た
竹
を
愛
で
た
り
、
頭
巾
を
だ
ら
し
な
く
ず
ら
し
て
か
ぶ
っ
て

の
ん
び
り
と
『
真
誥
』
を
読
ん
だ
り
、
あ
る
い
は
同
じ
思
い
を
抱

く
友
に
手
紙
を
贈
っ
た
り
す
る
な
ど
、
隠
者
が
行
う
よ
う
な
行
動

を
積
極
的
に
行
お
う
と
す
る
意
識
が
あ
る
。
第
５
句
以
降
の
様
々

な
行
動
を
し
て
い
る
こ
と
と
対
比
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え

る
と
、「
閑
歩
」
そ
の
も
の
は
、
暇
に
任
せ
た
そ
ぞ
ろ
歩
き
と
い
っ

た
色
を
持
っ
て
い
る
。

韋
応
物
詩
に
お
い
て
、
「
閑
歩
」
は
、
詠
ま
れ
る
場
に
か
か
わ
ら

ず
、
暇
つ
ぶ
し
の
そ
ぞ
ろ
歩
き
と
い
う
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

白
居
易
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
「
閑
歩
」
に
積
極
的
な
意
味
合

い
を
も
た
せ
て
い
た
が
、
韋
応
物
は
「
閑
歩
」
に
は
あ
ま
り
よ
い

意
味
合
い
を
含
ま
せ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
、
再
度
、

「
秋
夜
寄
丘
二
十
二
員
外
」（
巻

160

三
）
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

懷
君
屬
秋
夜

君
を
懐
ふ
は
秋
夜
に
属
す

お
も

散
歩
詠
涼
天

散
歩
し
て
涼
天
に
詠
ず

山
空
松
子
落

山
空
く
し
て
松
子
落
つ

幽
人
應
未
眠

幽
人
応
に
未
だ
眠
ら
ざ
る
べ
し

友
人
丘
丹
を
思
い
な
が
ら
、
「
散
歩
」
し
て
秋
の
涼
し
い
夜
空
に

向
か
っ
て
詩
を
う
そ
ぶ
く
。
山
に
は
人
気
は
な
く
、
松
か
さ
が
静

寂
の
中
に
落
ち
る
音
が
聞
こ
え
る
と
き
、
隠
者
で
あ
る
あ
な
た
は

き
っ
と
ま
だ
眠
っ
て
い
な
い
こ
と
だ
ろ
う
、
と
い
う
。

こ
の
詩
の
第
３
句
を
巡
っ
て
は
、
田
中
和
夫
氏
が
整
理
し
て
い

る
よ
う
に
、「
相
手
の
住
ん
で
い
る
景
色
を
想
像
し
た
も
の
と
す
る
」

と
い
う
説
と
、「
作
者
の
散
歩
し
て
い
る
あ
た
り
の
景
色
を
述
べ
た

も
の
と
す
る
」
説
の
二
つ
が
あ
る[

４]

。

第
３
句
を
丘
丹
の
状
況
を
詠
む
と
す
る
も
の
の
う
ち
、
比
較
的

早
い
時
期
の
指
摘
と
し
て
、
明
・
唐
汝
詢
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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涼
天
散
歩
、
敍
己
之
離
懷
、
松
子
夜
零
、
想
彼
之
幽
興
。（
涼
天

に
散
歩
す
る
は
、
己
の
離
懐
を
叙
し
、
松
子
の
夜
に
零
つ
る
は
、

お

彼
の
幽
興
を
想
ふ
。）[

５]

