


寓
意
と
史
実

i

院
籍
の
四
一
一
一
一
口

「
詠
懐
詩
」

を
め
ぐ
っ
て
i

は
じ
め
に

詩
人
が
自
ら
と
何
ら
か
の
関
わ
り
を
も
っ
、
あ
る
社
会
上
・
政
治

の
人
物
・
事
件
・
事
象
な
ど
を
主
題
と
し
て
取
り
上
げ
よ
う
と
す

る
と
き
、
し
ば
し
ば
寓
意
(
丘
E
m
oミ
)
の
手
法
を
用
い
る
こ
と
が

あ
る
。
こ
れ
は
古
今
東
拐
を
関
わ
ず
そ
の
本
質
は
変
わ
ら
な
い
も
の

ら
し
い
。
あ
る
「
文
学
袈
語
辞
典
」
は
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

「
あ
る
主
題
A
を
述
べ
る
さ
い
に
、
他
の
、
主
題

B
を
使
っ
て
類
似

性
を
適
切
に
暗
示
し
な
が
ら
、
そ
の
主
題
を
示
し
た
り
、
風
刺
す
る

表
現
法
を
い
う
。
二
郎
か
ら
見
れ
ば

ζ
問、寸〉℃
2
0
お
を
あ
ら
ゆ
る

関
係
に
お
い
て
呉
現
し
た
も
の
が
さ
の
問
。
ミ
で
あ
る
。
(
略
)
」
(
福

原
麟
太
郎
・
吉
田
正
俊
一
総
司
文
学
要
語
辞
典
』
研
究
社
、
昭
和

五
十
二
一
年
五
月
改
訂
増
補
版
〉

こ
れ
に
従
え
ば
、
も
し
読
者
が
そ
の
寓
意
を
読
み
解
こ
う
と
す
る

な
ら
ば
、
主
題
B
の
縮
示
す
る
類
似
性
を
た
ど
り
、
用
い
て
い
る
情

沼

日券

口

品
川
一
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
探
り
つ
つ
、
王
題
A
の
把
握
へ
と
進
ま
ね
ば

な
ら
な
い
。
こ
れ
は
知
的
関
難
さ
を
伴
う
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
楽

し
さ
を
享
受
す
る
こ
と
の
で
き
る
作
業
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
中
国
文
学
に
お
い
て
、
{
民
意
の
作
品
は
あ
ま
た
数
え
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
代
表
と
し
て
竹
林
七
緊
の
一
人
貌

の
況
籍
(
字
、
嗣
京
二
一

0
1
二
六
一
一
一
)
の
四
一
一
一
一
口
の
「
詠
懐
詩
」

十
三
首
が
あ
る
。
続
籍
は
後
漢
末
に
建
安
七
子
の
一
人
で
あ
る
抗
塙

(
{
子
、
元
議

?
1
二
ご
…
)
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
文
帝
習
不
一
、

明
帝
暫
叡
の
時
代
に
少
・
青
年
期
を
過
ご
し
、
貌
朝
、
が
傾
き
始
め
る

青
玉
商
田
芳
、
そ
し
て
権
思
の
司
馬
氏
が
実
権
を
掌
握
す
る
高
貴
郷
公

曹
謡
・
元
帝
欝
免
の
説
朝
の
最
末
期
を
、
司
馬
氏
の
勢
力
下
に
そ
の

壮
・
老
年
期
を
送
っ
た
人
で
あ
っ
た
。
曹
鋭
か
ら
司
馬
音
へ
と
権
力

一
が
移
る
。
そ
れ
に
つ
れ
て
時
勢
と
人
の
生
き
方
と
が
変
わ
る
。
そ
の

さ
ま
を
抗
籍
は
熟
視
し
、
糠
慨
苦
悩
し
、
ま
た
達
観
し
よ
う
と
試
み

た
。
彼
の
八
十
一
の
五
一
一
一
一
ロ
コ
詠
懐
詩
」
と
昭
一
一
一
一
間
「
一
詠
懐
詩
」
は
そ

(16) 



こ
に
誕
生
し
た
。
こ
の
両
者
を
比
較
し
て
み
る
と
、
五
一
一
一
一
口
「
一
詠
懐

討
」
が
連
作
と
し
て
作
品
数
が
多
く
、
制
作
時
期
の
推
定
が
国
難
で
、

作
者
の
捜
雑
な
思
想
感
情
を
包
含
し
、
意
味
が
捉
え
が
た
い
の
に
比

し
、
四
一
一
一
一
口
「
詠
嬢
詩
」
は
作
品
数
も
少
な
く
、
制
作
時
期
も
ほ
ぼ
限

定
さ
れ
、
五
一
一
一
一
口
に
比
し
て
素
朴
な
詩
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
内
容
も
比

較
的
把
捉
し
や
す
い
。

い
ま
、
四
一
一
一
一
口
「
詠
懐
詩
」
(
十
一
一
一
首
)
の
連
作
中
の
〈
武
二
〉
の

詩
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
寓
意
表
現
か
ら
あ
る
特
定
の
歴
史
記
載
の

事
象
、
い
わ
ゆ
る
史
実
へ
と
む
す
ぶ
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
試
み
を

は
じ
め
た
い
。
こ
の
仲
間
に
つ
い
て
、
筆
者
は
す
で
に
な
ん
ど
か
一
言
及

(i) 

し
て
い
る
が
、
今
回
あ
ら
た
め
て
検
討
を
加
え
た
結
果
、
そ
の
寓
意

表
現
の
核
心
に
こ
れ
ま
で
よ
り
近
づ
き
得
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

ま
た
そ
れ
に
よ
り
、
四
一
一
一
一
回
「
一
詠
懐
詩
」
の
連
作
全
体
の
内
容
上
お
よ

び
制
作
時
期
に
つ
い
て
問
題
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。
な
お
論
述
の
便
宜
上
、
出
稿
の
内
容
を
く
り
か
え
し
た

と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

ま
ず
閤
一
一
一
一
向
「
詠
懐
詩
」
〈
其
一
〉
の
詩
を
掲
げ
よ
う
。

い
ん
‘
す
ん

天

地

縮

組

天

地

は

綿

織

と

し

て

元
締
代
序
一
光
精
は
代
序
す

時
古
べ

山
市
一
陽
曝
露
清
陽
は
一
官
邸
を
耀
か
し

和
風
容
興
和
嵐
容
に
寸
た
り

明
月
Mm
天

明

月

天

に

映

じ

甘

露

被

宇

討

露

字

を

被

ふ

藷

欝

高

松

菊

欝

た

る

高

松

猪
那
一
長
楚
椅
那
た
る
長
楚

車
議
哀
鳴
革
虫
は
哀
鳴
す
る
に

i
;
i
l
i
l
l
i
t
-
-
i
l
l
s

セ
ミ
つ
・

η
、7

錦
闘
鶏
振
羽
鶴
麟
は
羽
を
振
る
ふ
よ

感
時
盟
(
思
時
に
感
じ
て
思
ひ
を
興
し

か

う

べ

あ

企
首
延
作
首
を
企
げ
て
く
び
を
延
ば
し
作
む

あ
あ
さ
か
ん

於
赫
帝
朝
於
赫
な
る
か
な
わ
が
帝
朝

伊

衡

作

輔

伊

衡

締

を

作

す

ま
こ
'ζ

才

非

允

文

わ

が

才

允

に

文

あ

る

に

非

ず

器

非

経

武

わ

が

器

武

を

経

む

る

に

非

ず

め
Y

適
彼
況
湘
彼
の
況
と
湘
と
に
適
き

ζ
F
 

託

分

漁

夫

分

を

漁

夫

に

託

さ

ん

優
哉
務
哉
擾
'
な
な
る
哉
枇
綴
伽
な
る
哉

愛

活

安

産

愛

に

居

り

震

に

処

ら

ん

一
詩
は
全
文
二
十
句
か
ら
な
り
、
起
承
転
結
の
四
段
落
構
成
を
と

7
Q
。

(17) 

