
惟
喬
親
王
「
白
雲
の
絶
え
ず
た
な
び
く
峰
に
だ
に
」
歌
の
解
釈

隠
逸
世
界
へ
の
視
点
と
雲
林
院
文
化
圏
と
の
交
流
を
背
景
に

赤

木

裕

子

は
じ
め
に

一
、

従
来
の
解
釈
に
つ
い
て

二
、

「
白
雲
」
と
い
う
景
物
に
つ
い
て

三
、

惟
喬
親
王
の
出
家
後
の
生
活

四
、

雲
林
院
文
化
圏
と
の
交
流

五
、「
白
雲
の
」
歌
の
再
解
釈
に
つ
い
て

お
わ
り
に

『
古
今
和
歌
集
』
に
は
、
惟
喬
親
王
の
「
白
雲
の
絶
え
ず
た

な
び
く
峰
に
だ
に
住
め
ば
住
み
ぬ
る
世
に
こ
そ
あ
り
け
れ
」
と

い
う
和
歌
が
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
和
歌
に
つ
い
て
従
来
の
解

釈
で
は
、
惟
喬
親
王
の
出
家
後
の
悲
痛
な
心
情
や
孤
独
さ
を
読

み
取
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
そ
う
し
た
解
釈
に
対
し
、
本
稿
で

は
隠
逸
世
界
へ
の
視
点
と
雲
林
院
文
化
圏
と
の
交
流
を
視
座
に

考
察
し
て
い
く
。
惟
喬
親
王
歌
に
お
け
る
「
白
雲
」
は
、
隠
逸

世
界
を
象
徴
す
る
景
物
と
し
て
の
側
面
を
持
っ
て
お
り
、
ま
た

彼
の
出
家
後
の
生
活
環
境
は
、『
菅
家
文
草
』
に
お
さ
め
ら
れ

て
い
る
清
和
天
皇
へ
の
上
表
文
に
よ
る
と
「
水
石
幽
閑
地
」

「
煙
霞
晩
暮
家
」
と
い
う
よ
う
に
、
ま
さ
し
く
隠
者
が
暮
ら
す

よ
う
な
場
所
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
彼
が
親
し
く
交
流
し
て
い
た

雲
林
院
文
化
圏
は
、
常
康
親
王
の
遁
世
の
地
で
あ
り
、
そ
こ
で

編
ま
れ
た
漢
詩
集
で
は
「
山
人
道
士
」「
隠
逸
梵
門
」
と
い
っ

た
部
類
の
作
品
が
重
視
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
惟
喬

親
王
は
出
家
前
後
を
通
じ
て
隠
逸
世
界
と
の
関
わ
り
が
深
く
、

そ
の
た
め
彼
の
「
白
雲
の
」
と
い
う
和
歌
に
つ
い
て
も
、
そ
う

し
た
隠
逸
思
想
が
強
く
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
の
で
あ
る
。
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は
じ
め
に

惟
喬
親
王
は
、
承
和
十
一
（
八
四
四
）
年-

寛
平
九
（
八
九
七
）

年
の
人
物
で
、
文
徳
天
皇
の
第
一
皇
子
で
あ
る
。
母
は
紀
名
虎
女
の

静
子
。
弟
に
、
藤
原
良
房
女
の
明
子
を
母
に
持
つ
、
惟
仁
親
王
（
清

和
天
皇
）
が
い
る
。『
日
本
三
代
実
録
』
に
よ
る
と
、
貞
観
十
四

（
八
七
二
）
年
七
月
、
病
の
た
め
出
家
し
た
と
さ
れ
て
い
る１

）
。『
伊

勢
物
語
』
に
は
彼
と
在
原
業
平
を
中
心
と
し
た
文
学
に
よ
る
君
臣
の

交
わ
り
の
様
子
が
描
か
れ
て
お
り
、
ま
た
中
世
に
は
『
平
家
物
語
』

『

我
物
語
』
な
ど
の
軍
記
物
語
に
お
い
て
清
和
天
皇
と
の
位
争
い

の
様
子
が
説
話
的
に
語
ら
れ
る
な
ど
、
長
ら
く
物
語
世
界
の
中
で
享

受
さ
れ
て
き
た
人
物
で
あ
る
。

惟
喬
親
王
の
文
学
活
動
に
つ
い
て
は
、『
古
今
和
歌
集
』
に
「
桜

花
散
ら
ば
散
ら
な
む
散
ら
ず
と
て
ふ
る
さ
と
人
の
来
て
も
見
な
く
に

（
春
歌
下
・
七
四
）」、「
白
雲
の
絶
え
ず
た
な
び
く
峰
に
だ
に
住
め

ば
住
み
ぬ
る
世
に
こ
そ
あ
り
け
れ
（
雑
歌
下
・
九
四
五
）」
と
い
う

二
首
の
和
歌
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
ほ
か
に
、『
和
漢
朗
詠
集
』
に