前
半
は
詩
人
の
思
い
、
後
半
は
友
人
の
状
況
を
詠
む
と
い
う
。

ま
た
、
清
・
徐
増
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

懷
君
適
在
秋
夜
。
天
涼
可
愛
、
惟
散
歩
庭
際
、
以
咏
懷
君
之
詩
。

于
是
趁
筆
寫
到
員
外
身
上
去
、
曰
、「
君
今
在
空
山
、
人
境
兩
寂

之
際
、
松
子
間
落
、
林
中
幽
聲
。
幽
人
亦
應
散
歩
未
眠
也
。
」

（
君
を
懐
ふ
は
適
に
秋
夜
に
在
り
。
天
涼
し
く
し
て
愛
す
べ
く
、

ま
さ

惟
だ
庭
際
を
散
歩
し
て
、
以
て
君
を
懐
ふ
の
詩
を
咏
む
の
み
。

是
に
于
い
て
筆
を
趁
ら
せ
て
員
外
の
身
上
を
写
し
到
り
去
り
て
、

は
し

曰
く
、「
君

今

空
山
に
在
り
、
人
境
も
両
な
が
ら
寂
な
る
の
際
、

松
子

間
か
に
落
ち
、
林
中
に
幽
声
あ
り
。
幽
人
も
亦
た
応
に
散

し
ず

歩
し
て
未
だ
眠
ら
ざ
る
べ
し
」
と
。）[

６]

こ
れ
は
、
詩
人
が
庭
を
散
歩
し
て
相
手
を
思
う
詩
を
詠
ん
で
い

る
と
す
る
。
友
人
丘
丹
の
い
る
空
山
も
韋
応
物
が
い
る
人
境
も
両

方
静
か
で
あ
る
と
き
に
、
君
の
い
る
空
山
で
は
松
か
さ
が
静
か
に

落
ち
て
林
の
中
に
奥
深
い
か
す
か
な
音
が
聞
こ
え
る
こ
と
だ
ろ
う
、

そ
の
音
を
聞
き
な
が
ら
君
も
散
歩
し
て
眠
ら
ず
に
い
る
だ
ろ
う
、

と
詩
を
解
釈
し
て
い
る
。
詩
人
の
い
る
庭
と
友
人
の
い
る
空
山
の

林
が
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
第
３
句

の
「
空
山
」
を
友
人
が
い
る
場
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。

現
代
人
の
解
釈
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。

诗
人
在
凉
秋
之
夜
散
步
时
，
徘
徊
沉
吟
，
想
起
了
正
在
临
平
山

学
道
的
故
人
丘
丹
，
揣
测
他
山
居
空
寂
、
相
思
未
眠
的
情
况
。

诗
人
将
实
笔
与
虚
写
结
合
，
把
同
一
时
间
段
内
发
生
在
不
同
空

间
场
景
的
事
连
缀
起
来
，
从
而
给
读
者
完
整
清
晰
的
印
象
。[

７]

前
半
二
句
が
実
景
、
後
半
二
句
が
想
像
に
よ
り
書
い
た
も
の
で

あ
り
、
同
じ
時
間
に
あ
る
別
々
の
空
間
の
情
景
が
つ
な
が
り
、
読

者
に
清
ら
か
な
印
象
を
与
え
る
と
い
う
。
作
者
が
「
散
歩
」
す
る

場
に
つ
い
て
は
具
体
が
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
第
３
句
の
「
山
」

は
丘
丹
の
住
む
山
と
解
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
か
ら
、
第
３
句
を
友
人
丘
丹
の
い
る
場
と
し
て
捉
え
る
も

の
に
は
、
詩
人
が
庭
な
ど
を
散
歩
を
し
て
い
る
と
き
に
相
手
の
場

を
想
像
し
て
詠
む
と
解
釈
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
、
第
３
句
を
韋
応
物
の
い
る
場
と
す
る
も
の
と
し
て
、
服

部
南
郭
は
第
３
句
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

散
歩
し
て
、
夜
の
景
色
を
見
れ
ば
、
山
も
空
し
う
し
て
、
松

子
な
ど
が
落
ち
て
、
静
か
な
こ
と
ぢ
ゃ[

８]