冒
頭
か
ら
第
六
匂
ま
で
が
第
一
段
落
(
起
)
。

そ
の
内
容
を
直
訳



的
に
説
明
す
る
と
、
天
地
の
陰
陽
の
二
気
が
も
つ
れ
合
い
一
つ
に
な

り
(
天
地
縮
織
)
、
天
の
精
気
で
あ
る
日
月
四
位
辰
雷
電
風
雨
な
ど
が

順
次
交
代
し
(
元
精
代
序
)
、
清
ら
か
で
明
る
い
日
光
が
輝
き
(
清

陽
躍
議
)
、
和
風
が
お
だ
や
か
に
炊
き
(
和
風
容
輿
)
、
明
月
が
空
を

照
ら
し
(
明
月
映
天
)
、
い
っ
ぱ
い
に
被
う
(
甘
露
被
宇
)

と
い
、
っ
。

次
の
第
七
句
か
ら
の
間
匂
が
第
二
一
段
落
(
承
)
で
、
各
匂
と
も
に

♂
げ
経
b

の
詩
篇
を
典
拠
と
す
る
。
そ
の
内
容
を
述
べ
る
と
、
盛
ん

に
茂
る
高
い
松
(
議
穆
高
松
)
、
た
お
や
か
な
い
ら
ら
ぐ
さ
(
街
郡

長
楚
)
、
く
さ
む
し
は
哀
し
げ
に
鳴
き
(
草
掻
哀
鳴
)
、
う
ぐ
い
す
は

拐
を
振
る
わ
せ
て
飛
ぶ
(
錦
鵡
振
羽
)
と
い
う
。

第
十
一
旬
か
ら
の
四
句
が
第
一
…
一
段
落
(
転
)
で
、
こ
こ
で
は
詩
人

が
時
枇
に
感
慨
を
懐
き
、
頭
を
あ
げ
何
か
を
求
め
展
望
す
る
と
(
感

時
興
忠
、
企
首
延
件
)
、
盛
ん
な
る
わ
が
鋭
戦
は
、
伊
芦
の
ご
と
き

お
方
が
輔
佐
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
(
於
赫
帝
朝
、
伊
衡
作
輔
)

と
い
う
。

第
十
五
句
か
ら
米
露
ま
で
の
六
旬
、
が
第
四
段
落
(
結
)
。
詩
人
は

い
う
、
文
武
の
才
器
を
具
え
な
い
お
の
れ
は
、
か
の
路
原
が
況
搬
の

ほ
と
り
に
行
き
、
漁
夫
の
舟
に
身
を
託
し
た
の
に
倣
い
た
い
(
才
非

允
文
1
託
分
漁
夫
)
、
ゆ
っ
た
り
と
お
ち
つ
い
て
、
こ
こ
に
印
刷
る
こ

と
と
し
よ
う
(
俊
哉
滞
哉
、
震
間
愛
庭
)
と
。

以
上
が
一
首
の
表
面
上
の
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で

は
こ
の
詩
が
な
に
を
一
一
一
一
口
わ
ん
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
真
意
が
不
明

瞭
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
第
二
段
落
の
四
匂
が
意
味
不
明
に
近
い
。
こ

れ
は
こ
の
間
匂
が
そ
れ
ぞ
れ
『
詩
経
』
の
詩
篇
を
典
拠
と
す
る
こ
と

に
よ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
詩
の
寓
意
の
核
心
が
こ
こ
に
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
こ
の
間
句
の
検
討
か
ら
は
じ
め
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
す
で
に
よ
述
の
出
稿
に
お
い
て
指
摘
し
た
こ
と
で
あ

(2) 

る
が
、
既
籍
の
『
詩
経
』
の
用
法
は
、
古
文
家
の
毛
詩
で
は
な
く
、

今
文
家
の
三
家
詩
の
う
ち
の
魯
詩
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
当
該
の
詩
句
の
典
拠
と
す
る
『
詩
経
』
の
詩
篇
や
詩
句
に

魯
詩
の
説
が
遺
存
し
て
い
る
と
き
に
は
、
そ
れ
を
適
用
す
る
の
、
が
妥

当
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
魯
詩
説
が
遺
存
し
て
い
な
く
と
も
、
そ
れ

が
他
の
斉
詩
・
韓
詩
、
そ
し
て
毛
詩
の
説
と
向
じ
で
あ
る
こ
と
も

往
々
に
し
て
あ
り
得
る
か
ら
、
そ
う
し
た
場
合
は
他
の
詩
設
に
よ
る

こ
と
と
す
る
。

さ
て
、
ま
ず
第
二
段
落
第
七
句
「
議
欝
高
松
」
に
つ
い
て
は
、
民

間
の
黄
節
は
同
一
一
一
川
経
』
が
典
拠
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
な
い

〔

3
)

が
、
実
は
鄭
嵐
の
「
山
有
扶
蘇
」
の
第
二
章
「
叫
凶
嬬
制
割
引
、
際

に
櫛
龍
有
り
、
一
千
充
を
見
ず
、
一
乃
ち
殺
意
を
見
る
」
を
典
拠
と
す
る

よ
う
で
あ
る
。
「
山
有
扶
蘇
」
の
詩
に
つ
い
て
の
一
一
一
家
詩
設
は
遺
存

し
な
い
が
、
毛
序
は
昭
公
姫
忽
の
人
を
見
る
自
の
な
い
こ
と
を
料
議

(18) 



す
る
歌
と
し
、
鄭
護
は
「
山
有
橋
松
、
際
有
櫛
龍
」
の
二
句
に
つ
い

て
、
「
橋
松
の
山
上
に
復
る
は
、
忽
の
大
活
に
恩
沢
無
き
に
織
ふ
る

L
ふ

な
り
、
紅
草
の
枝
葉
を
線
中
に
放
縦
す
る
は
、
忽
の
小
間
以
に
糠
恋
す

る
に
漁
へ
、
此
れ
又
其
の
箆
を
養
ふ
に
顛
倒
し
て
其
の
所
を
失
ふ
を

一
一
一
一
間
ふ
な
り
」
と
説
く
。
紅
革
は
、
馬
琴
(
和
名
い
ぬ
た
で
)
。
…
土
先

謙
に
よ
れ
ば
、
こ
の
詩
に
関
し
て
は
斉
・
魯
・
毛
各
家
の
文
義
は
並

(
4
)
 

び
に
向
じ
い
と
い
う
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
「
山
有
扶
蘇
」
の
「
橋
(
喬
)

松
」
は
、
昭
公
娘
忽
を
指
す
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
典
拠
と
す
る
「
議

欝
高
松
」
の
句
に
お
い
て
も
、
昭
公
の
よ
う
な
君
、
主
を
象
徴
す
る
表

(
5
)
 

現
と
し
て
用
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
第
八
匂
「
狩
那
一
長
楚
」
の
解
釈
で
あ
る
が
、
こ
の
句
は
檎
風

の
「
線
有
護
楚
」
の
第
一
章
に
、
「
際
に
裳
楚
有
り
、
務
一
機
た
る
其

の
枝
、
夫
に
し
て
沃
沃
た
り
、
子
の
知
る
無
き
を
楽
し
む
」
と
い
う

の
を
典
拠
と
す
る
で
あ
ろ
う
(
黄
節
も
問
じ
て
こ
の
詩
に
つ
い
て

も
一
一
一
家
詩
の
遊
説
は
な
く
、
た
だ
毛
序
の
、
個
人
が
そ
の
君
の
淫
恋

を
疾
ん
で
情
慾
な
き
者
を
思
う
歌
と
す
る
説
、
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

