
公
任

の

『和
漢
朗
詠
集
』

の
編
纂
方
法
私
見
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田

中

幹

子

は
じ
め
に

一

「
春
興
」
と

「
秋
興
」

の
紅
と
碧

(緑
)
、

「夏
夜
」

と

「秋
夜
」
の
短
夜
と
長
夜

二

春
か
ら
夏

へ

「更
衣
」
、
夏
か
ら
秋

ヘ

コ
扇
」、
秋
か
ら
冬

へ

「擣
衣
」

カ

三

「霞
」
の

「か
す
み
」
と

「霞
」

四

「花
橘
」
の
実
と
花

五

文
学
史
的
展
開

「閏
三
月
」

つ
つ
じ

六

再
発
見
の
紅

「躑
躅
」

要

旨
藤
原
公
任
撰

『和
漢
朗
詠
集
』

に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
軍

記
、
説
話

の
文
飾

の
典
拠
や

『堀
河
院
百
首
』
以
降

の
和
歌

の

本
説
、
本
歌

の
典
拠
と
し
て
、
主
に
資
料
的
価
値
か
ら
論
じ
ら

れ
て
き
た
。
本
稿

で
は
、
編
集
者
公
任

に
注
目
し
、
『
和
漢
朗

詠
集
』

の
上
巻
の
構
成
、
及
び
、
項
目
内
で
の
詩
歌
配
列
に
編

集

の
工
夫
を
見
た
い
。
『
和
漢
朗
詠
集
』

の
構
成
は

『
古
今
集
』

を
範
に
、
春
秋
対
称
に
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
対
称
性
は
項
目
名
だ
け
で
な
く
、
例
え

ば

「春
興
」
「
秋
興
」

の
色
の
対

(
つ
い
)

な
ど
、
採
録
さ
れ

て
い
る
詩
歌
の
表
現
に
も
見
ら
れ
た
。
又
、
対
称
性
は
春
秋
に

限
ら
ず
例
え
ば

「夏
夜
」
「秋
夜
」
の
和
歌
に
も
見
ら
れ
た
。

編
集
の
工
夫
は
、
別
々
の
典
拠
の
和
歌
を
対
話
し
て
い
る
か

の
よ
う
な
配
列
に
も
見
ら
れ
る
。
さ
ら

に
、
和
漢
に
通
じ
る
公

任
ら
し
く
和
漢
で
異
な
る
素
材
や
詠
み
方
の
違
う
素
材

「
霞
」

「花
橘
」
の
詩
歌
を

一
つ
の
項
目
に
ま
と

め
上
げ
て
い
る
。
さ

ら
に

『和
漢
朗
詠
集
』
編
集
の
大
き
な
特
徴
は
、

「
閏
三
月
」

等
の
よ
う
に
、
日
本
漢
詩
句
や
和
歌
の
発
想
の
基
と
な

っ
た
中

国
漢
詩
句
を
項
目
冒
頭
に
掲
げ
、
文
学
史
的
展
開
を
項
目
内
の

配
列
に
よ

っ
て
示
す
点
で
あ
る
。



は
じ
め
に

一
条
朝
を
代
表
す
る
文
化
人

で
あ
る
藤
原
公
任
は
、
四
季
を
中
心

に

「立
春
」
「鶯
」
等
系
列
項
目
や
季
の
素
材

一
二
五
項
目
を
立
て
、

ふ
さ
わ
し
い
漢
詩
句
と
歌
を
選
び
、
『和
漢
朗
詠
集
』
を
編
纂
し
た
。

『
和
漢
朗
詠
集
』
は
、
平
安
王
朝

の
美
意
識

が
反
映
さ
れ
た
も

の
で

あ
り
、
後
世
、
説
話
の
文
飾
や

『堀
河
院
百
首
』、
『後
拾
遺
集
』
等

の
設
題
や
表
現
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、
従
来
か
ら
指
摘

　　
じ

さ
れ

て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
主
に
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
を
斬

新
な
主
題
、
或
い
は
重
要
な
和
歌
の
典
拠
資
料
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
個

別
に
注
目
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

稿
者
は
、
『和
漢
朗
詠
集
』
を
ひ
と

つ
の
美
意
識
の
世
界
と
捉
え
、

　　
ニ
　

項
目

の
選
び
方
及
び
配
列
に
つ
い
て
考
察
し
て
来
た
。
本
稿

で
は
、

今
ま

で
の
拙
稿
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
項
目
内

の
詩
歌

の
配
列
等
に
も

注
目
し
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
を
よ
り
全
体
的
な
視
野
で
眺
め
、
編
集

者
と
し
て
の
公
任
の
意
図
を
考
察
し
た
い
。

嗣

「
春
興
」
と

「秋
興
」
の
紅
と
碧

(緑
)、
「夏
夜
」

と

「秋
夜
」
の
短
夜
と
長
夜

『
和
漢
朗
詠
集
』
の
項
目
が
春
秋
対
称
で
あ
る
こ
と
は
既
に
指
摘

　な

ラ

さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
項
目
だ
け
で
な
く
、
採
ら
れ
て
い
る
詩
句
も

春
秋

の
対
称
を
意
識
し

て
編
集
さ
れ

て
い
た
。

そ
の

一
つ
と
し

て

「春
興
」
と

「秋
興
」
の
色
彩
の
対
を
採
り
上
げ
た
い
。

「春
興
」
は
、
野
遊

の
楽
し
さ
を
鮮
や
か
な
春

の
風
景

の
中
に
詠

ん
だ
項
目

で
あ
る
。
劉
禹
錫

の
句
は
、
紅

の
錦

の
よ
う
な
花
と
碧
の

　　
　
　

羅

の
よ
う
な
天
の
色
の
対

で
春
の
盛
り
を
詠
ん
で
い
る
。

「春
興
」

一
九

野
草
芳
菲
紅
錦
地

遊
糸
繚
乱
碧
羅
天

野
草
芳
菲
た
り
紅
錦
の
地

遊
糸
繚
乱
た
り
碧
羅

の
天

劉
禹
錫

「
春
興
」

で
は
、
さ
ら
に
こ
の
詩
句
を
本
説
と
す
る
小
野
篁
の
詩

句
も
採

っ
て
い
る
。

二
二

着
野
展
敷
紅
錦
繍

当
天
遊
織
碧
羅
綾

　

野
に
着

い
て
は
展

べ
敷

く
紅
錦
繍

天
に
当

つ
て

は
遊
織
す
碧
羅
綾

小
野
篁

こ
の
紅
と
碧
の
色
の
対
と
対
応
す
る
詩
句
が

「秋
興
」
巻
頭
に
選

ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「秋
興
」

二
一
二

林
間
煖
酒
焼
紅
葉

石
上
題
詩
掃
緑
苔

あ
た
た

た

林
間
に
酒
を
煖
め
て
紅
葉
を
焼
く

石
上

に
詩
を

は
ら

題
し
て
緑
苔
を
掃
ふ

白
楽
天

同
じ
紅
と
緑

の
色

の
対

で
あ
り
な
が
ら
、
光
輝
く
鮮
や
か
な
色
彩

見私法方纂編S　集詠朗漢和rS任公23



と
対

称
的
に
散

っ
た
紅
葉
と
日
陰

の
湿

っ
た
深
緑
の
苔
と
い
う
く
す

ん
だ
色
彩
で
あ
る
。
色
の
対

の
み
な
ら
ず

一
人
孤
独
に
酒
を
飲
み
詩

を
詠
む
内
容
も
仲
間
と
野
に
出

て
酒
を
酌
み
交
わ
し
、
詩
作
し
合
う

と
い
う

「
春
興
」
と
対
称
的
で
あ
る
。
紅
と
緑

の
色
の
対
の

「秋
興
」

冒
頭

の
詩
句
は
公
任
が
、
「春
興
」
と
対
称
的
に
な
る
よ
う
に
、
意

　　
と
　

識
的

に
選
ん
だ
詩
句
と
言
え
る
。
対
称
的
な
内
容

で
項
目
を
編
集
す

る
方
針
は
、
春
秋
に
限
ら
な
い
。
「夏
夜
」
と

「
秋
夜
」

の
所
収
和

歌
も
対
を
意
識
し
た
編
集
が
さ
れ
て
い
る
。

「
夏
夜
」

一
五
三

夏
の
夜
を
寝
ぬ
に
明
け
ぬ
と
い
ひ
お
き
し
人
は
も
の
を

や
思
は
ざ
り
け
む

一
五
四

ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
や
五
月
の
み
じ
か
夜
も
ひ
と
り
し
寝

れ
ば
明
か
し
か
ね

つ
も

一
五
五

夏
の
夜
の
臥
す
か
と
す
れ
ば
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
ひ
と
声

に
明
く
る
し
の
の
め

「
夏
夜
」
の
和
歌
は

「
短
夜
」
が
基
軸
と
な

っ
て
い
る
。

一
五
三

番
、

一
五
四
番
、

一
五
五
番
歌
の
三
首
の
展
開
に
は
関
連
性
が
見
ら

れ
る
。

一
五
三
番
で
夏
を
短
夜
と
言

っ
た
人
は
物
思
い
を
し
た
こ
と

が
な

い
の
で
あ
ろ
う
か
と
客
観
的
に
詠
み
、
次
の

一
五
四
番
で

一
人

寝
で
は
短
夜
で
も
長
く
感
じ
る
と
切
実
に
詠
み
、
最
後
の

一
五
五
番

　　
　つ

で
寝
た
か
と
思
え
ば
も
う
夜
明
け
と
短
夜
そ
の
も

の
を
詠
む
。
『
和

漢
朗
詠
集
』
で
は
、
こ
の

「短
夜
」
を
主
題
と
す
る

「夏
夜
」
和
歌

に
、
「夜
長
」
を
主
題
と
す
る

「秋
夜
」

の
和
歌
を
対
応
さ
せ

て
い

る
。

「秋
夜
」

一
ご
二
八

あ
し
び
き
の
山
鳥
の
尾
の
し
だ
り
尾
の
長
々
し
夜
を
ひ

と
り
か
も
寝
む

人
丸

二
三
九

む

つ
言
も
ま
だ
尽
き
な
く
に
明
け
に
け
り
い
づ
ら
は
秋

の
長
し
と
い
ふ
夜
は

躬
恒

二
三
八
番
の
長
い
長
い
こ
の
秋
の
夜
を

た

っ
た

一
人
で
寝
る
こ
と

に
な
る
の
だ
ろ
う
か
と
夜
長
を
詠
み
、
次

の
二
三
九
番
で
は
そ
の
長

い
夜
で
さ
え
も
恋
人
と

一
緒
で
は
語
り
尽

く
せ
な
い
う
ち
に
明
け
て

　　
モ
　

し
ま
う
と
逆
説
的
に
秋
の
夜
長
を
詠
ん
で
い
る
。
ま
た
、
主
題
だ
け

・

で
な
く
、
共
寝
は
夜
長
で
さ
え
短
く
感
じ
る

「秋
夜
」
二
三
九
番
と
、

一
人
寝
を
わ
ぶ
る
身
に
は
短
夜
で
さ
え
長

く
感
じ
る

「夏
夜
」

一
五

三
番
、

一
五
四
番
は
逆
説
的
表
現
ま
で
も
対
応
し
て
い
る
。

但
し

「夏
夜
」
は
、
漢
詩
句
は

「霜
の
よ
う
な
白
い
月
の
光
」
に

よ
る
納
涼
表
現
の
作
品
が
並
び
、
和
歌
と
漢
詩
句
は
別
の
世
界
を
示

　　
　
　

し
て
い
る
の
に
対
し
、
「秋
夜
」
は

「上
陽
白
髪
人
」
「長
恨
歌
」
等

の
悲
恋

の
物
語
か
ら
長
夜
を
わ
ぶ
る
と
い
う
和
歌
と
共
通
世
界
の
漢

詩
句
を
集
め
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
両
項
目
の
和
歌
は
典
拠
と
関
係
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
前
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の
和
歌
の
内
容
を
受
け
展
開
性
の
あ
る
配
列
と
な

っ
て
い
る
。
展
開

性

の
あ
る
配
列
は
、
他

の
多
く
の
項
目
に
も
見
ら
れ
る
。
次

に
あ
げ

る

「
七
夕
」

の
和
歌
も
そ
の
典
型
例

で
あ
る
。

「七
夕
」

二

一
九

ひ
と
年
に
ひ
と
夜
と
思

へ
ど
七
夕

の
あ
ひ
見
む
秋
の
限

り
な
き
か
な

貫
之

二
二
〇

年
ご
と
に
逢
ふ
と
は
す
れ
ど
七
夕
の
寝
る
夜
の
数
ぞ
す

く
な
か
り
け
る

躬
恒

二

一
九
番
は

一
年
に

一
度
の
会
合
で
あ
る
が
永
遠
に
続
く
と
詠
み
、

二
二
〇
番
は
毎
年
必
ず
逢
え
る
と
い
っ
て
や
は
り
年
に

一
度
は
少
な

い
と
詠
ん
で
い
る
。
同
じ
状
況
を
ま

っ
た
く
逆
に
捉
え
、
あ
た
か
も

対
話
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
二
首
で
あ
る
。
こ
の
二
首
は
曲
ハ拠
を
異