漢
詩
文
の
一
部
が
と
ら
れ
て
い
る２

）
。
さ
ら
に
、
鎌
倉
時
代
に
成
立
し

た
百
科
事
典
『
二
中
歴
』
の
「
詩
人
歴
」
と
い
う
項
に
名
を
残
し
て

お
り
、
和
漢
に
秀
で
た
文
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

本
稿
で
は
、
先
に
あ
げ
た
『
古
今
和
歌
集
』
雑
歌
下
の
部
に
お
さ

め
ら
れ
て
い
る
「
白
雲
の
絶
え
ず
た
な
び
く
峰
に
だ
に
」
と
い
う
和

歌
を
対
象
に
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
こ
の
和
歌
に
つ
い
て
は

古
今
を
通
じ
て
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
て
き
た
の
で
あ

る
が
、
未
だ
に
解
釈
の
余
地
は
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の

中
で
も
、
従
来
は
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
隠
逸
世
界
へ
の
視
線

と
、
雲
林
院
文
化
圏
と
の
交
流
と
い
っ
た
二
つ
の
事
柄
を
背
景
に
見

据
え
て
新
た
な
解
釈
を
試
み
た
い
と
考
え
る
。

一
、
従
来
の
解
釈
に
つ
い
て

さ
て
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
『
古
今
和
歌
集
』
に
お
さ
め
ら

れ
て
い
る
次
の
和
歌
で
あ
る
。

白
雲
の
絶
え
ず
た
な
び
く
峰
に
だ
に
住
め
ば
住
み
ぬ
る
世
に
こ

そ
あ
り
け
れ

（
雑
歌
下
・
九
四
五
・
惟
喬
親
王
）

詞
書
は
無
く
、
こ
の
和
歌
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
詳
し
く
知
る
こ

と
は
出
来
な
い
が
、
鎌
倉
末
期
の
作
と
さ
れ
る
『
古
今
集
注
』
に

「
此
歌
ハ
惟
喬
ノ
親
王
遁
世
シ
給
テ
小
野
里
ニ
住
給
フ
ト
キ
ヨ
ミ
給

ヘ
リ３

）
」
と
あ
る
の
を
は
じ
め
、
松
田
武
夫
氏
も
「
奇
説
の
多
い
毘
沙

門
堂
注
を
始
め
、
慎
重
な
余
材
抄
に
至
る
ま
で
、
こ
の
惟
喬
親
王
の
、

比
叡
山
麓
、
小
野
へ
の
遁
世
閑
居
を
背
景
に
お
い
て
解
す
る
む
き
が

あ
る
が
、
肯
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う４

）
」
と
述
べ
て
お
り
、
出
家
後
に
詠

ま
れ
た
も
の
と
す
る
解
釈
が
主
流
で
あ
る
。
和
歌
に
お
け
る
「
白
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雲
」「
峰
」「
住
め
ば
住
み
ぬ
る
」
と
い
っ
た
表
現
を
み
て
も
、
出
家

後
に
山
中
に
て
遁
世
生
活
を
送
る
中
で
詠
ま
れ
た
も
の
と
見
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。