て
う
よ
く

そ
し
て
、
毛
伝
は
「
興
な
り
、
蓑
楚
は
、
銚
半
、
な
り
、
務
髄
は
、
柔

糠
な
り
」
と
い
い
、
鄭
護
は
こ
れ
を
「
銚
そ
の
性
、
始
め
生
治
す
る
や

正
直
、
並
(
の
長
大
な
る
に
及
べ
ば
、
制
約
ち
其
の
枝
猪
織
と
し
て
柔
眠
、

111111il--eit--Lm砂
i
!
i
l
i
-
-
K仏
紗
ド
l
i
a
g
i
l
i
-
-
-

妄
り
に
草
木
に
尋
蔓
せ
ず
、
興
と
は
、
人
少
く
し
て
端
懇
な
れ
ば
別

引
国
対
叫
リ
対
傾
倒
鮒
剖
は
樹
利
」
と
敷
得
す
る
。
銚
て
は
、
羊
桃

(
和
名
い
ら
ら
ぐ
さ
)
。
端
怒
は
、
正
し
く
て
誠
の
あ
る
こ
と
。
と
こ

ろ
で
練
喬
離
は
魯
詩
説
と
し
て
、
「
蓑
楚
は
、
銚
て
な
り
」
(
「
釈
草
」

の
文
)
「
知
は
、
匹
な
り
」
(
「
釈
詰
」
の
文
)
の
二
筒
条
の
諮
釈
を

(G) 

挙
げ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
毛
伝
・
鄭
護
と
一
致
す
る
か
ら
、
こ
の
詩

に
関
し
て
も
魯
・
毛
二
家
詩
問
問
に
解
釈
上
さ
し
た
る
差
違
が
な
か
っ

た
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
「
限
有
蓑

楚
」
の
詩
の
「
蓑
楚
」
は
、
正
し
く
誠
実
で
淫
ら
な
と
こ
ろ
の
な
い

人
を
象
徴
す
る
諮
で
あ
り
、
院
籍
の
「
務
那
一
長
楚
」
の
句
も
、
関
様

な
解
釈
に
従
う
も
の
と
考
え
る
。

以
上
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
成
詩
の
第
七
・
八
句
は
、
議
欝
と
し
て

茂
る
高
松
の
ご
と
き
君
で
、
そ
れ
は
ま
た
悶
仰
山
に
生
え
る
蓑
楚
の
ご
と

き
、
正
し
く
誠
実
で
謹
ら
な
と
こ
ろ
の
な
い
人
格
を
暗
仏
制
す
る
表
現

と
晃
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
を
受
け
る
第

九
・
十
匂
「
草
議
哀
鳴
、
鶴
鶴
振
羽
」
は
、
『
詩
経
』
の
い
か
な
る
篇

を
典
拠
と
し
、
そ
し
て
い
か
な
る
意
を
誌
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
を
次
に
検
討
し
た
い
。

ま
ず
、
第
九
勾
の
「
草
虫
」
の
語
の
典
拠
と
し
て
は
、
召
南
の

「
草
虫
」
と
小
雅
の
「
出
車
」
の
二
篇
を
そ
の
検
討
の
対
象
に
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。
「
草
虫
」
の
詩
の
第
一
章
と
「
出
宙
ご
の
詩
の

λ
'
フ
-ZF
つ

第
五
章
の
文
と
は
、
五
匂
に
わ
た
っ
て
同
じ
文
、
す
な
わ
ち
「
破
壊

て

き

て

き

ふ

し

?

っ

ち

ゅ

・

っ

ち

?

っ

た
る
草
虫
、
議
選
た
る
阜
章
、
未
だ
君
子
を
見
ず
、
一
愛
心
仲
仲
た
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り
、
(
略
)
我
が
心
別
ち
降
る
」
を
章
一
ね
て
お
り
、
酷
似
し
た
表
現

を
も
っ
。
左
に
一
向
者
を
そ
の
原
文
を
も
っ
て
示
そ
う
。

峻
峻
草
議
、
選
選
出
早
議
、
未
完
君
子
、
憂
心
仲
仲
、
亦
段
見

止
、
亦
隊
機
止
、
我
心
則
降
。
(
「
草
掻
」
)

鰐
(
畷
草
議
、
選
遊
阜
議
、
未
見
君
子
、
憂
心
仲
仲
、
既
見
君

子
、
我
心
刻
一
降
、
赫
赫
南
仲
、
薄
伐
西
戎
。
(
「
出
車
」
)

向
者
の
う
ち
の
い
ず
れ
が
該
当
す
る
典
拠
で
あ
る
の
か
は
、
各
家

の
詩
説
の
検
討
を
綬
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
詳
細
に
つ

い
て
は
出
稿
に
譲
り
、
い
ま
は
結
論
に
相
当
す
る
内
容
の
み
を
述
べ

る
こ
と
と
す
る
。

「
前
十
出
品
」
の
詩
に
つ
い
て
、
毛
序
は
、
「
草
虫
は
、
大
夫
の
妻
、
能

く
礼
を
以
て
自
ら
防
ぐ
な
り
」
と
い
う
。
毛
伝
は
、
「
峻
咳
草
議
、

選
選
単
盆
」
の
句
に
つ
き
、
「
興
な
り
、
:
:
:
御
大
夫
の
妻
、
礼
を

待
っ
て
行
き
、
君
子
に
随
従
す
」
と
説
く
。
ま
た
鄭
護
の
解
釈
は
、

「
革
虫
鳴
け
ば
、
尚
早
議
躍
り
て
之
に
従
ふ
、
呉
綾
な
れ
ど
も
肉
類
な

り
、
猶
ほ
男
女
の
嘉
時
、
礼
を
以
て
柑
求
め
呼
ぶ
が
ご
と
し
」
と
い

う
。
要
す
る
に
、
毛
序
・
毛
伝
・
鄭
護
の
古
文
家
の
解
釈
は
、
こ
の

こ
句
を
男
女
の
嘉
会
に
も
礼
を
忘
れ
ぬ
こ
と
を
象
徴
す
る
「
興
」
の

表
現
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
陳
喬
椴
が
魯
詩
説
と

し
て
挙
げ
る
劉
向
の
『
説
苑
』
君
遊
館
の
文
、
そ
れ
は
魯
の
哀
公
に

対
え
た
孔
子
の
こ
と
ば
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

悪
道
を
悪
む
こ
と
甚
だ
し
き
こ
と
能
は
ざ
れ
ば
、
刻
一
ち
善
道
を

好
む
こ
と
甚
だ
し
き
こ
と
能
は
ず
、
:
:
:
詩
に
云
へ
ら
く
、
「
未

て
っ
て
つ

毘
君
子
、
憂
心
僚
僚
、
亦
説
見
止
、
亦
銃
譲
止
、
我
心
財
説
」

(
第
二
章
の
文
)
と
、
詩
人
の
善
道
を
好
む
こ
と
の
甚
だ
し
き
ゃ
、

此
く
の
如
し
と
。

棟
一
本
向
縦
は
こ
の
文
に
拠
り
、
魯
詩
の
説
と
毛
詩
の
説
と
は
異
な
る

こ
と
を
指
摘
す
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
「
草
虫
」
の
詩
義
を
、
君
子

の
善
道
を
好
み
悪
道
を
悪
む
に
あ
る
と
す
る
魯
詩
説
は
、
況
詩
の

「
草
掻
哀
鳴
」
の
典
拠
と
し
て
最
も
相
応
し
い
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
(
黄
節
は
「
唆
唆
革
議
、
選
選
皐
議
」
の
こ
匂
だ
け
を
示
し
て
い