に
す
る
。
二

一
九
番
は

『拾
遺
集
』
歌
、
二
二
〇
番
は

『古
今
集
』

歌

で
あ
る
。
共
に

『古
今
和
歌
六
帖
』
の

「七
日
の
夜
」
に
あ
る
が
、

　　
　
　

順
も
違
い
離
れ
て
お
り
、
両
首
の
内
容
か
ら
公
任
が
あ
え
て
並
べ
換

え
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
対
称
関
係
と
な
る
項
目
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
公
任
の
編

集
方
法
を
見
て
き
た
。
次
に
項
目
と
項
目
の
繋
が
り
、
特
に
季

の
橋

渡
し
と
な
る
項
目
を
見
て
行
き
た
い
。

二

春
か
ら
夏
へ

「
更
衣
」
、
夏
か
ら
秋

ヘ

コ
扇
」、
秋
か

ら
冬

へ

「擣
衣
」

『和
漢
朗
詠
集
』

の
夏
部

の
最
初
は

「
更
衣
」
、
次
が

「
首
夏
」

と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し

『和
漢
朗
詠
集
』

の
項
目
を
設
け
る
上

で
、

重
要
資
料
と
さ
れ
た

『古
今
和
歌
六
帖
』

で
は
夏
部
の
最
初
は

「
は

　　

へ　
　

じ
め
の
夏
」、
次
が

「
こ
ろ
も
が

へ
」
と
な

っ
て
い
た
。
な
ぜ

『
和

漢
朗
詠
集
』
で
は

『古
今
和
歌
六
帖
』
と
項
目
順
を
逆
に
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

「更
衣
」

一
四
四

背
壁
残
灯
経
宿
焔

開
箱
衣
帯
隔
年
香

そ
む

と
も
し
び

壁
に
背
け
た
る
灯
は
宿
を
経
た
る
焔
を
残
せ
り

ひ
ら

箱
を
開
け
る
衣
は
年
を
隔
て
た
る
香
を
帯
び
た
り

白
楽
天

一
四
五

生
衣
欲
待
家
人
着
生

宿
醸
当
招
邑
老
酣

す
ず
し
の
き
ぬ

し

ゆ
く
じ
や
う

生
衣
は
家
人
の
着
せ
ん
を
待
た
ん
と
す

宿
醸
は

ま
さ

た
け
な
は

当

に
邑
老
を
招
い
て
酣

な
る
べ
し

讃
州
作

菅

一
四
六

花
の
色
に
染
あ
し
た
も
と
の
惜
し
け
れ
ば
衣
更

へ
う
き

今
日
に
も
あ
る
か
な

し

つ
ら

「更
衣
」
と
は
、
四
月

一
日
に
衣
の
み
な
ら
ず
設
ひ
も
す
べ
て
夏
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用

に

一
新
す
る
年
中
行
事

で
あ
る
。
截
然
と
夏
に
切
り
替
わ

っ
た
こ

と
を
意
識
さ
せ
る
日
で
あ
る
点
が
、
公
任
が
夏
部
の
始
り
の
項
目
に

し
た
理
由
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も

「更
衣
」
と
い
う
項
目
は
、
春

か

ら
の
橋
渡
し
と
い
う
意
味
を
も
持

つ
。

一
四
四
番
の

「宿
を
経
た
る
焔
」
は
、
春
の
最
後
の
日
か
ら
夏
の

始
ま
り
で
あ
る
更
衣
の
日
に
ま
た
が

っ
て
燃
え
て
い
る
焔
で
あ
り
、

「年

を
隔

て
た
る
香
」
は
、
夏

の
た
め
に
衣

の
箱
を
開

い
た
と

こ
ろ

い
き
な
り
香
り
が
襲
い
去
年
の
夏
の
出
来
事
を
思
い
出
さ
せ
、
夏
の

始
ま
り
で
あ
る
今
日
と
い
う
日
も
、
昨
年
を
経
て
き
た
の
だ
と
い
う

思

い
に
さ
せ
る
。

一
四
五
番
は
衣
更
の
時
期
を
間
近
に
し
て
家
か
ら

夏
衣
が
届
く
の
を
待
ち
な
が
ら
、
昨
年

の
秋
に
仕
込
み
春

に
熟
し
て

夏
を
迎
え
る
今
飲
み
頃
と
な

っ
た
新
酒
を
味
わ
お
う
と
夏
に
到
る
ま

で
の
時

の
経
過
を
詠
ん
で
い
る
。

一
四
六
番
も
夏
に
な

っ
た
の
で
春

の
象
徴

で
あ
る
花
の
色
の
衣
を
代
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
が
惜
し

い
と
い
う
春
の
思
い
出
を
引
き
ず

っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
三
つ
の
詩
歌
は
、
す
べ
て
何
ら
か
の
形
で
前
の
季
節
や
前

の
年
を
引
き
継
い
で
夏
を
迎
え
て
い
る
。
「
春
最
後
の
日
の
灯
」
「昨

年

の
衣
の
香
り
」
(
一
四
四
番
)、
「
昨
年
か
ら
仕
込
ん
だ
酒
」
(
一
四

五
番
)、
「春
に
染
め
た
花
衣
」
(
一
四
六
番
)

と
い
う
前

の
季
や
年

を
経
て
夏
に
到

っ
た
と
い
う
表
現
を
可
能

に
さ
せ
て
い
る
の
は
、

　　
コ

　

「
更
衣
」
と
い
う
項
目
な
ら
ば
こ
そ
で
あ
ろ
う
。

公
任
は
、
夏

の
衣

を
準
備
を
す
る

「更
衣
」
と
い
う
行
為
に
、
春
か
ら
夏

へ
と
移
り
変

わ
る
季
の
橋
渡
し
の
役
割
を
見
出
し
、
「
更
衣
」
項
目
を
春
部
か
ら

夏
部
に
移
行
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
項
目
と
し
て
夏
部
冒
頭
に
置
い

た
の
で
あ
る
。
次
に
夏
か
ら
秋
の
季
の
橋
渡
し
を
す
る
夏
部
最
後
の

コ
扇
」
項
目
を
考
察
し
た
い
。

コ
扇
」

一
九
九

盛
夏
不
銷
雪

終
年
無
尽
風

引
秋
生
手
裏

蔵
月
入
懐
中

き

盛
夏
に
銷
え
ざ
る
雪

年
を
終
ふ
る
ま
で
尽
く
る

こ
と
な
き
風

う
ち

な

か
く

秋
を
引
い
て
手
の
裏
に
生
る

月
を
蔵
し
て
懐
の

中
に
入
る

白
楽
天

二
〇
〇

不
期
夜
漏
初
分
後

唯
翫
秋
風
未
至
前

も
て
あ
そ

期
せ
ず
夜
漏
の
初
あ
て
分
れ
て
後

た
だ
翫
ぶ
秋

の
風
の
未
だ
至
ら
ざ
る
前

菅
三
品

二
〇

一

天
の
川
川
辺
涼
し
き
七
夕
に
扇
の
風
を
な
ほ
や
貸
さ
ま

し

七
夕
扇
合

中
務

二
〇
二

天
の
川
扇
の
風
に
霧
は
れ
て
空
澄
み
渡
る
鵲
の
橋

同
前

元
輔

二
〇
三

君
が
手
に
ま
か
す
る
秋
の
風
な
れ
ば
な
び
か
ぬ
草
も
あ

ら
じ
と
そ
思
ふ

中
務

一
九
九
番
は
白
楽
天
の

「白
羽
扇
」
(三
二

一
一
)
詩
を
典
拠
と
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ニ
　

す
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
成
帝
の
寵
愛
を
受
け
た
証
で
あ
る
豪
華
な

白
絹

の
扇
を
賜
わ
り
な
が
ら
、
趙
燕
飛
姉
妹
に
寵
愛
を
奪
わ
れ
た
班

　　

ニ
ラ

捷
好

の

「怨
歌
行
」
が
背
景
に
あ
る
。
続
く
二
〇
〇
番

の
詩
句

の
原

典
は
残

っ
て
い
な
い
が
、
『私
注
』
に
よ
り

「動
二軽
扇
明
月

一」

と

い
う
詩
題
が
知
ら
れ
る
。
扇
を
月

に
喩
え
て
い
る
こ
と
か
ら
白
く
団

扇
形
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
発
想
の
源
に

「怨
歌
行
」
が
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。

班
捷
好
の

「怨
歌
行
」
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
表
向
き
は

一
九

九
番

「引
レ
秋
生
二手
裏

一」
、
二
〇
〇
番

「唯
翫
秋
風
未
二
至
前
一」
と
、

扇
の
風
を

「秋
風
」
と
た
と
え
る
。
二
〇

一
番
、
二
〇
二
番
の
和
歌

は
、
逆
に
七
夕
の

「秋
風
」
を

コ
扇
の
風
」
に
た
と
え
て
い
る
。
最

後
の
二
〇
三
番
の

「君
の
手
に
ま
か
せ
る
秋
の
風
」
と
い
う
表
現
は
、

最
初

の

一
九
九
番
の

「
引
レ秋
生
二手
裏
こ

と
い
う
表
現
と

一
致
し
、

コ
扇
」
部
内

の
和
漢
の
融
合
を
意
図
し
た
配
列
と
な

っ
て
い
る
。

も

と
も
と
二
〇
三
番
は
、
『論
語
』
「
顔
淵
篇
」
の

「
君
子
の
徳
は
風
、

く
わ

ふ

小
人

の
徳
は
草
、
草
之
に
風
を
上
ふ
れ
ば
必
ず
偃
す
」
を
典
拠
と
し

た
徳
政
を
讃
え
る
歌
、
漢
籍
で
い
つ
と
こ
ろ
の

「
仁
風
」
を
和
歌
に

　　

へ
　
　

し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
こ
の
歌
は
風
に
草
木
が
な
び
く
と
い

う
徳
政
に
重
点
が
置
か
れ
る
の
で
は
な
い
。
君
の
手
に
よ

っ
て
秋
の

風
を
呼
び
起

こ
し
、
季
を
夏
か
ら
秋
に
変
え
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
重

点
が
置
か
れ
た
歌

で
あ
ろ
う
。
コ
扇
」
の
最
後
の
歌
だ
け
で
は
な
く
、

「夏
」
部
の
最
後
の
歌
と
し
て

「君
の
手
」
に
よ

っ
て
風
が
起
こ
り
、

夏
か
ら
秋
に
変
え
ら
れ
る
も
の
だ
と
い
う
公
任

の
意
図
な
の
で
あ
る
。

公
任
は

コ
扇
」

に
、
班
捷
好

の
扇
を
あ
え

て
表

に
出
さ
ず
、
扇

の

風
を
秋
風

に
た
と
え
た
漢
詩
句
を
採
用
し
て
、
初
秋
に
自
然
と
繋
が

る
展
開
に
な
る
よ
う
に
編
集
し
て
い
る
。
寵
愛
を
失

っ
て
捨
て
ら
れ

る
班
捷
好
と
、
夏

に
重
用
さ
れ
た
扇
が
秋

に
な
る
と
捨

て
ら
れ
る

あ
「
厭
き
」
と

「秋
」
を
懸
け
る
意
味
も
裏

に
込
め
て
、
コ
扇
」
を
夏
部

　　

　
　
　

の
終
わ
り
に
配
置
し
た
と
思
わ
れ
る
。
コ
扇
」
は
、
『和
漢
朗
詠
集
』

を
踏
襲
し
た

『新
撰
朗
詠
集
』
に
唯

一
採
ら
れ
な
か

っ
た
特
殊
な
項

目
で
あ
る
。
そ
こ
に
夏
か
ら
秋
に
季
の
橋
渡
し
を
さ
せ
よ
う
と
い
う

編
集
者
公
任
の
独
自
の
工
夫
が
あ

っ
た
。

季
の
繋
が
り
は
秋
か
ら
冬
に
も
見
ら
れ
る
。
秋
の
終
わ
り
に

「
擣

衣
」
を
置
き
、
冬
衣
の
準
備
と
い
う
形
で
秋
か
ら
冬
に
渡
し
て
い
る

た
う

い

　　
ヱ
リ

の
で
あ
る
。
「擣
衣
」
の
巻
頭
は
次
の
詩
句

で
あ
る
。

た
う

い

「擣
衣
」

三
四
五

八
月
九
月
正
長
夜

千
声
万
声
無
了
時

や

八
月
九
月
正
に
長
き
夜

千
声
万
声
了
む
時
な
し

白
楽
天

「
八
月
、
九
月
」
の
夜
長
に
、
近
づ
く
冬

に
備
え
砧
を
擣

つ
詩
句

は
、
続
く
冬
部
冒
頭
の

「初
冬
」
の

「十
月
」
詩
句
と
の
関
連
性
を

　　