。

こ
れ
は
明
ら
か
に
、
第
３
句
の
「
山
」
を
韋
応
物
が
散
歩
し
て

い
る
場
所
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

ま
た
、
服
部
南
郭
と
同
様
に
、
第
３
句
が
韋
応
物
自
身
の
状
況
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だ
と
解
す
る
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

第
３
句
「
山
空
し
う
し
て
松
子
落
つ
」
を
、
あ
い
手
の
住
ん

で
い
る
山
の
景
色
を
想
像
し
て
「
山
に
は
人
げ
も
な
く
松
か
さ

の
落
ち
る
音
が
聞
こ
え
る
だ
け
だ
ろ
う
」
と
い
っ
て
や
っ
た
と

い
う
解
釋
も
あ
る
。
そ
れ
で
も
通
ず
る
。
し
か
し
感
じ
の
統
一

と
い
う
見
地
か
ら
、
前
の
よ
う
に
（
引
用
者
注
：
第
３
句
を
韋

応
物
自
身
の
状
況
と
し
て
）
解
し
た
。
作
者
自
身
の
周
圍
の
印

象
の
な
か
に
沈
み
な
が
ら
、
思
う
あ
い
手
の
姿
が
そ
こ
に
浮
き

出
し
て
く
る
。[

９]

韋
応
物
は
陶
淵
明
を
学
ぶ
と
い
わ
れ
、
王
維
と
並
び
称
さ
れ

る
。
こ
の
詩
な
ど
、
ま
こ
と
に
幽
絶
と
称
す
べ
く
、
万
籟
寂
と

し
て
静
ま
っ
た
中
に
、
か
す
か
に
松
子
の
地
に
落
ち
る
音
を
聞

き
、
山
中
の
幽
寂
は
更
に
深
ま
る
。
韋
応
物
の
詩
に
禅
の
趣
き

あ
り
と
い
う
所
以
で
あ
る
。[
]10

詩
の
味
わ
い
と
し
て
禅
味
を
読
み
取
っ
て
い
く
、
こ
れ
ら
の
解

釈
は
、
詩
の
深
み
を
味
わ
え
る
と
い
う
点
で
魅
力
的
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
第
３
句
を
韋
応
物
の
い
る
場
と
し
て
捉
え
る
も
の

は
、「
幽
絶
」
な
雰
囲
気
や
禅
味
を
求
め
て
解
釈
を
す
る
傾
向
に
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。

作
品
と
し
て
の
本
詩
に
後
世
の
人
が
向
き
合
え
ば
、
韋
応
物
が

山
に
行
っ
た
と
読
む
の
も
、
丘
丹
の
い
る
場
の
風
景
と
し
て
読
む

の
も
、
い
ず
れ
も
成
り
立
つ
と
思
わ
れ
る
が
、
韋
応
物
本
人
が
ど

ち
ら
の
意
味
合
い
で
詩
を
詠
も
う
と
し
た
の
か
、
と
い
う
と
こ
ろ

は
や
は
り
気
に
な
る
。

さ
き
ほ
ど
ま
で
確
認
し
て
き
た
「
散
歩
」
と
「
閑
歩
」
の
使
い

分
け
か
ら
考
え
る
と
、
韋
応
物
自
身
が
山
に
入
っ
て
歩
く
と
す
る

の
は
、
そ
ぐ
わ
な
い
。
唯
一
の
先
例
で
あ
る
劉
孝
威
の
詩
も
、
皇

太
子
と
と
も
に
過
ご
し
て
い
る
庭
で
の
こ
と
を
述
べ
て
い
た
し
、

韋
応
物
以
後
の
白
居
易
の
詩
に
お
い
て
も
、
庭
や
家
の
近
所
を
歩

く
様
子
を
「
散
歩
」
と
表
現
し
て
お
り
、
韋
応
物
詩
に
お
い
て
も

庭
や
家
の
近
所
で
歩
く
さ
ま
を
表
し
て
い
る
と
考
え
る
ほ
う
が
自

然
な
た
め
で
あ
る
。

補
足
的
に
地
理
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
と
、
当
時
、
韋
応
物