こ
の
和
歌
が
こ
れ
ま
で
に
ど
の
よ
う
な
解
釈
を
さ
れ
て
き
た
か
、

そ
の
一
端
を
み
て
い
く
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

『
両
度
聞
書
』・
東
常
縁
（
講
釈
）、
宗
祇５

）
（
著
書
）

惟
喬
の
御
子
は
、
十
善
の
位
に
も
つ
き
給
べ
き
御
身
の
其
本
意

も
叶
は
せ
給
は
で
、
し
か
も
世
を
の
が
れ
、
か
す
か
な
る
山
里

な
ど
に
お
は
し
ま
す
此
、
世
の
中
を
思
取
り
て
よ
み
給
け
る
心
、

ま
こ
と
に
あ
は
れ
あ
さ
か
ら
ず
こ
そ
。

『
古
今
和
歌
余
材
抄
』・
契
沖６

）

六
帖
に
題
峯
作
者
を
し
る
さ
ず
護
身
の
上
に
も
か
く
は
思
べ
き

を
こ
と
に
文
徳
天
皇
第
一
の
皇
子
に
ま
し
〳
〵
て
御
う
つ
く
し

み
も
他
に
こ
と
に
お
は
せ
し
御
身
を
や
つ
し
て
世
を
の
が
れ
て

か
す
か
に
お
は
し
ま
し
け
る
ほ
ど
の
事
思
ひ
や
り
て
見
る
べ
し
。

『
古
今
和
歌
集
評
釈
』・
金
子
元
臣７

）

金
殿
玉
棲
に
の
み
起
臥
さ
れ
た
御
心
地
に
、
は
じ
め
は
住
み
遂

げ
難
く
思
し
召
さ
れ
た
山
住
で
あ
つ
た
が
、
自
然
の
成
行
に
抗

し
か
ね
て
、
そ
こ
に
あ
き
ら
め
が
湧
い
た
や
う
な
お
歌
で
、
御

心
の
中
を
察
す
る
と
、
実
に
畏
く
も
悲
し
い
。

東
常
縁
の
講
釈
を
宗
祇
が
書
き
記
し
た
『
両
度
聞
書
』
で
は
「
十

善
の
位
に
も
つ
き
給
べ
き
御
身
」
で
あ
っ
た
惟
喬
親
王
が
「
か
す
か

な
る
山
里
」
に
住
む
こ
と
に
な
り
「
世
の
中
を
思
取
り
て
」
和
歌
を

詠
ん
だ
、
そ
の
悲
哀
の
情
の
深
さ
を
推
察
し
て
い
る
。
全
体
的
に
位

争
い
譚
の
影
響
が
う
か
が
わ
れ
る
解
釈
で
あ
る
。
契
沖
の
『
古
今
和

歌
余
材
抄
』
で
は
位
争
い
譚
へ
の
言
及
は
無
い
が
、
宗
祇
と
同
様
に
、

か
つ
て
は
「
御
う
つ
く
し
み
も
他
に
こ
と
に
お
は
せ
し
御
身
」
で
あ

っ
た
親
王
が
「
御
身
を
や
つ
し
て
世
を
の
が
れ
て
か
す
か
に
お
は
し

ま
し
け
る
」
こ
と
に
な
っ
た
そ
の
心
情
を
思
い
遣
っ
て
解
釈
す
る
よ

う
に
提
言
し
て
い
る
。
宮
中
で
は
父
で
あ
る
文
徳
天
皇
の
寵
愛
も
受

け
な
が
ら
慈
し
み
大
切
に
育
て
ら
れ
て
い
た
過
去
の
惟
喬
親
王
の
姿

と
、
山
中
で
ひ
っ
そ
り
と
生
活
す
る
現
在
の
惟
喬
親
王
の
姿
と
を
比

較
し
、
そ
の
落
差
に
同
情
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
解
釈
に

連
な
る
の
が
金
子
元
臣
氏
で
あ
り
、
宮
中
で
の
生
活
に
お
い
て
は

「
金
殿
玉
棲
に
の
み
起
臥
さ
れ
た
」
で
あ
ろ
う
惟
喬
親
王
が
、
山
中

で
の
生
活
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
心
境
を
推
し
は
か
り
、

諦
念
や
悲
痛
の
情
を
読
み
取
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
注
釈
は
、「
白
雲
の
絶
え
ず
た
な
び
く
峰
に
だ
に
住
め

ば
住
み
ぬ
る
世
に
こ
そ
あ
り
け
れ
」
と
い
う
和
歌
表
現
の
背
景
に
、

か
つ
て
の
宮
中
で
の
不
自
由
な
い
暮
ら
し
を
想
定
し
て
、
現
在
と
過
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去
と
の
落
差
か
ら
、
詠
者
で
あ
る
惟
喬
親
王
の
悲
痛
を
読
み
取
る
も