る
の
で
、
「
草
虫
」
「
山
山
街
ご
の
い
ず
れ
の
篇
を
典
拠
と
し
て
い
る
の

か
不
明
)
。
す
な
わ
ち
、
「
草
虫
」
、
が
な
に
ゆ
え
に
「
哀
鳴
」
す
る
か

と
い
え
ば
、
「
来
日
凡
君
子
、
憂
心
仲
仲
」
の
ゆ
え
に
で
あ
り
、
そ
の

君
子
と
は
、
善
を
蕎
と
し
惑
を
悪
と
す
る
人
を
意
味
す
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
こ
の
解
釈
は
、
「
山
山
車
」
の
詩
に
対
す
る
諸
説
が
、
帰
還
し

た
将
帥
を
慰
労
す
る
歌
(
毛
序
)
、
将
帥
と
兵
卒
と
で
は
戦
役
中
は

一
心
肉
体
で
何
事
も
閉
じ
扱
い
で
あ
る
が
、
帰
還
し
て
慰
労
す
る
と

き
は
尊
卑
の
別
を
設
け
る
こ
と
を
い
う
歌
(
鄭
護
)
、
周
の
宣
王
が

戎
秋
征
伐
の
突
を
挙
げ
た
功
を
美
す
る
歌
(
『
漢
書
』
何
奴
伝
!
斉

詩
説
)
、
そ
し
て
局
の
笈
王
が
南
仲
苦
南
に
綴
枕
一
を
撰
い
、
議
荊
を

威
圧
す
る
こ
と
を
命
じ
、
吉
雨
、
が
凱
旋
し
て
祝
宴
を
も
っ
た
こ
と
を
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い
う
歌
(
察
邑
の
「
難
夏
育
諸
伐
鮮
年
詩
文
」

i
魯
詩
説
、
ま
た
鄭

護
)
な
ど
と
す
る
の
と
比
較
し
て
、
況
詩
の
典
拠
と
す
る
の
に
よ
り

相
応
し
い
で
あ
ろ
う

Q

続
い
て
第
十
句
の
検
討
に
入
ろ
う
。

第
十
句
「
錦
鶴
振
羽
」
と
類
似
す
る
句
を
も
っ
『
詩
経
』
の
詩
篇

を
求
め
る
な
ら
ば
、
「
出
車
」
の
詩
の
第
六
章
の
「
倉
庚
階
階
、
采

‘長
U

L

7

5

葉
祁
祁
」
と
い
う
旬
、
臨
風
の
「
七
月
」
の
詩
の
第
二
章
の
「
市
普
段

載
獄
、
有
鳴
倉
庚
」
と
い
う
句
、
そ
し
て
問
じ
く
闘
鼠
の
「
東
山
」

の
詩
の
第
四
章
の
「
倉
茂
子
飛
、
熔
耀
其
羽
」
と
い
う
旬
を
も
っ
一
一
一

篇
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
中
で
表
現
の
類
似
と
い
う
点
か
ら

見
て
、
「
東
山
」
の
詩
、
が
そ
の
典
拠
と
し
て
最
も
棺
応
し
い
と
判
断

さ
れ
る
(
黄
節
も
向
じ
)
。
「
東
山
」
の
第
四
葉
の
文
を
次
に
示
す
。

我
但
東
山
、
泊
情
一
小
錦
、
我
来
自
東
、
一
零
雨
其
濠
、
ム
恵
康
子
飛
、

矯
燦
其
羽
、
之
子
子
婦
、
皇
駁
其
潟
、
親
結
設
ハ
縞
、
九
十
其
儀
、

其
新
孔
嘉
、
草
(
欝
如
之
何
。

(
我
東
山
に
但
き
し
よ
り
、
情
伯
と
し
て
婦
ら
ず
、
我
東
よ
り

来
た
れ
ば
、
一
一
帯
雨
其
れ
濠
た
り
、
倉
旗
こ
こ
に
飛
び
、
矯
熔
た
る

其
の
沼
、
之
の
子
こ
こ
に
帰
ぐ
、
其
の
篤
を
皐
綴
に
す
、
親
は
其

の
絡
を
結
び
、
批
〈
の
儀
を
九
十
に
す
、
其
の
新
た
な
る
は
孔
だ
嘉

ひ
さ

し
、
其
の
出
し
き
之
を
如
何
せ
ん
。
)

「
東
山
」
の
詩
に
つ
い
て
、
毛
序
・
鄭
授
と
も
じ
関
川
公
が
駁
の
遺

民
と
こ
れ
を
治
め
る
武
演
、
管
叔
、
薬
叔
ら
の
い
わ
ゆ
る
三
監
を
詠

減
し
ま
た
は
放
逐
し
、
ま
た
提
夷
の
叛
乱
を
討
伐
し
、
一
一
一
年
後
に
凱

旋
す
る
こ
と
を
詠
っ
た
歌
と
す
る
。
そ
の
第
四
章
の
「
倉
庚
子
飛
、

熔
熔
其
沼
」
の
匂
に
つ
い
て
の
鄭
護
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

倉
庚
仲
春
に
し
て
鳴
く
、
嫁
取
の
候
な
り
、
矯
熔
た
る
其
の
羽
、

羽
の
鮮
明
な
る
な
り
、
婦
土
始
め
て
行
く
の
時
、
新
た
に
罷
礼
に

み合
た
る
、
今
選
る
、
故
に
極
め
て
其
の
情
を
序
し
、
以
て
之
を
楽

し
む
。

す
な
わ
ち
、
遠
征
に
発
つ
時
、
新
妻
を
残
し
て
行
っ
た
兵
士
が
帰

還
に
際
し
て
妻
と
会
え
る
喜
び
を
詠
う
句
で
あ
る
と
、
鄭
護
は
い
う
。

羽
を
鮮
明
に
輝
か
し
て
飛
ぶ
倉
演
は
、
凱
旋
す
る
兵
士
の
喜
び
の
感

情
を
象
徴
す
る
表
現
で
あ
る
。
院
詩
の
「
餓
競
振
羽
」
が
「
東
山
」

の
詩
の
こ
の
こ
匂
に
拠
る
も
の
と
す
れ
ば
、
当
然
そ
の
勾
も
ま
た
凱

旋
す
る
兵
士
の
喜
び
を
象
徴
す
る
表
現
と
解
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

こ
こ
に
歪
っ
て
漸
く
「
草
議
哀
鳴
、
錦
鶴
振
羽
」
の
二
句
の
「
興
」

の
所
在
を
解
く
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
二
万
は
善
を
善
と
し
惑
を
悪
と
す
る
君
子
を
見
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
を
一
憂
え
、
草
虫
が
哀
鳴
す
る
よ
う
に
ひ
そ
か
に
悲
し
む
人
々

の
姿
と
、
他
方
羽
を
輝
か
し
て
飛
ぶ
鋳
践
に
象
徴
さ
れ
る
凱
旋
す
る

兵
士
の
歓
び
の
姿
が
こ
こ
に
詠
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
第
二
段
落
四
句
の
象
徴
す
る
内
容
は
、
正
し

く
誠
実
で
清
潔
な
君
主
の
存
在
と
、
善
惑
を
は
っ
き
り
と
弁
別
す
る
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判
断
力
の
持
ち
主
で
あ
る
よ
う
な
君
子
を
失
い
悲
し
む
人
々
、
そ
れ

と
対
照
的
に
そ
の
戦
争
か
ら
凱
旋
し
た
兵
士
の
歓
び
の
姿
で
あ
る
。

随
一
一
一
一
口
「
「
一
詠
懐
詩
」
〈
其
一
〉
の
第
二
段
落
で
暗
示
す
る
の

は
、
い
っ
た
い
い
か
な
る
事
件
と
人
物
と
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
論
述

の
便
宜
上
、
「
革
議
哀
鳴
、
線
鶴
振
羽
」
と
い
う
対
句
に
つ
い
て
取

り
あ
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。
筆
者
は
そ
の
事
件
を
、
出
稿
に
お
い
て