が
い
た
蘇
州
の
官
舎
は
、
蘇
州
の
呉
県
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

呉
県
に
あ
る
山
と
し
て
、
『
元
和
郡
県
図
志
』
巻
二
十
五
「
蘇
州
・

呉
県
」
に
は
、
「
虎
邱
山
在
縣
西
北
八
里
。
」
（
虎
邱
山
は
県
の
西

北
八
里
に
在
り
。）
と
見
え
る
。
ほ
か
に
山
が
存
在
す
る
可
能
性
が

皆
無
だ
と
は
言
い
切
れ
な
い
が
、『
元
和
郡
県
図
志
』
の
記
述
に
拠

る
限
り
で
は
、
呉
県
に
は
虎
邱
山
し
か
山
が
な
い
。
夜
に
刺
史
が

一
人
で
近
所
歩
き
で
あ
る
「
散
歩
」
を
す
る
た
め
に
行
く
場
と
し

て
は
、
八
里
（
約
四
㎞
）
は
や
や
遠
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
一

方
の
丘
丹
は
、
当
時
、
杭
州
の
臨
平
山
に
隠
棲
し
て
い
た
た
め
、

夜
に
山
中
に
い
て
も
不
思
議
は
な
い
。
地
理
的
な
面
か
ら
考
え
て

も
、
第
３
句
は
も
と
も
と
丘
丹
の
こ
と
を
詠
ん
で
い
た
と
す
る
ほ

う
が
無
理
が
な
い
。

以
上
か
ら
、
韋
応
物
詩
に
お
け
る
「
散
歩
」
も
、
も
と
も
と
は

蘇
州
の
官
舎
の
近
く
を
歩
い
た
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
と
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す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
韋
応
物
自
身
は
、

「
秋

160

寄
丘
二
十
二
員
外
」
詩
の
前
半
二
句
を
自
ら
の
状
況
と
し
て
詠
み
、

そ
の
対
比
と
し
て
後
半
二
句
を
丘
丹
の
状
況
と
し
て
詠
も
う
と
し

た
と
す
る
ほ
う
が
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
韋
応
物
「
秋
夜
寄
丘
二
十
二
員
外
」
詩
の
解
釈
を

再
考
す
る
た
め
に
、
唐
代
ま
で
の
「
散
歩
」
と
「
閑
歩
」
と
い
う

語
に
つ
い
て
確
認
し
、
当
該
の
詩
の
、
特
に
第
３
句
を
ど
の
よ
う

に
解
釈
す
べ
き
か
を
考
え
て
き
た
。

「
散
歩
」
は
家
の
庭
や
近
所
を
歩
く
と
き
に
用
い
ら
れ
る
傾
向

に
あ
り
、「
閑
歩
」
は
そ
れ
以
外
の
遠
い
地
を
歩
く
と
き
に
も
用
い

ら
れ
る
傾
向
が
見
ら
れ
た
。
従
来
、
第
３
句
に
つ
い
て
は
、
韋
応

物
自
身
の
行
為
を
述
べ
た
も
の
か
丘
丹
の
状
況
を
述
べ
た
も
の
か

と
い
う
二
説
あ
っ
た
が
、
こ
の
「
散
歩
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
踏
ま

え
る
と
、
第
３
句
は
丘
丹
の
状
況
を
述
べ
た
も
の
と
す
る
ほ
う
が

よ
い
と
い
う
結
論
が
得
ら
れ
た
。

現
存
す
る
資
料
に
徴
す
る
限
り
、「
散
歩
」
と
い
う
語
は
、
唐
詩

で
は
韋
応
物
が
初
め
て
使
用
し
た
。
本
稿
で
は
、
韋
応
物
が
な
ぜ

こ
う
し
た
「
散
歩
」
と
い
う
語
の
導
入
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