　
モ
　

十
分
意
識
し
た
編
集
と
い
え
る
。
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「
初
冬
」

三
五
二

十
月
江
南
天
気
好

可
憐
冬
景
似
春
華

こ
と
む
な

か
げ

十
月
江
南
天
気
好
し

憐
れ
ぶ
べ
し
冬
の
景
の
春

み
や
び
や

の
華
か
な
る
に
似
た
る
こ
と
を

白
楽
天

又
、
「初
冬
」
の
和
歌
も
十
月
を
強
調
し
、

冬
の
始
ま
り
を
詠
む

　　

　
　
　

内
容

で
あ
る
。

「初
冬
」

三
五
五

神
無
月
降
り
み
降
ら
ず
み
定
め
な
き
し
ぐ
れ
ぞ
冬
の
初

め
な
り
け
る

こ
の
よ
う
に

『
和
漢
朗
詠
集
』
の
構
成
は
、
春
か
ら
夏
、
夏
か
ら

秋
、
秋
か
ら
冬

へ
と
繋
が
る
項
目
配
列
と
内
容

に
な

っ
て
い
る
。

以
上
、
季
か
ら
季

へ
の
橋
渡
し
と
な
る
項
目
を
公
任
が
意
識
的

に

設
け

て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
採

っ
た
詩
歌
も
季
か
ら
季

へ

と
自
然
な
形
で
橋
渡
し
が
で
き
る
内
容
を
選
ぶ
工
夫
が
見
ら
れ
た
。

さ
ら

に
、
項
目
内

で
の
詩
歌

の
配
列
を
細
か
く
見
る
こ
と
で
、
公
任

の
編
集
上

の
工
夫
を
見

て
行
き
た
い
。

カ

三

「霞
」
の

「
か
す
み
」
と

「霞
」

項
目
内

の
配
列
を
考
え
る
上

で
、
ま
ず

「霞
」
項
目
を
分
析
し
た

い
。
「
霞
」
は

『拾
遺
集
』
に
よ

っ
て
春
の
歌
材
と
し
て
初
め

て
歌

群
が
集
め
ら
れ
、
し
か
も
巻
頭
に
置
か
れ
た

『和
漢
朗
詠
集
』
編
纂

時
注
目
の
素
材
で
あ
り
、
公
任
と
し
て
も
春
部
に
欠
か
せ
ぬ
項
目
と

判
断
し
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
和
語

「
か
す
み
」
と
漢
語

「霞
」

と
で
は
、
示
す
対
象
が
異
な
る
。
和
語

「
か
す
み
」
は
、
春
た
な
び

く
白

っ
ぽ
い
靄
状
の
も
の
を
示
す
の
に
対
し
、
漢
語

「霞
」
は
、
赤

　　

　
　
　

色
を
主
と
す
る
色
鮮
や
か
な
採
光
を
示
す
。
ま

っ
た
く
異
な
る
対
象

を
詠
ん
で
い
る
詩
歌
を

一
つ
の
項
目
と
し

て
融
合
さ
せ
る
た
め
に
公

任
は
ど
の
よ
う
な
工
夫
を
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

七
五

霞
光
曙
後
殷
於
火

草
色
晴
来
嫩
似
煙

あ

の
ち

あ
か

霞
の
光
は
曙
け
て
よ
り
後
火
よ
り
も
殷
し

草
の

わ
か

色
は
晴
れ
来
て
嫩
く
し
て
煙
に
似
た
り

白

七
六

鑚
沙
草
只
三
分
許

跨
樹
霞
纔
半
段
余

い
さ
ご

き

ま

た
が

沙
を
鑚
る
草
は
た
だ
三
分

ば
か
り

樹

に
跨
る
霞

わ
つ
か

は
纔

に
半
段
余

菅

七
七

昨
日
こ
そ
年
は
暮
れ
し
か
春

が
す
み
春
日
の
山

に
は
や

立
ち
に
け
り

立
春
日

人
丸

七
八

春
が
す
み
立

て
る
や
い
つ

こ
み
よ
し
の
の
吉
野

の
山
に

雪
は
降
り
つ
つ

七
九

朝
日
さ
す
峰
の
白
雪
む
ら
消

え
て
春
の
か
す
み
は
た
な

び
き
に
け
り

兼
盛

中
国
で
は

「霞
」
は
赤
色
を
主
と
す
る
採
光
の
意
で
あ
る
か
ら
、

本
来
は
季
節
を
問
わ
な
い
。

一
方
、
わ
が
国

で
は
、
『和
漢
朗
詠
集
』

編
集
時
、
「霞
」
は
早
春
の
歌
材
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
七
五
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番
の
原
典
は
、
白
楽
天

の

「早
春
憶
二蘇
州
一寄
二夢
得
一」

で
あ
り
、

こ
れ
は
早
春

の
風
景
を
詠
ん
だ
も

の
だ
が
、
『
千
載
佳
句
』

は
赤
い

光
と
緑
の
草
の
色
の
対
比
に
注
目
し
、
七
五
番
の
詩
句
を

「春
興
」

の
項
目
に
採

っ
て
い
る
。
公
任
が
数
あ
る
霞
詩
の
中
で
こ
の
句
を
採

録
し
た
の
は
、
原
典
の
詩
題
が
早
春
だ
か
ら
だ
け
で
は
な
い
よ
う
に

　　
ニ
　
　

思
う
。

採

録
し
た
最
大
の
要
因
は
、
七
六
番

「
鑚
レ
沙
草
只
三
分
許
、

跨
レ
樹
霞
纔
半
段
余
」
の
道
真
の
詩
句
に
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

こ
の
道
真
の
詩
句
は
各
種
朗
詠
譜
本
に
見
ら
れ
ず
、
ま
た
道
真

に
は
、

他

に
多
く
の

「
霞
」
を
詠
ん
だ
詩
句
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ

え
て
選
ん
だ
理
由
は
、
公
任
が
、
同
じ
項
目
内

で
七
六
番

の
詩
句
が

七
五
番
の
詩
句
を
基
に
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
作
品
解
説
を
し
た
か

っ

た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
バ
尚
、
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
発
想

の
基

に
な

っ
た
漢
詩
句
を
以
降
、
便
宜
上
、
「本
説
」

と
表
現
さ
せ

て
頂

く
。
)

七

五
番
と
七
六
番
は
、
と
も
に
早
春
を
詠
ん
で
い
る
だ
け
で
な
く
、

「霞
」
に

「草
」
を
番
わ
せ
る
と
い
う
発
想
が
同
じ
な

の
で
あ
る
。

白
楽
天
の
赤
い
霞
に
対
し
て
道
真
の
錦
の
霞
、
そ
れ
に
番
わ
せ
る
の

が
、
白
楽
天
の
煙
に
似
た
柔
ら
か
い
若
草
に
対
し
て
道
真
の
砂
地
を

割

っ
て
芽
を
出
し
た
ば
か
り
の
草
と
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
る
。

七
六
番
は

『菅
家
文
草
』
「
同
賦
三春
浅
帯
二軽
寒
ハ
応
レ製
。
勒
二

初
餘
魚
虚
ご

が
出
典
で
あ
る
。
道
真
が

「
春
浅
帯
二軽
寒

己

と
い

う
題
を
与
え
ら
れ
た
際
、
白
楽
天
の

「早
春
憶
二蘇
州
一寄
二夢
得

一」

(三

1
O
九
)
の
、
「霞
光
曙
後
殷
二於
火
ハ
草
色
晴
来
嫩
似
レ
煙
」
の

詩
句
が
浮
か
び
、
「鑚
レ
沙
草
只
三
分
許
、
跨
レ
樹
霞
纔
半
段
余
」

の

詩
句
を
作

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
道
真

の
詩
句
は
、
単
に
白
楽

天
の
模
倣
で
は
な
い
。
白
楽
天
の
詩
句
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
れ
よ

り
も
早
い
春
を
詠
ん
で
い
た
。
道
真

の
詩
句
は
、
春
が
浅
い
こ
と
を

「草
」
は
全
体
の
十
分
の
三
程
度
し
か
伸
び

て
い
な
い
、
「霞
」
は
ま

だ
半
分
と
割
合
に
よ

っ
て
表
現
し
た
と

こ
ろ
に
独
自
性
が
あ
る
。

「霞
」
が

「半
段
余
」
で
あ
る
か
ら
早
春
だ
と
い
う
発
想
は
、
中
国

漢
詩
に
は
見
ら
れ
な
い
。

こ
の
発
想

の
前

提
に
は
、
春
が
来

る
と

「か
す
み
」
に
包
ま
れ
る
と
い
う
日
本
的
季
節
観
が
あ
る
。
「
春
浅

帯
二軽
寒
」

の
題
を
与
え
ら
れ
た
時
、
道
真

は
白
楽
天
の
こ
の
詩
句

を
思
い
浮
か
べ
、
そ
れ
よ
り
早
い
春
を
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。
白
楽
天

の
空

一
面
を
燃
や
す
紅
の
朝
焼
け
、
あ
た
り

一
面
を
包
み
込
む
柔
ら

か
い
煙
る
緑
に
対
し
て
道
真
の
色
彩
は
極
め

て
わ
ず
か
な
も
の
に
過

ぎ
な
い
が
そ
の
印
象
は
鮮
烈
で
あ
る
。
沙
か
ら
短
い
錐
の
よ
う
な
緑

の
線
、
木
々
が
ま
だ
芽
吹
か
ず
何
の
色
彩
も
な
い
梢
の
間
に
、
わ
ず

か
で
は
あ
る
が
鮮
や
か
な
光
が
あ
る
の
を
春

の
兆
し
と
し
て
受
け
と

め
た
の
は
日
本
人
な
ら
で
は
の
感
性
で
あ
ろ
う
。
道
真
は
和
語

「か

す
み
」
と
は
違
う
漢
語

「霞
」

の
意
味
を
正
し
く
使
い
な
が
ら
、
日

本
的
美
意
識
に
基
づ
い
た
春
を
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。
公
任
は
、
道
真

の
詩
句
を
高
く
評
価
し
、
『和
漢
朗
詠
集
』
「霞
」

に
採
録
し
、
そ
の
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本
説
詩
句
と
し
て
七
五
番
の

「霞
光
曙
後
殷
二於
火
ハ
草
色
晴
来
嫩

似
レ
煙
」
を

「霞
」
項
目
冒
頭
に
据
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

和
歌
三
首
の
冒
頭
七
七
番

「昨
日
こ
そ
年
は
暮
れ
し
か
春
が
す
み

春
日

の
山
に
は
や
立
ち
に
け
り
」
歌
は
、
『拾
遺
集
』
所
収
歌

で
あ

る
が
、
公
任
が
編
纂
し
た

『拾
遺
抄
』

に
は
選
ば
れ

て
い
な
い
。

『
拾
遺
抄
』

で
は

「霞
」
歌
群

に
採
用
さ
れ
な
か

っ
た
七
七
番
歌
は
、

『
和
漢
朗
詠
集
』

の

「霞
」

で
は
基
軸
と
な
る
重
要
な
和
歌
と
な

っ

て
い
る
。
公
任
は
明
ら
か
に

『
拾
遺
抄
』
を
撰
じ
る
時
と
は
別
な
価

　　
ニ
こ

値
観

で
和
歌
を
選
ん
で
い
る
。

で
は
、
『和
漢
朗
詠
集
』
「
霞
」
項
目
の
和
歌
の
選
択
基
準
と
は
何

で
あ

ろ
う
か
。
ま
ず
明
ら
か
な
こ
と
は
、

こ
こ
に
並
ん
で
い
る
三
首

が
密
接
な
連
続
性
を
持

つ
と
い
う
点

で
あ
る
。

共
通
し
て

「
春
が
す
み
」
と
い
う
歌
語
を
用
い
、
七
七
番
を
起
点

に
、
七
八
番
で
は

「春
が
す
み
立

て
る
や
い
つ
こ
み
よ
し
の
の
吉
野

の
山

に
雪
は
降
り

つ
つ
」
と
、
七
七
番

の

「春
が
す
み
春
日
の
山
に

は
や
立
ち
に
け
り
」
に
対
し
て
、
あ
た
か
も
七
八
番
が

「春
か
す
み

が
立

っ
た

っ
て
、
い

っ
た
い
ど
こ
に
。
こ
こ
み
よ
し
の
の
吉
野
の
山

に
は
雪
は
降

っ
て
い
る
の
に
。
」
と
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
よ
う

な
配
列

で
あ
る
。
そ
の
次
に
置
か
れ
た
七
九
番

「朝
日
さ
す
峰
の
白

雪
む
ら
消
え
て
春
の
か
す
み
は
た
な
び
き
に
け
り
」
は
、
『
古
今
和

歌
六
帖
』
に
も
勅
撰
集
に
も
採
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
歌
を
、
公
任