甘
露
一
一
一
年
(
二
五
八
)
二
月
に
鎮
圧
さ
れ
た
、
港
南
に
拠
る
諸
葛
誕

の
叛
乱
を
指
す
も
の
で
あ
る
う
と
推
測
し
た
が
、
そ
の
判
断
は
い
ま

も
変
わ
ら
な
い
。
次
に
諮
葛
誕
の
乱
に
い
た
る
ま
で
の
顛
末
を
概
観

!ν

ト
A

でつノ。

さ
て
、

貌
末
の
嘉
平
元
年
(
二
四
九
)
正
丹
、
大
将
軍
曹
爽
の
一
派
(
何

嬰
・
都
腿
・
李
勝
な
ど
)
が
司
馬
認
に
よ
り
諒
滅
さ
れ
、
実
権
は
司

馬
氏
に
移
る
。
同
一
一
一
年
(
二
五
一
)
、
帝
を
廃
し
、
楚
王
彪
を
立
て

よ
う
と
謀
っ
た
こ
と
が
露
顕
し
、
大
尉
の
王
援
が
自
殺
、
彪
が
死
を

賜
る
。
同
六
年
(
二
五
回
)
二
月
、
李
由
一
旦
・
張
織
が
夏
侯
玄
を
大
将

軍
に
し
よ
う
と
謀
り
、
事
が
発
覚
し
て
皆
訴
に
伏
す
。
同
年
九
月
、

明
帝
を
継
い
だ
第
三
代
の
天
子
の
曹
芳
(
斉
王
〉
が
司
馬
邸
に
よ
り

廃
さ
れ
た
。
女
色
に
耽
り
、
日
々
倍
優
と
醜
農
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
、

万
機
に
親
し
ま
ず
と
い
う
迎
由
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
…
一
年

か
ん

(
二
五
五
)
正
月
、
苛
丘
倹
、
文
欽
の
乱
が
あ
り
、
一
司
馬
部
に
よ
り

鎮
圧
さ
れ
る
。
苛
丘
倹
は
夏
侯
玄
、
李
豊
と
親
し
く
、
彼
ら
の
諒
滅

に
よ
り
、
お
の
れ
の
身
に
も
危
険
の
迫
る
不
安
を
抱
い
て
い
た
の
で

あ
る
。
諸
葛
誕
は
夏
侯
玄
・
郵
髄
ら
と
親
交
が
あ
っ
た
か
ら
、
王

凌
・
母
主
倹
、
が
夷
滅
さ
れ
た
こ
と
に
不
安
を
抱
き
、
死
土
を
養
い
、

准
水
に
臨
ん
で
築
城
し
、
十
万
の
兵
力
増
強
を
求
め
た
り
し
、
ひ
そ

か
に
准
南
を
保
有
せ
ん
と
欲
し
た
の
で
あ
っ
た
。
司
馬
昭
は
諸
葛
誕

の
謀
反
を
疑
い
、
都
に
召
還
さ
せ
る
た
め
司
空
に
昇
進
さ
せ
た
の
で

あ
っ
た
。

『
貌
室
田
』
「
一
ニ
少
帝
紀
」
の
記
載
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

(
甘
譲
二
年
)
裏
白
丹
、
甲
子
、
征
東
大
将
軍
諸
葛
誕
を
以
て

〉

、

i
l
i
l
i
-
-め
H
Y
l
i
l
i
-
-
1
4
t
i
l
l
-
-
l
i
l
i
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
、

一
副
長
エ
と
な
す
。
乙
亥
詔
葛
誕
徴
に
裁
か
ず
、
兵
を
，
発
し
て
皮
し

揚
州
刺
史
楽
締
を
殺
す
。
了
丑
、
詔
し
て
臼
く
「
諮
葛
誕
凶
乱
を

造
為
し
、
揚
州
を
議
覆
す
。
(
略
)
今
宣
皇
太
后
と
朕
と
暫
く
共

は
樹
叫
制
刻
、
速
や
か
に
醜
虜
を
定
め
、
時
に
東
夏
を
寧
ん
ぜ

ん
」
と
。

…
一
一
年
春
ニ
月
、
大
将
箪
可
潟
文
王
寿
春
城
を
陥
れ
、
諸
葛
誕

射
訓
針
。
三
月
、
認
し
て
日
く
「
(
略
)
大
将
軍
穀
ら
六
戎
を
総
べ
、

っ
く

営
は
庄
一
践
に
拠
り
、
内
群
凶
を
夷
げ
、
外
窓
虜
を
珍
し
、
功
兆
民

を
済
ひ
、
声
四
海
に
擦
る
ふ
。
克
敵
の
地
宜
し
く
令
名
有
る
べ
し
、

其
れ
丘
頭
を
改
め
武
丘
と
な
し
、
武
を
以
て
乱
を
平
ら
ぐ
る
を
明
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ら
か
に
し
、
後
世
忘
れ
ざ
る
、
ま
た
京
観
二
邑
の
義
な
り
」
と
。

『
貌
寄
』
巻
二
十
八
「
諸
菖
誕
伝
」
と
そ
の
袈
松
之
註
に
よ
れ
ば
、

諸
萄
誕
の
人
物
に
対
す
る
世
評
に
は
注
沼
す
べ
き
も
の
が
認
め
ら
れ

る
。
そ
の
二
三
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

初
め
て
尚
書
郎
を
以
て
祭
陽
の
令
と
な
っ
た
と
き
、
僕
射
の
杜
畿

と
船
遊
び
し
、
風
に
あ
い
覆
没
し
、
二
人
と
も
に
溺
れ
た
。
虎
寅

(
宿
衛
の
官
)
が
誕
を
救
お
う
と
す
る
と
、
「
先
に
杜
侯
を
救
え
」
と

い
い
、
岸
に
漂
着
し
、
一
度
は
息
絶
え
て
ま
た
蘇
っ
た
。
吏
部
郎
と

な
っ
た
と
き
、
人
事
上
の
嘱
託
、
が
あ
る
と
、
そ
の
推
薦
の
一
一
一
一
間
を
明
ら

か
に
し
て
こ
れ
を
用
い
、
の
ち
当
否
の
議
、
が
あ
れ
ば
、
公
に
そ
の
得

失
を
議
論
し
て
褒
舵
を
定
め
た
の
で
、
以
後
群
僚
は
推
薦
を
慎
む
よ

う
に
な
っ
た
。
誕
が
斬
殺
さ
れ
て
、
そ
の
鰭
下
数
百
人
が
降
伏
せ
ず

斬
ら
れ
た
が
、
皆
「
諮
葛
公
の
た
め
に
死
し
て
恨
み
ず
」
と
い
っ
た

と
い
う
。
そ
の
人
心
を
得
て
い
た
こ
と
が
こ
れ
で
わ
か
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
抗
詩
の
典
拠
表
現
の
内
容
と
諮
葛
誕
の
乱
お

よ
び
諸
葛
誕
の
人
物
と
の
関
連
と
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。

ま
ず
、
「
鋳
鵡
振
羽
」
の
句
の
典
拠
で
あ
る
翻
風
「
東
山
」
の
詩
が
、

周
一
公
の
東
征
、
す
な
わ
ち
三
監
お
よ
び
準
夷
の
叛
乱
を
詠
う
も
の
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
凱
旋
が
倉
庚
の
鳴
き
飛
ぶ
仲
春
二