か
、
と
い
う
点
ま
で
は
踏
み
込
め
て
い
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

韋
応
物
自
身
が
や
や
マ
イ
ナ
ス
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
で
用
い
て

い
た
「
閑
歩
」
を
、
本
詩
に
お
い
て
は
使
わ
な
か
っ
た
と
い
う
点

を
踏
ま
え
て
み
る
と
、
彼
自
身
の
吏
隠
意
識
を
含
む
、
中
唐
に
お

け
る
吏
隠
の
諸
相
と
、
詩
に
使
用
さ
れ
る
語
彙
と
の
関
わ
り
を
整

理
し
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
白
居
易
と
の
つ
な

が
り
を
考
え
る
上
で
も
吏
隠
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
詳
細
に
考
え

て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め

て
論
じ
て
み
た
い
。

注［
１
］
一
海
知
義
『
漢
詩
一
日
一
首
〈
秋
〉
』(

平
凡
社

二
〇
〇
七)

「
散

歩
」
項
。

［
２
］
「
退
臥
」
二
字
、
底
本
作
「
臥
退
」
。
今
拠
『
白
居
易
詩
集
校
注
』

改
。

［
３
］
謝
思
煒
『
白
居
易
詩
集
校
注
』
（
中
華
書
局

二
〇
〇
六
）
の
校
語

に
「
金
澤
本
、
管
見
抄
本
作
「
飽
我
腸
」
。
」
と
あ
る
。
こ
れ
だ
と
、「
我

が
腸
を
飽
か
し
む
」
と
読
め
る
。

［
４
］
松
浦
友
久
編
著
『
校
注
唐
詩
解
釈
辞
典
』
（
大
修
館
書
店

一
九
八

七
）。

［
５
］『
唐
詩
解
』
巻
二
十
三
（
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
）
。

［
６
］
『
而
庵
説
唐
詩
』
巻
九
（
未
見
。
『
中
華
大
典
隋
唐
五
代
文
学
分
典

三
』（
江
蘇
古
籍
出
版
社

二
〇
〇
〇
）
引
）。

［
７
］
陶
敏
、
王
友
勝
選
注
『
韦
应
物
诗
选
』（
中
華
書
局

二
〇
〇
五
）
。

［
８
］
服
部
南
郭
述
・
日
野
龍
夫
校
注
『
唐
詩
選
国
字
解
３
』
（
東
洋
文
庫

一
九
八
二
）。

［
９
］
斎
藤
晌
『
漢
詩
大
系
第
七
巻

唐
詩
選
下
』（
集
英
社

昭
和
四
〇
）
。

な
お
、
斎
藤
氏
は
第
３
・
４
句
を
「
山
は
ひ
っ
そ
り
し
て
人
げ
が
な
く
、

松
か
さ
の
落
ち
る
か
す
か
な
音
が
す
る
。
あ
あ
、
世
を
か
く
れ
す
む
人

よ
、
今
宵
は
君
も
ま
だ
眠
ら
ず
に
い
る
で
し
ょ
う
。
」
と
訳
さ
れ
て
い
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る
。

［

］
目
加
田
誠
『
新
釈
漢
文
大
系

唐
詩
選
』（
明
治
書
院

昭
和
三
九
）
。

10
な
お
、
目
加
田
氏
は
別
の
と
こ
ろ
で
次
の
よ
う
な
指
摘
を
さ
れ
て
い
る
。

秋
夜
、
友
を
懐
う
て
作
る
。
韋
応
物
は
王
維
の
神
韻
を
伝
え
た
人

と
言
わ
れ
る
が
、
こ
の
詩
な
ど
、
ま
こ
と
に
禅
味
が
あ
り
、
幽
玄

な
趣
を
得
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
蘅
塘
退
士
編
・
目
加
田
誠
訳
注
『
唐
詩
三
百
首
３
』

東
洋
文
庫

一
九
七
五
）