が
敢

え
て
選
ん
だ
。
七
八
番
の

「
み
よ
し
の
の
吉
野
の
山
に
雪
は
降

り
つ
つ
」
の

「山
の
雪
」
と
い
う
素
材
を
、
七
九
番
が

「朝
日
さ
す

峰
の
白
雪
む
ら
消
え
て
」
と
引
き
継
い
で
い
る
。
そ
し
て
最
終
的
に

「春

の
か
す
み
は
た
な
び
き
に
け
り
」
と
し

て

「霞
」
を
終
え

て
い

る
Q七

九
番
歌
の
風
景
は
、
「春
め
い
た
朝
日

の
さ
し

て
い
る
峰
の
白

雪
」
と
い
う
朝
焼
け
の
中
の
霞
と
い
う
も

の
で
あ
り
、
公
任
は
こ
の

歌
に
よ

っ
て
、
鮮
や
か
な
朝
焼
け
の

「
霞
」
と
白
く
た
な
び
く

「
か

す
み
」
と
い
う
別
種
の
も
の
を

一
つ
の
世
界
に
取
り
込
ん
で
い
る
。

こ
こ
に
採
ら
れ
て
い
る
三
首
は
、
原
典

の
歌
集

の
著
名
度
や
、
典

拠
内
で
の
扱

い
を
無
視
し
て
も
、
和
と
漢

の
美
意
識

の
融
合
と
い
う

『和
漢
朗
詠
集
』
の
独
自
の
世
界
の
た
め
に
公
任
が
選
ん
だ
三
首

で

あ
る
。
そ
の
選
択
基
準
は
、
連
続
す
る
三
首

が
連
想
に
よ

っ
て
結
ば

れ
、
そ
れ
に
よ

っ
て

一
つ
の
世
界
を
形
作

る
こ
と

で
あ

っ
た
。
そ
し

て
そ
の
作
り
上
げ
た
和
歌
の
世
界
は
、
漢
詩
句
の
世
界
と
融
合
す
る

こ
と
を
最
終
的
な
目
標
に
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

四

「花
橘
」
の
実
と
花

前
章
で
は
、
採
光
を
意
味
す
る
漢
語

「霞
」
と
白
い
靄
状
の
も
の

を
指
す
和
語

「か
す
み
」
と
い
う
本
来
異
な

る
対
象
を
詠
ん
だ
漢
詩

句
と
和
歌
を
結
び

つ
け
る
公
任
の
苦
心
を
見

て
き
た
。
夏
部

「花
橘
」

み

項
目
に
お
い
て
も
、
中
国
漢
詩
で
は
主
に
実
を
詠
み
、
和
歌
に
お
い

て
は
平
安
以
降
、
専
ら
花
を
詠
ん
で
い
る
と

い
う
問
題
を
抱
え
て
い

0　



た
。

「花
橘
」

一
七

一

廬
橘
子
低
山
雨
重

耕
梠
葉
戦
水
風
涼

ろ

き
つ

み

た

へ
い
り
ょ

そ
よ
め

廬
橘
子
低
り
て
山
雨
重
し

併
梠
葉
戦
い
て
水
風

涼
し

白
楽
天

一
七
二

枝
繋
金
鈴
春
雨
後

花
薫
紫
麝
凱
風
程

き
ん
れ
い

し

枝

に
は
金
鈴
を
懸
け
た
り
春

の
雨

の
後

花
は
紫

じ

ゃ

が
い
ふ
う

麝
を
薫
ず
凱
風

の
程

後
中
書
王

一
七
三

五
月
待

つ
花
た
ち
ば
な
の
香
を
か
げ
ば
昔

の
人

の
袖

の

香
ぞ
す
る

一
七
四

ほ
と
と
ぎ
す
花
た
ち
ば
な
の
香
を
と
め
て
鳴
く
は
昔
の

人
や
恋
し
き

橘

は
、
「橘
は
実
さ

へ
花
さ

へ
そ
の
葉
さ

へ
枝

に
霜
ふ
れ
ど

い
や

常
葉

の
木
」
(万
葉
集

・
一
〇

一
四
)

の
歌

に
あ
る
よ
う

に
常
緑

の

木

で
あ
り
そ
の
実
は
不
老
不
死
の

「時
じ
く
の
香
の
木
の
実
」
と
呼

ば
れ
た
。
『万
葉
集
』
に
は
実
も
詠
ま
れ
て
い
た
が
、
『古
今
集
』
以

降
は
、
花
を
詠
む
の
が
主
と
な

っ
た
。
『和
漢
朗
詠
集
』
編
集
時
は
、

『古
今
集
』
「五
月
待

つ
花
た
ち
ば
な
の
香
を
か
げ
ば
」
歌

の
強
い
影

響
下
、
橘
と
い
え
ば
初
夏
に
咲
く
白
い
花

の
香
り
を
詠
む
の
が
常
識

　は
ニ
ニ
　

と
な

っ
て
い
た
。
項
目
名
の

「花
橘
」
も

「
花
の
咲
い
て
い
る
橘
。

橘

の
花
。
ま
た
橘
の
花
を
賞
し
て
い
う
語
」
(『
日
本
国
語
大
辞
典
』
)

で
あ
り
、
花
を
意
味
し
て
い
た
。
「花
橘
」

項
目
に
は
橘
歌
の
代
表

歌

「五
月
待

つ
花
た
ち
ば
な
の
香
を
か
げ
ば
昔
の
人
の
袖
の
香
ぞ
す

る
」
を
欠
か
せ
な
い
。
さ
ら
に
こ
の
歌
を
本
歌
と
し
、
橘
を
よ
す
が

と
す
る
郭
公
を
加
え
た

「
ほ
と
と
ぎ
す
花
た
ち
ば
な
の
香
を
求
め
て

鳴
く
は
昔
の
人
や
恋
し
き
」
歌
を
加
え
、

こ
れ
ら
の
和
歌
に
合
わ
せ

る
形
で
漢
詩
句
を
撰
ん
で
い
る
。

こ
の
様
な
花
を
詠
む
和
歌
に
番
わ

み

せ
る
中
国
漢
詩
句
は
実

の
用
例
ば
か
り
で
あ
り
、
公
任
は
同
じ
項
目

に
配
列
す
る
の
に
苦
慮
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
中

で
、
公
任
が
撰

ん
だ
の
は
、
『千
載
佳
句
』
「秋
興
」

に
所
収
さ
れ
た
白
楽
天

の

「廬

橘
子
低
山
雨
重
、
併
梠
葉
戦
水
風
涼
」

の
詩
句

で
あ

っ
た
。

こ
の
詩

句

の

「廬
橘
」
に

つ
い
て
は
、
枇
杷
説
、
金
橘
説
等
、
従
来
か
ら
実

　　
ニ
ニ
ワ

態
が
は

っ
き
り
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
。
現
行

『和
漢
朗
詠
集
』
注
釈

書
で
は
、
夏
蜜
柑
説
が
有
力
で
あ
る
が
、

こ
れ
も
こ
の
詩
句
が
夏
部

の

「花
橘
」
の
詩
句
で
あ
る
こ
と

へ
の
整
合
性
に
よ
る
解
釈
の
可
能

　　
ニ
き

性
が
あ
る
。
な
ぜ
、
公
任
は
、
他
の
橘
中
国
漢
詩
で
は
な
く
そ
れ
ま

で
秋
の
詩
句
と
認
識
さ
れ
、
そ
の
上
、
正

体

の
は

っ
き
り
し
な

い

「
廬
橘
」
詩
を
撰
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
そ

の
理
由
は

一
七
二
番

の

「枝
繋
tl
'鈴
l春
雨
後
、
花
薫
二紫
麝
一凱
風
程
」
と
い
う
具
平
親
王

の
詩
句
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
詩
句

は
平
安
時
代
よ
く
知
ら
れ

て
お
り
、
『枕
草
子
』
三
四
段

「木
の
花
は
」

に
も
利
用
さ
れ
て
い

　　
ニ
　
　

る

こ
と

が
指

摘

さ

れ

て
い

る
。

四
月

の

つ
ご

も

り
、

五
月

の

つ
い

た
ち

の

こ

ろ

ほ

ひ
、

橘

の
葉

の
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濃

く
青
き
に
、
花
の
い
と
白
う
咲
き
た
る
が
、
雨
う
ち
降
り
た
る
つ

と
め
て
な
ど
は
、
世
に
な
う
心
あ
る
さ
ま
に
、
を
か
し
。
花
の
中
よ

り
黄
金
の
玉
か
と
見
え
て
、
い
み
じ
う
あ
ざ
や
か
に
見
え
た
る
な
ど
、

朝
露
に
濡
れ
た
る
朝
ぼ
ら
け
の
桜
に
劣
ら
ず
。
郭
公
の
よ
す
が
と
さ

　　
ニ
　つ

へ
思

へ
ば
に
や
、
な
ほ
さ
ら
に
お
ひ
べ
う
も
あ
ら
ず

四
月
の
晦
日
、
五
月
の

一
日
の
頃
、
雨
の
中
、
白
く
咲
く
花
と
黄

金

の
玉
の
よ
う
な
実
が
鮮
や
か
に
見
え
る
と
い
う
内
容
は
、

一
七
二

番

の
具
平
親
王
の
上
の
句
で

「春
雨
の
後
、
熟
し
て
枝
に
金
の
鈴
を

か
け
た
よ
う
な
実
を
詠
み
、
下
の
句
で
夏
の
南
風
に
匂
う
橘
の
花
の

香
を
詠
ん
で
い
る
」
と
い
う
内
容
と

一
致
す
る
。
恐
ら
く
具
平
親
王

も
花
を
詠
む
の
が

一
般
と
な

っ
て
い
た
平
安
時
代
に
橘
詩
を
詠
む
こ

と

に
苦
慮
し
、
花
と
実
を
同
時
に
詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
邦
人
漢
詩

句
で
橘
を
詠
む
用
例
は
少
郁
達

そ
の
中
で
詠
ま
れ
た
こ
の
詩
句
は

高
く
評
価
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
公
任
は
、
こ
の
詩
句
に
、
実
を
詠

む
中
国
漢
詩
と
花
を
詠
む
和
歌
の
橋
渡
し
と
し
て
の
役
目
を
見
出
し

た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の

一
七
二
番
の

「
枝
繋
二金
鈴
一春
雨
後
、

花
薫
二紫
麝
一凱
風
程
」
詩
句
の
発
想

の
源
と
な

っ
た
の
が
、

一
七

一

番

の
白
楽
天
の

「廬
橘
子
低
山
雨
重
、
耕
梠
葉
戦
水
風
涼
」
詩
句

で

あ
る
。
公
任
は
、

一
七
二
番

の
具
平
親
王
の
詩
句
を
採
録
す
る
際
、

同
時

に
こ
の
詩
句
が
詠
ま
れ
た
背
景
と
な
る
中
国
漢
詩
を
本
説
と
し

　　
ニ
　
　

て
示
し
、
冒
頭
に
掲
げ
た
の
で
あ
る
。

五

文
学
史
的
展
開

「閏
三
月
」

前
章
で
は
、
「花
橘
」
項
目
の

一
七

一
番

の
白
楽
天
の
詩
句
が
、

一
七
二
番
の
具
平
親
王
の
詩
句
の
本
説
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る

と
推
測
し
た
。
「霞
」
項
目
に
お
い
て
も
、

七
五
番
の
白
楽
天
の
詩

句
が
、
七
六
番
の
道
真
の
詩
句
の
本
説
指
摘
に
な

っ
て
い
る
と
述
べ

た
。
こ
の
よ
う
に

『和
漢
朗
詠
集
』
に
は
和
歌
や
本
朝
漢
詩
句
の
本

説
指
摘
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
項
目
が
あ
る
。
春
部
の

「閏
三
月
」
で
あ
る
。

『
和
漢
朗
詠
集
』
の
構
成
は
、
『古
今
集
』
を
意
識
し
た
も
の
で

　　