月
で
あ
る
と
詠
う
こ
と
で
、
諮
葛
誕
の
乱
を
鎮
圧
し
た
司
馬
昭
率
い

る
朝
廷
箪
の
東
征
と
軌
を
一
に
す
る
。

句
の
蝦
序
は
逆
に
な
る
、
が
、
「
幕
議
哀
鳴
」
の
典
拠
と
推
測
さ
れ

る
召
南
「
革
虫
」
に
つ
い
て
の
魯
詩
説
を
用
い
た
解
釈
、
す
な
わ
ち
、

革
虫
な
ら
ぬ
人
々
が
哀
鳴
す
る
の
は
、
善
を
善
と
し
悪
を
悪
と
す
る

君
子
を
未
だ
向
ん
な
い
が
た
め
で
あ
る
と
い
う
そ
の
君
子
の
像
と
、
諸

葛
誕
そ
の
人
の
像
と
重
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
こ
れ
を
基
に
、
さ
ら
に
前
の
二
句
の
「
高
松
」
と
「
蓑
楚
」

に
よ
り
象
徴
さ
れ
た
君
主
は
誰
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
当
然
そ

れ
は
高
費
郷
侯
腎
髪
?
で
の
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
三

少
帝
紀
」
の
記
載
中
に
明
記
す
る
よ
う
に
、
天
子
と
し
て
室
皇
太
后

と
と
も
に
諸
葛
誕
の
反
乱
軍
討
伐
に
親
征
し
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の

関
連
を
物
語
る
か
ら
で
あ
る
。
高
貴
郷
公
警
は
、
字
は
彦
士
、
文
荷

主
の
孫
、
東
海
定
王
震
の
子
、
正
始
五
年
(
二
四
四
)
、
郊
県
の
高

貴
郷
公
に
封
ぜ
ら
れ
た
。
少
く
し
て
好
学
、
夙
成
。
嘉
平
六
年

(
二
五
回
)
十
月
、
斉
王
の
廃
さ
れ
た
あ
と
を
承
け
て
即
位
。
「
一
ニ
少

帝
紀
」
の
義
松
之
注
に
引
く
『
貌
氏
春
秋
』
に
、
即
位
の
あ
と
、
弓

馬
郎
、
が
「
上
は
い
か
な
る
、
玉
ぞ
」
と
問
う
た
の
に
対
し
、
鍾
会
が

「
才
は
練
思
に
伺
じ
く
、
武
は
太
砲
に
類
す
」
と
答
え
た
と
あ
る
。

ま
た
太
学
に
幸
し
、
諸
儒
と
易
・
尚
書
・
礼
記
に
つ
い
て
問
問
答
し
た

こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
朝
野
の
期
待
を
一
身
に

に
な
う
存
在
で
あ
っ
た
が
、
甘
露
五
年
(
二
六

O
)
五
月
、
「
需
馬

昭
の
心
は
、
路
人
知
る
所
な
り
。
吾
坐
し
て
廃
辱
を
受
く
る
能
は
ず
、
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今
日
当
に
卿
ら
と
自
ら
之
を
討
つ
べ
し
」
と
い
い
、
弱
者
一
間
王
経
ら
と

儲
僕
数
百
を
率
い
、
打
っ
て
出
て
憤
死
し
た
の
で
あ
っ
た
(
袈
松
之

注
引
用
貌
審
春
秋
b

)

。

こ
の
高
貴
郷
公
が
そ
の
誕
生
に
際
し
て
の
禎
祥
に
つ
い
て
自
ら
叙

し
た
文
を
袈
松
之
投
は
引
く
。
次
に
示
す
。

皆
帝
王
の
生
ま
る
る
や
、
或
い
は
禎
祥
有
り
、
惹
し
神
異
を
彰

顕
す
る
所
以
な
り
。
惟
れ
予
小
子
、
支
胤
末
流
な
る
に
、
謬
り
て

一
室
祇
の
柑
祐
く
る
所
と
為
る
な
り
、
山
一
旦
に
敢
へ
て
自
ら
前
哲
に
比

せ
ん
や
、
聯
か
記
録
し
て
以
て
後
世
に
示
さ
ん
。
そ
の
辞
に
臼
く
、

惟
れ
正
始
一
一
一
年
九
月
辛
未
の
朔
、
二
十
五
日
乙
未
重
成
、
予
生
ま

る
。
特
に
子
け
る
や
、
天
気
清
明
に
し
て
、
日
月
輝
光
し
、
愛
に

l
i
l
i
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
L
立
l
i
l
i
-
-
i
1
1
1
1
1
1
l
i
l
i
-
-
l
i
l
i
-
-
j
i
l
l

黄
気
有
り
、
常
一
に
煙
細
川
し
、
室
宅
を
照
躍
し
、
其
の
色
埠
縫
た
り
。

そ

相
し
て
之
を
論
じ
て
臼
く
、
米
は
土
た
り
、
貌
の
行
な
り
、
一
倣
の

日
直
成
、
嘉
名
に
応
ず
る
な
り
、
側
側
側
斜
凶

1
制
釧
糊
制
引
、

災
無
く
窓
口
無
き
は
、
神
霊
を
蒙
る
な
り
。
斉
王
弔
か
ら
ず
、
販
の

度
を
顛
覆
す
、
群
公
予
を
受
け
、
詐
皇
を
紹
継
せ
し
む
。
砂
紗
の

身
を
以
て
、
質
性
頒
間
に
し
て
、
未
だ
道
を
捗
る
能
は
ざ
る
に
、

而
か
も
大
路
に
遵
ふ
、
深
き
に
臨
み
出
を
緩
む
が
ご
と
く
、
鴻
拙

し
憂
様
す
。
吉
人
去
へ
る
有
り
、
健
る
れ
ば
別
ち
亡
び
ず
と
、
伊

な

ニ

ひ

ね

が

れ
予
小
子
、
掲
ん
ぞ
敢
へ
て
怠
荒
せ
ん
や
。
庶
は
く
は
恭
辱
せ
ず
、

永
く
系
嘗
を
奉
ら
ん
こ
と
を
。
(
「
帝
築
載
帝
自
絞
始
生
禎
祥
日
」
)

こ
こ
に
記
載
す
る
、
高
貴
郷
公
自
ら
が
い
う
生
誕
詩
に
現
れ
た
禎

祥
と
、
続
詩
の
冒
頭
五
句
の
表
現
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
現
象
と
、
そ

の
類
似
に
い
在
国
し
た
い
。
な
お
第
六
句
「
甘
露
被
宇
」
に
類
す
る
瑞

兆
は
、
「
正
一
冗
二
年
(
二
五
五
)
五
月
、
郭
と
上
洛
に
援
び
に
甘
霧

降
る
。
夏
六
月
丙
午
、
改
元
し
て
甘
露
と
為
す
」
(
一
ニ
少
帝
紀
)
と

し
て
記
載
す
る
。
高
貴
郷
公
に
関
す
る
記
載
で
あ
る
だ
け
に
、
詩
句

と
の
関
連
が
考
慮
さ
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
抗
籍
は
高
貴
郷
公
誕
生
時
の
禎
祥
と
そ
の
在
位
中
の

瑞
祥
を
写
す
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
時
世
を
暗
示
し
、
そ
し
て
続
く

「
務
欝
高
松
、
締
那
一
長
楚
」
の
二
匂
に
よ
り
、
そ
の
人
を
象
徴
さ
せ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
を
要
す
る
に
、
こ
の
詩
は
第
二
段
落
の
『
詩
経
』
の
詩
篇
の

匂
と
そ
の
詩
説
を
用
い
た
館
所
が
寓
意
の
核
心
を
な
し
、
司
馬
昭
の

圧
力
を
受
け
、
叛
乱
鎮
圧
の
た
め
に
親
征
し
た
高
貴
郷
公
と
、
当
の

叛
乱
の
主
諸
葛
誕
と
を
椅
鳴
す
る
表
現
を
解
明
し
て
は
じ
め
て
、
第

一
段
藷
が
高
繋
郷
公
の
時
没
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
こ
れ
を
受
け
て
第
三
段
落
は
、
限
前
の
凱
旋
を
歓
呼
す