ニ
　
　

あ
る
が
、
『古
今
集
』
の
春
部
は
弥
生
晦
日
で
終
わ
る
の
に
対
し
、

『和
漢
朗
詠
集
』
は
春
部
は
、
弥
生
晦
日
に
該
当
す
る

「
三
月
尽
」

の
後
に
さ
ら
に

「
閏
三
月
」
を
設
け
て
い
る
。
「閏
三
月
」
は
、
『千

載
佳
句
』
『古
今
和
歌
六
帖
』
な
ど
先
行
典
拠
本
に
は
見
ら
れ
な
い

　ま

ニ
　
　

項
目
で
あ

っ
た
。

『和
漢
朗
詠
集
』
は
、
「立
春
」
に
対
し

て

「立
秋
」
、
「
早
春
」

に
対
し
て

「早
秋
」
、
「
三
月
尽
」
に
対
し
て

「九
月
尽
」
の
よ
う
に
、

　ま
ニ
こ

春
と
秋
が
ほ
ぼ
対
称
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で

「閏
三
月
」

に
は
、
対
応
す
べ
き

「閏
九
月
」
が
な
い
。
「閏
三
月
」

項
目
は
公

任
が
春
秋
の
対
称
を
壊
し
て
ま
で
も
設
け
た
項
目
で
あ

っ
た
。
公
任

の
意
図
が

「あ
ま
り
の
春
」
と
い
う
題
材

の
発
生
と
文
学
史
的
展
開

　　
　ニ
ニ
　

を
提
示
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
と
以
前
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
こ
で
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簡
単

に
振
り
返
り
た
い
。
「閏
三
月
」
項
目
の
内
容
は
以
下
の
通
り

で
あ
る
。

「
閏
三
月
」

五
九

今
年
閏
在
春
三
月

剰
見
金
陵

一
月
花

あ
ま

今
年
の
閏
は
春
三
月
に
在
れ
ば

剰
つ
さ
へ
見
る

金
陵

一
月
の
花
を

陸
侍
御

六
〇

帰
渓
歌
鴬

更
逗
留
於
孤
雲
之
路

た
に渓

に
帰
る
歌
鴬
は

更
に
孤
雲
の
路
に
逗
留
し

辞
林
舞
蝶

還
翩
翻
於

一
月
之
花

か
へ

林
を
辞
す
る
舞
蝶
は

還

つ
て

一
月
の
花

に
翩
翻

た
り

頂

六

一

花
悔
帰
根
鉦
描益
悔

花
は
根

に
帰
ら
む
こ
と
を
悔
ゆ
れ
ど
も
悔
ゆ
る
に

益
な
し

鳥
期
入
谷
定
延
期

鳥
は
谷

に
入
ら
む
こ
と
を
期
す
れ
ど
も
定
め
て
期

を
延
ぶ
ら
む

清
原
滋
藤

六
二

さ
く
ら
花
春
加
は
れ
る
年
だ
に
も
人

の
心
に
飽
か
れ
や

は
す
る

伊
勢

全

て
春
が
季
節
が
ま
る

一
と
月
延
長
さ
れ
る
喜
び
を
詠
ん
で
い
る
。

『和
漢
朗
詠
集
」
編
纂
時
、
著
名
だ

っ
た
の
は
六

二
番

の

「
さ
く
ら

花
」
の
伊
勢
歌
だ

っ
た
。
こ
の
歌
は
、
「
や

よ
ひ
に
う
る
ふ
月
あ
り

け
る
年
詠
み
け
る
」
と
い
う
詞
書
を
持

つ
、
延
喜
四

(九
〇
四
)
年
、

閏
三
月
の
際
の
歌
と
考
え
ら
れ
る
が
、
『古
今
集
』

で
は
、
「花
」
の

歌
群
に
採
ら
れ
、
桜
の
花
の
歌
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
。

公
任
は
、
こ
の
歌
を

「
閏
三
月
」
項
目

の
和
歌
と
し
て
採
る
こ
と

で
、
「春
加
え
る
年
」
の
句
に
重
点
を
置
き
、
余
り
の
春
歌
と
し

て

あ
ら
た
な
評
価
を
与
え
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
歌
の
本
説
は
、
五
九

番

の
陸
侍
御
の
詠
作

「今
年
閏
在
二春
三
月
ハ
剰
見
金
陵

一
月
花
」

で
あ
る
。

こ
の
詩
句
は
現
在

の
全
唐
詩

に
は
見
ら
れ
ず
、

『千
載
佳
句
』

に

　　
ミ
ラ

収
め
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
『千
載
佳
句
』

で
は

「雑
花
」
項

目
所
収

で
あ

っ
た
こ
の
詩
句
を
公
任
は

『
和
漢
朗
詠
集
』
「閏
三
月
」

部

の
最
初

に
置

い
た
。
そ
し
て
こ
の
詩
句

は
、
六
二
番
歌

の
み
な
ら

ず
、
六
〇
番

の

「帰
レ
渓
歌
鴬
、
更
逗
コ留
於
孤
雲
之
路

一」、
六

一
番

の

「花
悔
レ
帰
レ根
無
レ
益
レ悔
、
鳥
期
レ
入
レ
谷
定
レ
延
レ
期
」
、
両
詩
句

の
本
説

で
も
あ
る
。
両
詩
句
は
、
九
六

一
年
閏
三
月
の
同
じ
宴
の
際

　ま

ニ
　
　

詠
ま
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
両
詩
句
の
詠
作
の
際
は
五
九
番

「今
年
閏
在
二春
三
月
ハ
剰
見
金
陵

一
月
花
」
の
詩
句
以
上
に

『古
今

集
』
歌

で
あ
る
六
二
番
の

「
さ
く
ら
花
」
歌
を
意
識
し
て
詠
ん
だ
と

思
わ
れ
る
。
公
任
は
、
こ
の
詩
句
の
詠
作
背
景
に
気
付
き
、
五
九
番

の
詩
句
を
本
説
と
す
る
文
学
史
展
開
を
示
す
た
め
に

「閏
三
月
」
項

目
を
設
け
た
の
で
あ
る
。
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つ
つ
じ

六

再
発
見
の
紅

「躑
躅
」

本
来
は

「花
」
の
詠
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た

「さ
く
ら
花
春
加

は
れ
る
年
だ
に
も
人
の
心
に
飽
か
れ
や
は
せ
ぬ
」
の
伊
勢
歌
を
新
た

に

「余
り
の
春
」
歌
と
し
て
再
評
価
し
た
よ
う
に
、
公
任
が
旧
来
の

価
値
観
を
覆
し
、
新
た
な
評
価
を
提
示
し
た
例
と
し
て

「躑
躅
」
項

目
を
見
て
行
き
た
い
。

『
和
漢
朗
詠
集
』
の
春
部
は
、
「立
春
」
か
ら

「
閏
三
月
」

ま
で

春

の
推
移
を
追

っ
た
後
、
「鶯
」
「
霞
」
等
の
素
材
を
並
べ
て
い
る
。

ほ
と
ん
ど
が

『
古
今
集
』
以
来

の
三
代
集

に
認
知
さ
れ
た
伝
統
的
な

や
ま
ぶ
き

歌
材
で
あ
る
中
で
春
部

の
終
わ
り
に
は
、
藤
や
款
冬
と
と
も
に
躑
躅

が
選
ば
れ
て
い
る
。
躑
躅
は
三
代
集
に
季
節
詠
と
し
て
詠
ま
れ
て
こ

な
か

っ
た
素
材

で
あ
る
が
、
『和
漢
朗
詠
集
』

の
春
部

に
項
目
と
し

て
選
ば
れ
て
後
、
『後
拾
遺
集
』
『金
葉
集
』

で
は
、
春
部
の
終
り
に

藤

や
山
吹
と
と
も
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
、
い
わ
ば

『和
漢
朗

詠
集
』
が
春
の
季
材
と
し
て
の
評
価
を
決
定
づ
け
た
素
材
で
あ
る
と

　は

ニ
　
　

以
前
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
「躑
躅
」
項

目
に
採
録
さ
れ
た
詩
歌
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
別
の
観
点
か
ら
評
価
さ

れ

て
き
た
旧
知
の
も
の
で
あ

っ
た
。

「躑
躅
」

=
二
七

晩
蘂
尚
開
紅
躑
躅

秋
房
初
結
白
芙
蓉

ず
ゐ

晩
蘂
は
な
ほ
開
け
た
り
紅
躑
躅

秋
の
房
は
初
め

て
結
ぶ
白
芙
蓉

白
楽
天

=
二
八

夜
遊
人
欲
尋
来
把

寒
食
家
応
折
得
驚

と

夜
遊
の
人
は
尋
ね
来

つ
て
把
ら
ん
と
す

寒
食
の

家
に
は
折
り
得
て
驚
く

べ
し

順

一
三
九

思
ひ
い
つ
る
と
き
は
の
山
の
岩

つ
つ
じ
言
は
ね
ば
こ
そ

あ
れ
恋
し
き
も
の
を

一
三
七
番

の

「晩
蘂
尚
開
紅
躑
躅
、
秋
房
初
結
白
芙
蓉
」

の
詩
句

は

『千
載
佳
句
』
に
採
ら
れ

て
い
る
。
但

し

『
千
載
佳
句
』

で
は

「
つ
つ
じ
」
項
目
で
は
な
く

「早
秋
」
項
目

に
採
ら
れ
て
い
た
。

こ

の
詩
句
は
、
春
の
紅
の

つ
つ
じ
詩
句
と
し
て
で
は
な
く
、
秋
の
白
芙

　　
　ニ
よつ

蓉
の
詩
句
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
。

『千
載
佳
句
』
に
も

「
つ
つ
じ

(山
石
榴
)
」
項
目
が
あ
り
、

そ

こ
に
は
、
白
楽
天
の

「風
嫋
二舞
腰
一香
不
レ
尽
、
露
銷
二
粧
臉

一涙
新

乾
」
と
い
う
詩
句
が
採
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
秋
の

白
芙
蓉
の
詩
句
と
し
て
さ
れ
て
い
た
詩
句
を
あ
え
て

「躑
躅
」
項
目

冒
頭
に
選
ん
だ
の
は

「紅
躑
躅
」
の

「紅
」
の
文
字
の
た
め
で
あ

っ

た
と
思
わ
れ
る
。
『
和
漢
朗
詠
集
』
春
部
は
、
躑
躅

の
他
、
山
吹
、

藤
の
三
季
材
の
取
り
合
わ
せ
と
な

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目

の
冒
頭
詩
句
を
並
べ
る
と
次
の
よ
う
に
な

る
。
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「
藤
」

=
二
一二

悵
望
滋
恩
三
月
尽

紫
藤
花
落
鳥
関
々

し

と
う

悵
望
す
滋
恩
に
三
月
の
尽
き
ぬ
る
こ
と
を

紫
藤

の
花
落
ち
て
鳥
関
々
た
り

白
楽
天

「躑
躅
」

=
二
七

晩
蘂
尚
開
紅
躑
躅

秋
房
初
結
白
芙
蓉

は
な
ぶ
さ

晩
蘂
は
な
ほ
開
け
た
り
紅
躑
躅

秋
の
房
は
初
め

て
結
ぶ
白
芙
蓉

白
楽
天

や
ま
ぷ
き

「
款
冬
」

一
四
〇

点
着
雌
黄
天
有
意

款
冬
誤
綻
暮
春
風

な
さ
け

雌
黄
を
点
着
す
る
こ
と
天
意
あ
り

款
冬
誤
て
暮

ほ
こ
ろ

春
の
風
に
綻
ぶ

清
慎
公

　

つ
つ
じ

「
藤
」
昌
頭

の

「紫
藤
花
落
鳥
関
々
」

の

「紫
藤
」
、
「擲
躅
」

の

　

や
ま
ぶ
き

「晩
蘂
尚
開
紅
躑
躅
」
の

「
紅
躑
躅
」、
「
款
冬
」
の

「点
コ着
雌
黄

一

　

天
有
レ
意
」
の

「雌
黄
」
の
紫
、
紅
、
黄
色
の
色
彩
を
表
す
詩
句
を

意
識
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
の
冒
頭
に
置
い
て
い
る
。
こ
の