る
京
師
の
問
中
訴
に
議
恕
す
る
詩
人
が
、
思
い
を
募
ら
せ
、
慰
め
を
希
求

し
て
展
望
を
試
み
る
こ
と
を
い
う
が
、
し
か
し
、
況
籍
が
そ
こ
に
克

た
も
の
は
、
殺
の
伊
芦
の
よ
う
な
賢
毘
が
補
佐
を
な
す
赫
赫
た
る
わ

が
帝
朝
で
あ
る
、
と
こ
と
は
で
は
賛
美
し
て
み
せ
る
も
の
の
、
そ
の
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実
は
一
司
馬
氏
の
権
勢
の
下
で
気
息
奄
奄
た
る
末
期
の
朝
廷
と
、
そ
れ

と
対
照
を
な
す
纂
奪
者
司
馬
氏
と
の
姿
で
あ
っ
た
。
作
者
は
、
お
の

れ
に
は
文
武
の
才
器
、
が
な
い
と
謙
一
巡
を
装
い
つ
つ
、
一
削
減
馬
氏
へ
の
加

担
を
避
け
る
こ
と
を
一
一
一
一
口
外
に
に
お
わ
せ
る
。
そ
し
て
、
末
尾
沼
句
に

表
明
す
る
ご
と
く
、
隠
遁
へ
の
道
を
志
向
し
て
こ
の
詩
を
結
ぶ
の
で

あ
る
。前

章
の
考
察
に
よ
り
、
四
一
一
一
一
口
「
一
詠
懐
詩
」
〈
其
一
〉
の
「
務
欝
高
松
、

狩
那
長
楚
」
の
旬
が
、
高
貴
郷
公
撃
を
指
す
と
い
う
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、
五
ニ
一
一
口
「
詠
懐
詩
」
〈
其
四
十
九
〉
の
「
沢
中
に

喬
松
生
ず
、
万
世
も
未
だ
期
す
可
か
ら
ず
」
の
匂
も
、
鄭
風
の
「
山

有
扶
蘇
」
の
「
出
有
橋
松
、
際
有
税
龍
、
不
晃
子
充
、
乃
克
狭
量
」

の
文
を
典
拠
と
し
て
(
黄
節
は
典
拠
と
し
て
い
る
)
、
向
じ
く
高
貴

郷
公
を
指
す
と
す
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
無
理
な
推
部
と
は
い
え
な

い
で
あ
ろ
う
。
〈
其
四
十
九
〉
の
詩
を
次
に
掲
げ
る
。

歩
遊
一
一
一
衛
脅
歩
し
て
一
一
一
街
の
穿
に
遊
べ
ば

ひ
と

情

懐

念

所

思

情

慢

し

て

思

ふ

所

を

念

ふ

山
一
旦
矯
今
朝
見
山
一
旦
に
今
朝
に
克
る
と
為
さ
ん
や

悦
惚
誠
有
之
悦
惚
と
し
て
誠
に
こ
れ
有
り

閣

制

到

筒

倒

沢

中

に

喬

松

生

ず

前
向
世
未
可
期
万
世
未
だ
期
す
可
か
ら
ず

高

鳥

時

停

天

飛

高

鳥

天

を

摩

し

て

飛

ぶ

凌
雲
北
ハ
遊
嬉
雲
を
凌
ぎ
て
共
に
遊
矯
せ
ん

山
一
旦
有
孤
行
士
査
に
孤
行
の
士
有
ら
ん
や

査
沸
悲
故
事
訴
を
霊
れ
て
故
時
を
悲
し
め
り

筆
者
は
か
つ
て
こ
の
詩
に
つ
い
て
の
解
釈
を
、
四
ニ
一
一
口
「
一
詠
懐
詩
」

(7) 

〈
其
一
〉
と
関
連
さ
せ
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
い
ま
そ
の
解
釈
を
、

簡
潔
に
述
べ
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
首
沼
匂
は
、
四

万
に
通
じ
る
大
道
の
傍
ら
を
歩
む
よ
う
に
、
時
世
の
岐
路
に
生
き
る

お
の
れ
は
、
悲
嘆
し
つ
つ
思
慕
す
る
ひ
と
の
こ
と
を
じ
っ
と
思
い
つ

づ
け
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
を
今
朝
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
患
い
も

し
な
か
っ
た
、
だ
が
、
そ
の
姿
は
ぼ
ん
や
り
と
誠
に
そ
こ
に
あ
る
の

た
か

だ
っ
た
。
次
の
由
旬
、
そ
の
思
う
ひ
と
は
、
沢
の
中
に
生
え
た
喬
い

松
の
よ
う
に
閉
塞
さ
れ
た
運
命
を
背
負
っ
て
い
る
が
た
め
に
、
万
世

経
た
と
し
て
も
そ
の
す
ぐ
れ
た
経
世
の
才
を
現
す
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
『
詩
経
』
小
雅
「
苑
椀
」
に
「
烏
有
り
高
く
飛
ぶ
、

亦
天
に
侍
る
」
(
第
一
一
一
章
)
と
い
い
、
暴
政
に
苦
し
む
人
の
苦
痛
不

安
か
ら
逃
れ
た
い
と
い
う
鯨
い
、
が
詠
わ
れ
て
い
る
が
、
お
の
れ
も
天

古
向
く
飛
ぶ
鳥
と
な
り
、
雲
を
超
え
て
遊
び
た
い
も
の
だ
。
末
尾
の
二

匂
は
、
「
孤
行
の
土
」
と
し
て
独
り
わ
が
生
き
方
を
つ
ら
ぬ
き
た
い

と
願
っ
て
も
、
そ
れ
さ
え
許
さ
れ
ぬ
今
の
世
を
嘆
き
、
持
を
垂
れ
て
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故
時
を
悲
し
む
の
で
あ
る
。

右
の
出
稿
の
解
釈
を
い
ま
改
め
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

「
沢
中
に
喬
松
生
ず
」
と
い
う
そ
の
喬
松
は
、
{
ロ
向
島
貝
郷
公
を
培
示
し

て
お
り
、
し
た
が
っ
て
第
二
匂
の
「
所
思
」
も
関
じ
人
を
指
し
て
い

る
と
解
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
い
ま
ひ
と
つ
気
づ
い
た
点
を
記
す
と
、
後
者
の
誌
の
「
津

中
生
喬
松
」
と
い
う
秀
抜
な
表
現
は
、
あ
る
い
は
、
高
貴
郷
公
を
暗

示
す
る
「
姦
鯵
高
松
、
務
那
長
経
」
(
四
一
一
一
一
白
人
其
一
〉
)
の
匂
の
典
拠

と
な
る
「
出
有
橋
松
、
鰻
…
有
櫛
龍
」
と
い
う
表
現
か
ら
発
想
し
た
も

の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
理
由

は
、
既
出
し
た
が
「
山
有
扶
蘇
」
の
鄭
護
に
「
橋
松
の
出
羽
川
刻
引

は
(
略
ご
と
い
い
、
こ
の
「
橋
松
」
を
山
上
に
あ
る
も
の
と
し
て

い
る
。
阪
籍
は
諸
葛
誕
の
乱
の
時
期
の
一
品
質
郷
公
に
、
ま
だ
い
く
ば

く
か
の
未
来
あ
る
こ
と
を
感
じ
て
い
た
た
め
に
、
山
上
に
生
え
る

「
務
欝
高
松
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
高
貴
郷

公
が
叛
乱
し
て
紋
虐
さ
れ
た
後
で
は
、
悲
し
き
時
世
に
天
子
と
な
っ

た
そ
の
ひ
と
の
不
幸
を
、
「
湾
中
生
喬
松
」
と
表
現
を
変
え
て
比
鳴

し
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、
習
の
左
忠
(
二
五

一一一?1一一一

O
七
?
)
の
「
詠
史
詩
」
(
八
首
)
其
こ
の
間
関
頭
の
問
句

「
倒
閣
剖
引
制
嵐
釧
刷
、
離
離
た
る
山
上
の
苗
、
彼
の
律
寸
の
茎
を

え

ど

お

ほ

以
て
、
此
の
百
尺
の
条
を
務
ふ
」
(
『
文
選
』
巻
二
十
一
一
小
川
収
)
は
、

門
間
関
制
度
の
壁
に
阻
ま
れ
て
そ
の
才
能
を
発
揮
す
る
機
会
の
な
い
寒

門
出
身
者
の
不
幸
な
立
場
を
表
現
し
た
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る

が
、
不
条
理
な
世
に
生
ま
れ
つ
い
た
英
俊
を
低
所
に
生
じ
た
松
の
木

に
よ
っ
て
暗
鳴
す
る
点
に
お
い
て
抗
籍
の
詩
句
を
襲
う
も
の
と
い
え

(8) 

ょ
う
。以

上
の
考
察
に
従
う
な
ら
ば
、
四
一
一
一
一
口
「
一
詠
懐
詩
」
〈
其
一
〉
の
詩
は
、

甘
露
三
年
(
二
五
八
)
二
月
、
諸
葛
誕
の
乱
の
鎮
圧
以
後
の
作
で
あ

り
、
五
ヰ
一
一
口
「
詠
懐
詩
」
〈
其
四
十
九
〉
の
詩
は
、
甘
露
五
年

(一一六

O
)
五
月
己
丑
の
高
島
民
郷
公
の
死
以
後
の
作
で
あ
る
こ
と
に

な
る
。『

山
田
盟
国
』
巻
四
十
九
「
院
籍
伝
」
に
よ
れ
ば
、
籍
は
高
貴
郷
公
が

・つつ

即
位
す
る
と
関
内
公
に
封
ぜ
ら
れ
、
次
い
で
散
騎
常
侍
に
従
っ
て
い

る
。
『
北
堂
書
紗
』
巻
五
十
八
に
引
く
明
竹
林
七
賢
伝
』
に
は
、
「
高

貴
郷
公
、
成
籍
を
以
て
散
続
常
侍
と
な
す
も
、
そ
の
好
み
に
非
ざ
る

な
り
」
と
し
る
す
。
こ
れ
ら
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
籍
と
高
貴
郷
公
と

の
接
点
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
ら
し
く
推
測
さ
れ
る
。
む
し
ろ
、
そ
の

前
後
、
司
馬
畿
と
そ
の
子
の
可
馬
蹄
の
従
事
中
部
と
な
り
、
さ
ら
に

部
の
後
を
継
い
だ
司
馬
昭
の
庇
護
下
に
あ
っ
た
こ
と
の
方
が
、
は
る

か
に
深
い
関
孫
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
「
詠
懐
詩
」
と

い
う
作
品
の
世
界
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
貌
朝
の
天

子
の
運
命
と
司
馬
氏
の
専
制
に
対
す
る
沈
痛
な
詩
人
の
嘆
き
で
あ
る
。

(26) 



記
載
さ
れ
た
史
実
と
異
相
の
世
界
が
そ
こ
に
横
た
わ
っ
て
司
い
る
よ
う

に
忠
わ
れ
る
。

四
一
一
一
一
口
「
一
詠
懐
詩
」
の
連
作
中
に
は
、
高
貴
郷
公
と
関
連
す
る
と
推

測
さ
れ
る
詩
篇
が
多
く
存
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
い
ま
〈
其
一
〉

の
作
が
上
述
の
よ
う
に
、
高
貴
郷
公
と
諮
葛
誕
に
つ
い
て
詠
う
も
の

で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
他
の
詩
篇
の
寓
意
の
解
明
に
影
響
を
及
ぼ

す
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
。

注
(1)
左
記
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

①
「
院
籍
と
司
詩
経
』

i

四
一
一
一
一
口
一
詠
懐
詩
を
例
と
し
て

i
」

(
「
中
国
文
化
一
九
八
五
i
漢
文
学
会
会
報
第
四
十
三
号
i
」

大
塚
漢
文
学
会
、
昭
和
六
十
年
六
月
)

②
「
寅
節
内
航
歩
兵
一
詠
懐
詩
控
補
篇
』
・
補
選
」
(
「
中
国
文
化

一
九
八
六

i
漢
文
学
会
会
報
第
四
十
四
号

i
」
大
塚
漢
文
学

会
、
昭
和
六
十
一
年
六
月
)

③
「
版
籍
の
川
口
一
一
一
応
「
一
詠
懐
詩
」
に
つ
い
て
ー
そ
の
修
辞
的
手
法

を
中
心
と
し
て

i
」
(
「
自
本
中
留
学
会
報
」
第
三
十
八
集
、
日

本
中
国
学
会
、
昭
和
六
十
一
年
十
月
)

@
「
既
籍
『
一
詠
穣
詩
』
菅
窺
」
(
「
高
校
通
信
・
東
書
・
菌
諮
問
一
第

二
六
七
号
(
東
京
書
籍
、
昭
和
六
十
一
年
十
月
)

(2)
注

(
l
)

の
①
を
参
照
。

(3)
黄
節
註
「
抗
歩
兵
一
詠
楼
詩
註
補
篇
」
(
『
玩
歩
兵
一
詠
懐
詩
一
証
』
一
昨
収
、

人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
八
四
・
北
京
)

(
4
)
(
6
)
〔
清
〕
五
先
謙
撰

3
一
世
一
一
家
義
集
疏
』
上
'
下
(
中
華
車
同
局

出
版
、
一
九
八
七
年
一
一
月
)

(5)
「
山
有
扶
蘇
」
と
同
じ
鄭
風
の
「
絞
輩
」
の
詩
に
つ
い
て
、
「
毛
序
」

は
、
「
刺
忽
也
、
不
能
興
賢
入
国
事
、
権
回
撞
命
也
」
と
い
い
、
第
一

時
十
首
嶋
一
旬
「
彼
校
童
号
、
不
興
我
一
一
一
信
号
」
に
つ
い
て
「
毛
缶
」
が
「
昭

公
有
批
絞
之
志
」
と
し
、
「
鄭
護
」
が
「
不
興
我
一
一
一
一
問
者
、
賢
者
欲
輿
忽

闘
関
之
政
事
、
部
不
能
受
之
、
故
一
五
然
」
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

昭
公
姫
忽
が
資
者
と
事
を
図
ら
ず
、
権
毘
(
こ
こ
で
は
祭
仲
を
い
う
)

の
専
横
を
許
し
た
こ
と
を
刺
殺
し
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら

高
貴
郷
公
が
司
馬
氏
の
専
械
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と

を
、
作
者
抗
籍
は
「
山
有
橋
松
」
の
句
を
用
い
て
暗
仏
附
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
な
お
、
右
の
「
批
絞
之
志
」
に
つ
い
て
清
・
胡
承
挟
『
毛
詩

後
護
』
は
、
「
昭
公
志
欝
市
一
昨
興
鼠
者
非
其
人
、
故
地
有
批
絞
之
志
市

開
一
十
事
機
、
終
将
及
挽
」
と
解
釈
す
る
。
注
一

(
1
)

の
②
の
〈
其
三
〉

の
〔
注
)
参
照
。

(7)
詮

(
1
)

の
④
を
参
照
。

(8)
左
思
に
つ
い
て
は
、
興
結
宏
「
左
思
と
詠
史
詩
」
(
「
中
国
文
崇
報
」

第
二
十
一
冊
京
大
中
国
文
撃
命
日
、
一
九
六
六
年
十
月
)
に
詳
論
が

ホ
W
マ
Q

。

(27) 