「紅
」

と

い
う
文
字
を
欲
し
た
故

に
、

「
つ
つ
じ
」
を
表
現
す
る
漢
字

に

『
千
載
佳
句
』

で
用
い
ら
れ
た

「山
石
榴
」

で
は
な
く
、
「躑
躅
」
の

　ま

ニ
モ
　

採
用
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
公
任
の
こ
の
選
択

は
、

『和
漢

朗
詠
集
』
の
影
響
を
受
け
た

『堀
河
院
百
首
』
や
和
歌
の
結
題
等
で

躑
躅
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
さ
ら
に

一
般
化
さ
れ
て
行
く
。

春
部
の
彩
り
と
し
て
紅
色
を
欲
し
た
公
任

は
、
従
来

「白
芙
蓉
」

の
詩
句
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た

=
ご
七
番
の
中
の

「紅
躑
躅
」
に
そ

れ
を
求
め
た
。

=
二
七
番

に
よ

っ
て
強
調

さ
れ
た

「
紅
」
を
軸

に

「躑
躅
」
は
展
開
し
て
行
く
。

一
三
八
番
は
躑
躅
が
あ
ま
り
紅
色
が

鮮
や
か
な
の
で
、
夜
散
策
す
る
人
が
灯
火
に
見
誤

っ
て
し
ま
い
、
同

　ま

ニ
　
　

じ
よ
う
に
火
を
使

っ
て
は
い
け
な
い
寒
食

の
日
に
、
禁
断

の
火

に
見

誤

っ
て
驚
く
で
あ
ろ
う
と
火
を
暗
示
さ
せ
る

こ
と
に
よ
り
、
燃
え
上

が
る
よ
う
な
紅
色
が
浮
か
び
上
が
る
。

続
く

=
二
九
番

の
躑
躅
が
紅

で
あ
る
こ
と
は

「思
ひ
い
つ
る
と
き

は
の
山

の
郭
公
唐
紅

の
振
り
出

で
て
ぞ
鳴
く
」

(古
今

・
夏

・
一
四

八
)

の
唐
紅

の
血
を
吐
く
よ
う
に
鳴
く
郭
公
歌
か
ら
明
ら
か
で
あ
り
、

「思
ひ
い
つ
る
」
の

「
ひ
」
に
、
炎
の

「
火
」

が
込
め
て
あ
る
こ
と

　　
　ニ
　
　

は
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し

=
二
九
番
は
春
の
歌
と
し
て
で
は
な
く
、
「
言
は
ね
ば
こ

そ
あ
れ
恋
し
き
も
の
を
」

つ
ま
り
口
に
出
さ
な
い
か
ら
こ
そ
恋
し
い

恋
の
歌
と
し
て

『古
今
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し

『古
今

集
』
で
の
歌
の
配
列
を
見
る
と

「思
ひ
い
つ
る
と
き
は
の
山
の
岩

つ

つ
じ
」
(恋

一
・
四
九
五
)
歌
は

「山
高
み
下
行
く
水

の
下

に
の
み

流
れ
て
恋
ひ
む
恋
ひ
は
死
ぬ
と
も
」
(恋

一
・
四
九
四
)
と

い
う
密

か
に
慕
う

「
思
ひ
」
の
火
を
共
通
要
素
と
し

て
次
に
置
か
れ
て
い
た
。

そ
し
て
こ
の
歌
の
次
に

「
人
知
れ
ず
思

へ
ば
苦
し
紅
の
末
摘
花

の
色
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に
出

で
な
む
」
(恋

一
・
四
九
六
)
「秋
の
野
の
尾
花
に
ま
じ
り
咲
く

花
の
色
に
や
恋
ひ
む
逢
ふ
よ
し
を
な
み
」
(恋

一
・
四
九
七
)
と
忍

ぶ
思

い
の
炎
は
、

つ
い
に
表
に
現
れ
末
摘
花
に
よ

っ
て
染
ま
る
紅
色

を
放

つ
。
こ
の
配
列
の
中
か
ら
読
み
取
れ
る

「
思
ひ
い
つ
る
」
歌
の

岩

つ
つ
じ
も
紅
色
で
あ
る
。

「躑
躅
」
項
目
の
配
列
の
中
で
こ
の
和
歌
を
改
め
て
見
る
と
、

一

三
七
番

「晩
蘂
尚
開
紅
躑
躅
、
秋
房
初
結
白
芙
蓉
」
の
白
楽
天
の
紅

色
の

つ
つ
じ
、

=
二
八
番
に

「
夜
遊
人
欲
二尋
来
把
ハ
寒
食
家
応
二折

得
驚

」

の
源
順
の
紅
燃
え
る
つ
つ
じ
に
続
き
、
恋
の
炎
の

「
火
」

色
、
紅
色
の
つ
つ
じ
の
和
歌
と
し
て

=
二
九
番
に

「
思
ひ
い
つ
る
と

き
は
の
山
の
岩

つ
つ
じ
言
は
ね
ば
こ
そ
あ
れ
恋
し
き
も
の
を
」
が
置

か
れ

て
い
る
。
公
任
は
恋
の
歌
と
し
て
知
ら
れ
た
こ
の
歌

の
紅
色

に

注
目
し
、
紅
色
の
和
歌
と
し
て
こ
の
歌
を
選
ん
だ

の
で
あ
る
。

『和

漢
朗
詠
集
』
「躑
躅
」
項
目
は
紅
色
に
よ
っ
て
統

一
さ
れ
て
い
る
。

『
和
漢
朗
詠
集
』
以
降

『後
拾
遺
集
』
『金
葉
集
』

で
は
、
春
部

の
巻
末

に

「藤
」
「山
吹
」
と
と
も
に

「
つ
つ
じ
」

の
歌
群
が
置
か

れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
「
つ
つ
じ
」
の
結
題

の
表
記
は
、
専
ら

「躑
躅
」
を
用
い
た
。
こ
れ
も

『和
漢
朗
詠
集
』
の
影
響
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
稿

で
は
詳
し
く
採
り
上
げ
な
か

っ
た
が
、
『
和
漢
朗

詠
集
』

の
項
目
を
立

て
る
際
、
ま
ず
基
本
と
し
た
の
が
、
三
代
集
で

の
歌
材
の
扱
い
方
で
あ

っ
た
。
中
国
で
は
詠
ま
れ
る
こ
と
が
な
い
が
、

和
歌
の
世
界
で
は
欠
か
せ
な
い
春
の

「
山
吹

(款
冬
)」、
秋
の

「萩
」

の
等
の
歌
材
は
、
中
国
漢
詩
の
用
例
を
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
な
く
と

も
あ
え
て
項
目
を
設
け
て
い
る
こ
と
等
が
そ
の
現
れ
で
あ
る
。

ま
た

「
郭
公
」

の
項
目
で
は
、
郭
公

(杜

鵑
)
中
国
漢
詩
は
数
多

く
あ
り
な
が
ら
、
中
国
で
は
死
を
暗
示
さ
せ
る
内
容

の
詩
が
多

い
た

　　
　
　
　

め
公
任
は
あ
え
て
採
録
し
て
い
な
い
。
公
任

が
選
ん
だ

「郭
公
」
項

目
の
中
国
漢
詩
句
は

『
千
載
佳
句
』

で

「
早
秋
」
項
目
に
採
ら
れ
て

い
た

「
一
声
山
鳥
曙
雲
外
」
(和
漢
朗
詠

・
郭
公

・
一
八
二
)
で
あ

っ

た
。
公
任
は
こ
の
詩
句

の
内
容
が
ほ
と
と
ぎ
す
歌

の
詠
み
ぶ
り
と
合

う
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
も

『和
漢
朗
詠
集
』
が
和
歌

の
価

値
観

に
重
き
を
置

い
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
ま
た
、
日
本
と

中
国

で
季

の
違
う
、
郭
公

(中
国

で
は
春
)
、
蛍
、
嬋

(共
に
中
国

で
は
秋
)
も
日
本

の
季
節
感
に
合
わ
せ
た
分
類
を
し
て
い
る
。

以
上
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
編
集
方
法
に

つ
い
て
、
項
目
の
立

て

方
や
、
項
目
内
に
お
け
る
詩
歌
の
配
列
か

ら
見
て
き
た
。
そ
こ
に
見

え
て
き
た
の
は
、
和
漢
の
異
な
る
素
材
を

一
つ
の
項
目
に
調
和
さ
せ
、

三
代
集
を
超
え
る
新
し
い
美
意
識
を
呈
示
し

よ
う
と
し
た
公
任
の
創

意
工
夫
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
『
堀
河
院
百
首
』
『後
拾
遺
集
』

を
始
め
、
後
世
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与

え
た
の
で
あ
る
。

6　



注
(
一
)

『和
漢
朗
詠
集
』
所
収
詩
歌

は
院
政
期

以
降
、
説
話
、
軍
記

の
文
飾

や
、
和
歌

の
本
歌
、
本
説
と
し

て
用

い
ら
れ

た
。
特

に

『
堀
河
院
百
首
』

は
積
極
的

に
利
用
し
、

そ
れ
を
通
し

て
以
降

の
和
歌

に
大
き
な
影
響
を

与
え
た
。
(松
野
陽

一
氏

「組
題
構
成
意
識
の
確
立
と
継
承

-

白
河

院
期
か
ら
崇
徳
院
期
へ
ー

」
『文
学
語
学
』
七
〇
号
、
昭
和
四
九
年

一
月
)

(
二
)

「
『
和
漢
朗
詠
集
』
「
閏
三
月
」
部

に

つ
い
て
」
『
和

漢
比

較
文

学
』

第

一
八
号
、
平
成
九
年
二
月
)
。
「
秋
は
な
ほ
夕
ま
ぐ
れ

こ
そ
た
だ
な
ら

ね
荻

の
上

風
萩

の
下

露

和

漢
朗

詠
集

の
秋

の
夕

(
秋

興

・
秋

晩
)
1

」
(
『
京
都
語
文
』
第
三
号
、
平
成

一
〇
年
十
二
月
)
。
「
『
和
漢

朗
詠
集
』
躑
躅
部
成
立

の
背
景

-

王
朝

の
色
彩
美

I
I
」
(
『
和
歌
解

釈

の
パ
ラ
ダ
イ

ム
』
笠
間
書
院
、
平
成
十
年
十

一
月
)
。

「
『
和

漢
朗
詠

集
』
コ
扇
」
部

の
背
景

-

公
任

の
四
季

の
構

成

意
図

1

」

(
『
甲
南

国
文
』
四
七
号
、
平
成
十
二
年
三
月
)。

(
三
)
三
木
雅
博
氏

『
和
漢
朗
詠

集
と
そ

の
享

受
』

(
勉
誠
社

、

平

成
七
年

九
月
)
。

(
四
)
引
用
し
た

『
和
漢
朗
詠
集
』

は
大
曽
根
章
介
氏

・
堀
内
秀

晃
氏
校
注

『
和
漢
朗
詠
集
』

(
新
潮
社
、

昭
和

五
十
八
年
九

月
)
。

和

歌

は

『
新
編

国
歌
大
観

』
に
よ

っ
た
が
、
漢
字
表

記
は
適
宜
、
私

が
改

め
た
。

(
五
)

「
秋
興
」

の
主

題
は

「大
底

四
時

心
惣

苦
、

就

中

腸
断
是

秋
天

」

(
二
二
三

・
白
楽

天
)

の
詩
句

で
あ
り
、

「秋
興
」
項
目

の
詩
句

は
こ
の

詩
句

の
影
響

下
の
も

の
が
三
詩
句

(
二
二
四

・
二
二
五

・
二
二
六
)
と
、

秋

の
異
名

の

「商
」

や

「白
」
を
詠

む
も

の
が

(
二
二
二

・
二
二
七
)

二
詩

句
あ
る
。
猶
、

「秋

興
」
冒
頭

と

「春
興
」

の
色

の
対

に

つ
い
て

は
、
注

(
二
)

の
拙
稿

「秋

は
な
ほ
夕

ま
ぐ
れ
こ
そ
た
だ

な
ら
ね
荻

の

上
風
萩
の
下
露
-

和
漢
朗
詠
集
の
秋
の
夕

(秋
興

・
秋
晩
)
i

」

中

で
も
触
れ

て
い
る
。

(六
)

一
五
三
番

は
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
以
外
、
勅
撰
集
及
び

『
古
今
六
帖
』

に
も
採
ら
れ
ず
、
「
夏
夜
」
項
目
を
編
集
す
る

の
た
め

に
公
任

が
特

に

必
要
を
感
じ
た
歌
と
思
わ
れ
る
。

(
七
)
二
一二
八
番
は

『
万
葉
集
』
(
二
八

=
二
)
、
『
拾
遺
集
』

で
は

「
恋
三
」

(
七
七
八
)

に

『
古
今
六
帖
』

で
は

「
山
と
り
」
(
九
二
四
)

で
採
ら
れ

て
い
た
。

一
方
、
二
一二
九
番
は
、

『
古
今

集
』

で
は
雑

体

に

(
雑
体

・

誹
諧
歌

・

一
〇

一
五
)
、
『古

今
六
帖

』

で
も

「
ふ
せ
り
」

(
二
七

二
三
)

と
ま

っ
た
く
異
な
る
項
目

に
採
ら
れ

て
い
る
。

(
八
)

『
和
漢
朗

詠
集
』

「夏

夜
」

の
漢
詩

句

は
、

一
五
〇

番

「
月

照
二
平

沙

一夏

夜
霜

」
、

一
五

一
番

「月

照
レ松
時
台
上

行
」、

一
五
二
番

「
深
更

軒
白
月

明
初

」
と

「白

い
月
光
」

が
基
軸

と
な

っ
て
い
る
。

(九
)

『古
今

六
帖
」

「七

日
夜
」

で
は
貫
之
歌

が

一
五

四
番

、

躬
恒

歌

が

一
四
八
番

と
離

れ
順
も
逆

に
な

っ
て
い
る
。

(
一
〇
)

『千
載
佳
句
』

で
は

「首
夏
」

は
あ

る
が

「
更

衣
」

は
な

い
。

『和
漢
朗
詠
集
』

の
項
目

が
、

『千
載
佳
句
』

及
び

『古
今
六
帖
』

の
影

響
を
受

け
て
い
る
点

に

つ
い
て
は
、
注

(
三
)

の
三
木
雅
博
氏

の
御
著

書

に
詳

し
い
。

C
l
1
)

1
四
四
番

の
原
典

は

『白
氏
文
集
』

「早
夏
暁
興
、

贈

二
夢

得

一
」

(
三
三
六
〇
)

で
あ

る
が
、

「千
載
佳
句
』

で
は

「首
夏
」

に
採
ら

れ
て

い
た
。

(
一
二
)

一
九
九
番

は

『
千
載
佳
句
』

に
採
ら
れ

て
い
な

い
。

(
一
三
)
班
捷
好
作

「怨
歌
行
」

は

「
新
裂
二
齊
莢
素
ハ
皎
潔
如

二霜
雪
の
裁

為

二合
歓
扇
《
団
団
似

二明
月
⑩
出
ゴ
入
君
懐
袖
ハ
動

揺
微

風
発
。

常

恐

秋
節
至
、
涼
風
奪

二炎
熱
4
弃
コ
捐
篋
笥
中
ハ
恩
情
中

道
絶
。
」

対

し

て

「白
羽
扇
」

は
、
「
素
是
自
然
色
、
円
因
二
裁
製
功
の
颯

如
二
松

起
ワ
籟
、

飄
似

二鶴
翻
ワ
空
。

盛

夏
不

レ
銷

雪
、

終

レ
年
無

レ
尽
風
。

引
レ
秋

生

二
手
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裏
ハ
蔵
レ
月
入
二
懐
中
の
ー

略

1

」

で
あ
り
、
「
盛
夏

不
レ
銷

雪
」

等

の

表
現

は
、
「
怨
歌
行
」
を
連
想
さ
せ
る
。
注

(
三
)

の
拙
稿

「
『
和
漢
朗

詠
集
』
コ
扇
」
部

の
背
景
」
参
照
。

(
一
四
)

二
〇

一
番
と

二
〇

二
番
は
、
天
禄
四
年
円
融
院
が
負
態

に
七
月
七

日
に
扇
を
奉
ら
れ
た
際

の
歌

で
、
牽
牛

・
織
女

の
逢
瀬

に

コ
扇

(
逢
ふ

ぎ
)
」
を
懸
け

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
両
首
は

『
拾
遺

集
』

雑

秋

に
連

続
し

て
採
ら
れ

て
い
る

(
一
〇
八
八

・

一
〇
八
九
)
が
、

『
拾
遺

抄
』

で
は
、

二
〇

一
番
歌
は
秋

に
採
ら
れ

て
い
る
が
、
二
〇
二
番
歌
は
採
ら

れ

て
い
な

い
。

一
方
、
『
古
今
六
帖
』
「
あ
ふ
ぎ
」

に
二
〇
二
番
は
採
ら

れ
た
が
、
二
〇

一
番
は
採
ら
れ

て
い
な

い
。
二
〇
三
番
は
、
中
務
集

に

し
か
収
め
ら
れ

て
い
な

い
。
公
任
は
、

こ
れ
ら
典
拠
を
異
な
る
三
首

を
、

涼
し

い
扇

の
風
が
秋
を
呼
び
込
み
、

夏
か
ら
秋

へ
渡
す
と
い
う

『拾

遺

抄
』
と
は
別
な
観
点

で
選
ん

で
い
る
。

(
一
五
)
注

(
=
二
)
拙

稿
参
照
。

(
一
六
)

『
白
氏
文

集
』

(
一
二
八
七

)
「
聞
二夜
砧

一」

を
典
拠

と

し
、

『
源

氏
物
語
』
「
夕
顔
」

に
も
引
か
れ
よ
く
知

ら
れ

て
い
た
。

『古
今

六
帖
』

「
服
飾
」
部
に

「衣

う

つ
」

が
あ
り
、

『和
漢
朗
詠
集
』

「
擣
衣

」

の
三

五

一
番

「唐

こ
ろ
も
」
歌

が
採

ら
れ
て
い
る
。

し
か
し

「
擣
衣

」

「
衣

う

つ
」

は
、

も
と
も

と
征
旅

の
夫
を
思

う
妻
を
詠

む
中
国
詩

の
主
題

で

あ
り
、
和
歌

も
漢
詩
的
色
彩

の
強
く
、

『古
今
集
』

以
降

あ
ま

り
詠

ま

れ
な
く
な

っ
っ
て
い
た
。

し
か
し
公
任

は
、
晩
秋

に
冬

へ
の
準
備
を
す

る

「擣
衣
」

と
い
う
主
題

は
、
秋
か

ら
冬

へ
の
橋
渡
し
項
目
と

し
て
ふ

さ
わ
し
い
と
判
断

し
、

『和
漢
朗
詠
集
』
秋
部
巻

末

に
設

け
た

の

で
あ

ろ
う
。

『和
漢
朗
詠
集
』

以
降
、

「擣
衣
」

は
再
び
、
歌
題
と

し
て
定
着

し
、

『堀

河
院
百
首
』
等

に
詠

ま
れ
て
行
く
。

(
一
七
)

『白
氏
文
集
』

(
=
ご
八
六
)

「早
冬
」
を
典
拠

と
し

、

『
千

載
佳

句
』

に
は
採
ら

れ
て
い
な

い
。

(
一
八
)

『
後
撰

集
』
冬

(
四
四
五
)
、

『古

今
六
帖
』

「
は

つ
ふ
ゆ
」

(
二
〇

九
)

に
収
め
ら
れ

て
い
る
。

(
一
九
)
和
語

「
か
す
み
」
と
漢

語

「霞
」

も
差

異
に

つ
い
て
は
、
小
島
憲

之

氏

「
上
代

に
於

け

る
詩

と
歌

1

「
霞
」

と

「
霞

」

を

め

ぐ

っ

て
ー

」
(
『松

田
好
夫
先
生
追
悼
論
文
集
、

万
葉
学
論
攷
』

平
成

二
年

四
月
、
続
群
書
類
従
完
成
会
)

や
、
柳

沢
良

一
氏

「和
漢
朗
詠
集
を
読

む

ー

「
霞
」

と

「
か
す

み
」
」

(
『国
文
学

』

第

三
四
巻

第
十

号
、

平

成

元
年

八
月
)

が
詳

し
い
。
上
代

に
お
け
る

「
か
す

み
」
歌

は
春

に
か

ぎ
る
も
の

で
な
く
、
色
彩

も
赤
味
を
帯

び
た
も

の
も
詠

ま
れ

る
。
安

田

徳

子

「歌
語

「
か
す

み
」
成
立

と

「霞
」
i

四
季
感
と
色

彩
感

に
注

目

し
て

ー

」

(
『和
漢
比
較
文
学
』
第

五
、

平

成
元

年
十

一
月

)
。

緑

の
霞

に

つ
い
て
川
村
晃
夫
氏

「詩
語
と
歌
語

の
あ

い
だ

1

霞

の
色
を

め
ぐ

っ
て

ー

」

(
『國
學
院
雑
誌
』
九
五
巻
十

一
号
、
平
成

六
年

十

一

月
)

が
詳
し

い
。
以
上

の
問
題

に

つ
い
て
は
、
拙
稿

「
日
本
漢
詩

に
お

け
る

「霞
」

の
解
釈

に

つ
い
て

ー

『
新
撰
朗
詠
集
』
『
和
漢
朗

詠
集

』

『
新
撰
朗
詠
集
」
を
中
心

に

ー

」

(『
和
漢

比
較

文
学
』

第

十

四
号
、

平
成
七
年

一
月
)
、
「
浅
緑

の
霞

に

つ
い
て

1

和
漢
朗
詠
集

「
碧
羅
」

と
千
載
佳
句

「
碧
煙
」
ー

」

(『
史
料
と
研
究
』
第

二

四
号

、

平
成

七

年

三
月
)
参
照
。

(
二
〇
)
安
田
徳
子
氏

は
こ
の
詩
句
が
採
ら
れ
た

の
は
、

「
霞
」

が
早
春

の

景
物
と
し

て
詠
ま
れ

て
い
る
和
歌

に
合
せ
採
録
さ
れ
た

の
で
あ

ろ
う
と

指
摘
さ
れ

て
い
る
。
注

(
一
九
)
参
照
。

(
二

一
)
七
七
番
歌

は

『
拾
遺
集
』

の
春

三
番

歌

で
あ

る
が
、

前

二
首

は

『
拾
遺
抄
』

に
採
ら
れ

て
い
る
が
、

こ
の
和
歌
は
採

ら
れ

て
お

ら
ず
、

こ
こ
も
勅
撰
集
と

は
違
う
編
集
方
針
が
見
ら
れ
る
。

(
二
二
)

「
万
葉
歌
人

に
と

っ
て
、
橘
は
漢
籍
が
必
要
条
件

で
は
な
か

っ
た
」

等
、
万
葉
歌
と
平
安
和
歌
、
及
び
中
国
漢
詩
、

日
本
漢
詩

の
橘
詩
歌

の

　　



問
題

に

つ
い
て
は
、
山
元
有
美
子
氏

「
万
葉
的
橘
と

古
今
的

橘
」

『
王

朝
-

遠
藤
嘉
基
博
士
古
稀
記
念
論
集
1

』
(洛
文
社
、
昭
和
四
十

九
年
五
月
)

に
詳
し

い
。

(
二
三
)

『
十
巻
本
和
名
抄
』

に
は

「
橘
兼
名
苑
云
橘

〈
居
蜜
反
〉

一
名
金

衣

〈
太
知
波
奈
〉
菓
木
又
菓
名
」
と
あ
り
、
平
安
末

『
観
智
院
本
類
従

名
義
抄
』

に

「
廬
橘
」

の
見
出
し
が
あ
り
、
「
ハ
ナ
タ

チ
バ

ナ
」

の
訓

が
あ

る
。
『
和
漢
朗
詠
集
』
諸
注
釈
は
以
下

の
通
り

で
あ

る
。

川

口
久

雄
氏
は

「
夏
蜜
柑
」
。
(
『
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
和

漢
朗

詠
集

』

昭

和
四
〇
年

一
月
)
。
大
曽
根
章
介
氏
は

「
夏
蜜
柑
」
と

す

る
が

『
和

漢

朗
詠
集
鈔
』

の

コ

説
と
し

て
枇
杷

の
意
と

い
う
」
も
紹
介

。
(
『新

潮

日
本
古
典
集
成
和
漢
朗
詠
集
』
昭
和
五
八
年
九
月
)
。

金

子
元

臣
氏

は

『
和
漢
三
才
図
絵
』

を
引
き
金

柑
や
夏
蜜
柑

と
同
種
と

し
、

枇
杷

と

別

物
と
さ
れ
る
。
(
『
和
漢
朗

詠
集

新
釈
』

明
治
書
院

、
明
治
四
三
年
七
月
)。

柿

村
重
松
氏

は
、

「夏
蜜
柑
」

と
し
、

語
釈

と
し

て
前
漢
司

馬
相

如

の

く
わ
う
か
ん
た
う
そ
う

上
林
賦

の
用
例

「文

選
、
上
林

賦
云
、
廬
橘

夏
熟
、
黄
甘
橙
棒
、
枇
杷

い

い
ん

き

ざ
ん

燃
柿
、
注

云
応
劭

日
、
伊

尹
書

日
、
箕
山
之
東
、
青

鳥
之

所
レ
有
、

廬

橘
夏
熟
」
を
引

く
。

(
『和
漢
朗
詠
集
考
証
」

パ

ル
ト

ス
社
、
大
正

一
五

年

四
月
)
。
菅
野
禮
行
氏

は

「金
柑
説
」

で

「上
林
賦
」

紹

介
。

(
『
新

編

日
本
古
典
全
集
和
漢
朗
詠
集
』
平
成
十

一
年
十
月
)
。

「廬
橘
」

の
中

国
詩
か
ら

の
語
釈

に

つ
い
て
は
、
植
木
久
行
氏

「
『
和
漢

朗
詠

集
』

所

収
唐
詩
注
釋
補
訂

(五
)
」

(
一
九
九

二
年
十
月

『
中
国
詩
文
論
叢
』
第

十

一
集
)

に
詳
し

い
。
大

ま
か

に
言
え
ば
、
漢

・
晋

の
廬
橘

は
金
柑
属

の

一
種

で
、
唐

・
宋
以
後

は
、
枇
杷
と

い
う
傾
向

に
あ

る
と
さ
れ
、
戴

叔
倫

「湘

南
即
時
」
(
『
三
體
詩
』
巻

一
)
「
廬
橘
華
開

楓
葉

衰
」

と
白

居
易

の
本

詩

に

つ
い
て
の

「
晩
秋

に
花
が

ひ
ら
き
梅
雨
ご

ろ
に
実
が
重

い
果
物

は
、

た
と
い
橘

の
名
が

つ
い
て
は

い
て
も
、

ミ
カ

ン
の
た
ぐ

い

で
は
な
く
、

ビ

ワ
と
み
る
ほ
う
が
自
然
だ

ろ
う
。
か
り

に
ミ
カ

ン
類
と

し

て
も
夏

ミ
カ

ン
に
ち
か

い
も

の
で
、
キ

ン
カ

ン
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
」

の
記
事
を
紹
介
し
、
「
か
く

て
、
謎

に
み
ち
た
廬
橘

に
対

し

て
、

一
方

く
ろ

で
は
文
字
づ
ら
か
ら

「
廬
き
橘
」
を
求
め

つ
つ
、
他
方

で
は

「
夏
熱
」

の
語

に
着
目

し

て

「
後
世

遂

に
多
く

枇
杷

と
為

す
」

(
清

の
張
雲

傲

『
選
学
膠

百
』
巻
五
)

の
結
果

に
な

っ
た
わ
け

で
あ
る
。
」
と
し

て
枇
杷

説
を
や
や
有
力
と
紹
介
し

て
い
る
。

(
二
四
)
例
え
ば

『白

氏
文
集
』
「
棟
貢
橘

書
情
」
(
二
四
四

一
)

等
、

白
楽

天

の
橘

詩
は
他
に
も
あ
る
。

(
二
五
)
増
田
繁
夫
氏
校

注

『
和
泉
古
典
叢
書
枕

草
子
』

(和

泉
書

院
、

昭

和

六
十

二
年
十

一
月

)。

(
二
六
)
橘

は

「郭
公

の
よ
す

が
」

と
な
る
と
い
う
文

の
と
お
り
橘

の
歌

の

展
開
と
し

て
公
任

は
、

一
七

三
番

に
郭
公
を
加

え
た

一
七

四
番

「
ほ
と

と
ぎ
す
花

た
ち
ば

な
の
香
を
と

め
て
」
を
撰

ん
だ

の

で
あ
ろ
う
。

(
二
七
)

日
本
漢
詩

で
は
橘
を

あ
ま
り
素
材
と

し
な
い
。
具
平
親
王

の
詩
句

と

『
本
朝
文
粋
』
所
載

の

「
遠
久
良
養
生
方
」

(兼

明
親

王
)

の
み

で

あ

る
こ
と
が
、
注

(
二
二
)

の
山
元
論
文
参
照
。

(
二
八
)
公
任
が

「廬
橘
」
詩
句
を

『
和
漢
朗
詠
集
』

「
花
橘
」

に
採

っ
た

理
由
を
、
院
政
期

の
歌
学
書

『
和
歌
童
蒙
抄
』

に
お

い
て
藤
原
範
兼
が
、

「
御
覧
三
百
十

一
に
云
、
橘
部
日
、
李
廣
七
類
日
、

梁
土
青

襄
、

廬

橘

是
生
二
金
衣
ハ
素
裏
斑
斑
理
内
家
。
さ
れ
ば
又
花
橘

に
あ
ら

ず
と

い
は

む

こ
と

い
か
が
と
お
ぼ
ゆ
。
橘

に
は
あ
ら

で
に
た
ら
む
も

の
を
御
覧
橘

部

に
は
、
ま
さ

に
い
る
べ
か
ら
ぬ

こ
と
也
。
此
を

み
て
四
條
大
納
言
朗

詠
集

に
は
廬
橘
子
低
と
云

へ
る
詩
を
ば

い
れ
た
る

に
や
。
」
(
第
七
木
部

「
花
橘
」
)
と
推
察
し

て
い
た
。
但
し

、

範
兼

が

云
う

「
御

覧
」

こ
と

『
修
文
殿
御
覧
」
は
現
在
逸
書

で
あ
る
。

(
二
九
)
注

(
三
)
三
木
雅
博
氏

『
和
漢
朗
詠
集
と
そ

の
享
受
』

に
指

摘
さ

れ

て
い
る
。
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(
三
〇
)

『
古
今
六
帖
』

の

「
う
る
ふ
月
」

は
、
閏
月

の
和
歌
を

三
月

か
ら

一
二
月
ま
で
月
順

に
集

め
た
も
の
で
あ

り
、

「余

り

の
春

」

の
閏

三
月

の
和
歌
と
は
別

な
観
点

で
設

け
ら
れ
て
い
る
。

(
三

」
)
注

(
三
)

三
木
雅
博
氏

『和
漢
朗
詠
集

と
そ
の
享
受
』
参

照
。

(
三
二
)
注

(
二
)
拙
稿

「
『和
漢
朗
詠
集
』

「閏

三
月
」
部

に

つ
い
て
」
参

　
;o

(
三
三
)

『
千
載
佳
句
』

「雑
花
」

「送

二准
南
李
申

丞

一」

と
い
う
詩
注

で
収

め
ら
れ

て
い
る
。

(
三
四
)
六
〇
番
は
、

『本
朝
文
粋
』
巻

八
、
詩
序

一
、

時
節

部

「
後

三
月

陪
二
都
督

大
王
華
亭
ハ

同
賦

・
今
年

又
有

レ春
、
各
分

二
一
字

一応

レ
教

」

(巻

八

・
詩
序

・
時
節
)

の

一
節

で
あ
る
。

そ
し
て
六

一
番
も

『
和
漢

朗
詠
集
私
注
』

に
よ
れ
ば
六

〇
番

と
同

じ
応
和

元
年

二
月

一
六

日
の
宴

の
詩
句

と
さ
れ
る
。
宴

に
集

ま

っ
た
文
人
達

は
今
年

は
三
月

に
閏

の
あ

る

こ
と
を
詩

に
表
現

し
よ
う
と
し
た
。

そ
の
時
、
基

に
し

た
の
が
陸
侍

御

の
五
九
番

の
詩
句

と
、

そ
れ
を
本
説
と
す
る
六
二
番
の
伊
勢
歌
で
あ

っ

た
ろ
う
。

(
三
五
)
注

(二
)
拙
稿

「『和
漢
朗
詠
集
』
躑
躅
部
成
立
の
背
景
-

王

朝

の
色
彩
美

」
参

照
。

(
三
六
)

こ
の
詩
句

の
典
拠

は

『白
氏
文
集
』
「
題

三
兀
八
渓
居

一」

(〇
九

四

一
)

で
あ

る
。

「晩
蘂
」
と

は
遅
く
咲
く
花

の
意
。
「
晩
蘂
」

は
那
波
本

で
は

「
晩
葉
」
と
な

っ
て
い
る
。
白
芙
蓉
」

は
、
白
蓮

の
意
。
白
楽
天

の

つ
つ
じ
詩

に

つ
い
て
は
平
岡
武
夫
氏
が
詳
し

い

(
「
白
居
易

の
山
石

榴
花

(
つ
つ
じ
)

の
詩
」
『
漢
学
研
究
』
第

二
十

二

・
二
十

三
合
併
号
、

昭
和
六
〇
年

三
月
)
。
白
楽
天

は
、
十

三
編
も

つ

つ
じ

を
詠

む
が

そ

の

ほ
と
ん
ど
が

「山
石
榴
花
」
表
記

で
あ

る
。

(
三
七
)
延
喜
式
、
本
草
和
名
、
和
名
類
聚
抄
等

で
は

つ
つ
じ

は

「
躑
躅
」

表

記
と
な

っ
て
お
り
、
公
任

の
意
識

に
も
本
草
表
記
が
あ

っ
た
か
と
思

わ
れ

る
。

(
三
八
)

「
寒
食
」
と

は
、
中
国

の
行
事

の

一
つ
で
冬
至
か
ら
百
五

日
目

に

火
断
ち
を
し

て
食
事
を
す

る
日
。

(
三
九
)

ほ
と
と
ぎ
す

の
漢
名

の
杜
鵑

は
、
血
を
吐

い
て
鳴
く
故
事
を
名

の

由
来
と
す

る
。

そ
の
血

の
色
が
唐
紅
な

の
で
あ

る
。

「
と

き
は

の
山
」

「
ほ
と
と
ぎ
す

(杜
鵑
)
」
「
唐
紅
」
と

い
う
連
想
は
、
「
と
き
は
山
」
と

　

　

　

「杜
鵑
花

(
つ
つ
じ
)
」
「
紅
」
を
結
び
付
け

る
。
又
、

赤

羽
氏

は

「
思

ひ
い
つ

る
」

の

「
ひ
」

に
、
炎

の

「
火
」
が
込
め

て
あ
る
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
赤
羽
学
氏

「
『
古
今
集
」

一
四
八

「
唐
紅

の
ふ
り

い

で
て
ぞ

鳴
く
」

の
解
釈
私
見
」

(『
文
学

・
語
学
』
第

一
〇
七
号
、
昭
和
六
〇
年

一
〇
月
)

・
三
木
雅
博
氏

「
漢
詩

の
自
然
把
握
と
和
歌

の
自
然
把
握
」

(片
桐
洋

一
氏
編

『王
朝
和
歌
の
世
界
-

自
然
感
情
と
美
意
識

ー

』

世
界
思
想
社
、
昭
和
五
九
年
六
月
)
。

(
四
〇
)
中
国

で
は
、
郭
公

は
蜀
王

の
杜
宇

(望
帝
)
が
臣

の
妻
と
通
じ
た

こ
と
を
恥
じ
帝
位
を
去
り
、
死
後

そ
の
魂
が
化
し

て
郭
公

に
な

っ
た
と

い
う
伝
説

(『
蜀
王
本
紀
』
『
華
陽
国
志
』
)
や
郭
公

の
初

鳴
き

す

る
も

の
は
血
を
吐

い
て
死

ぬ
と

い
い
、
郭
公

の
鳴
き
声
を
真
似
る
と
血
を
吐

い
て
死
ぬ
等

の
伝
説

(『
異
苑
』
)
が
あ

る
。

ま
た
、
『
和
漢
朗
詠
集
」

の

「
郭
公
」
項
目

の

コ

声
山
鳥
曙
雲
外
、

万
点
水
蛍
秋
草
中
」

(
一
八

二
)

の
詩
句
を
採

っ
た
問
題

に

つ
い
て
は
、

奥
村
郁
子
氏

の
御
論
考
が
あ

る
。

(「
『
和
漢
朗
詠
集
』
1

「
郭
公
」
を

め
ぐ

っ
て
r

」
川

口
久
雄
編

『
古
典

の
変
容
と
新
生
』
所
収
。

明

治

書
院
、
昭
和
五
十
九
年
十

一
月
)
。

や
ま
ぶ
き

又
、
「
款
冬
」
頭
詩
句

一
四
〇
番
は
、
和
漢
朗
詠

集

の
部
立

構
成

か

ら
は
、
異
例

の
日
本
人
詩
句

で
あ
る
。

こ
れ
は

「
款
冬
」
が
中
国

で
は

「
ふ
き

の
と
う
」
「
つ
わ
ぶ
き
」
を
指
し
、
詩
材
と
し

て
ほ
と
ん
ど
詠
ま

れ
な
か

っ
た
た
め
用
例
が
少
な

い
こ
と

に
よ
る
。

こ
れ
ら

の
問
題

に

つ

04



い
て
は
蔵
中
さ
や
か
氏

の
御
論
考

が
あ
る
。

(
「
『和
漢
朗
詠
集
』
褻

こ

部
の
意
義
」
『神
戸
女
学
院
大
学
論
集
』
第
四
十
七
巻
第

一
号

(通
巻

=
二
七
号
)
平
成
十
二
年
七
月
)。
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