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
だ
に
」
と
い
う
副
助
詞
は
「
最
低
の
意
を

表
わ
す８

）
」
と
さ
れ
る
が
、
宮
中
で
の
生
活
と
比
べ
て
、
最
低
限
度
の

場
所
が
「
白
雲
の
絶
え
ず
た
な
び
く
峰
」
で
あ
る
と
す
る
。

一
方
で
「
白
雲
の
絶
え
ず
た
な
び
く
峰
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て

は
、
物
理
的
な
距
離
の
遠
さ
を
表
す
も
の
だ
と
す
る
解
釈
が
あ
る
。

新
日
本
古
典
文
学
大
系
で
は
「
白
雲
の
…
峰
に
だ
に
」
に
対
し
て

「
人
里
か
ら
隔
絶
し
た
山
上
を
い
う
表
現９

）
」
と
い
う
注
釈
を
つ
け
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
他
に
も
、
片
桐
洋
一
氏
は
こ
の
和
歌
の
要
旨
を
、

人
里
離
れ
た
所
で
の
隠
遁
生
活
も
、
し
よ
う
と
思
え
ば
、
な
ん

と
か
で
き
る
こ
と
で
あ
る
よ
と
み
ず
か
ら
に
言
い
聞
か
せ
て
い

る
の
で
あ
る10

）
。

と
解
説
し
て
お
り
、「
白
雲
の
絶
え
ず
た
な
び
く
峰
」
に
該
当
す
る

箇
所
を
「
人
里
離
れ
た
所
」
と
言
い
換
え
て
い
る
。

以
上
、
惟
喬
親
王
歌
が
従
来
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
の
か
、

そ
の
一
端
を
み
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
「
白
雲
の
絶
え
ず

た
な
び
く
峰
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
、「
宮
中
で
の
生
活
か
ら

掛
け
離
れ
た
最
低
限
の
場
所
」
と
し
て
理
解
す
る
も
の
が
あ
る
一
方

で
、「
人
里
か
ら
遠
く
離
れ
た
峰
」
と
い
う
よ
う
に
物
理
的
な
距
離

の
遠
さ
を
表
現
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ

た
。で

は
、
果
た
し
て
惟
喬
親
王
に
と
っ
て
自
身
が
現
在
暮
ら
す
「
白

雲
の
絶
え
ず
た
な
び
く
峰
」
は
、
か
つ
て
の
宮
中
で
の
生
活
と
の
落

差
を
自
覚
さ
せ
、
悲
痛
や
諦
念
を
生
む
場
所
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
あ
る
い
は
、
人
里
と
の
隔
絶
を
意
味
す
る
場
所
で
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。二

、「
白
雲
」
と
い
う
景
物
に
つ
い
て

和
歌
に
お
け
る
白
雲

ま
ず
、「
白
雲
の
絶
え
ず
た
な
び
く
峰
」
を
人
里
か
ら
隔
絶
し
た

場
所
と
す
る
解
釈
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
解
釈
が
生
ま
れ

る
の
は
『
万
葉
集
』
を
は
じ
め
と
す
る
和
歌
の
世
界
に
お
け
る
「
白

雲
」
と
い
う
景
物
へ
の
、
あ
る
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
て
い
る
た
め
だ

と
考
え
ら
れ
る
。『
万
葉
集
』
に
は
、

こ
こ
に
し
て
家
や
も
い
づ
ち
白
雲
の
た
な
び
く
山
を
越
え
て
来

に
け
り

（
巻
第
三
・
二
八
七
）

後
れ
居
て
我
が
恋
ひ
居
れ
ば
白
雲
の
た
な
び
く
山
を
今
日
か
越

ゆ
ら
む

（
巻
第
九
・
一
六
八
一
）

白
雲
の
五
百
重
に
隠
り
遠
く
と
も
夕
去
ら
ず
見
む
妹
が
あ
た
り

は

（
巻
第
一
〇
・
二
〇
二
六
）
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と
い
っ
た
和
歌
が
あ
る
。
一
首
目
は
、
白
雲
の
た
な
び
く
山
を
越
え

て
は
る
ば
る
や
っ
て
来
た
の
で
家
が
ど
の
方
向
に
あ
っ
た
の
か
分
か

ら
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
二
首
目
は
、
家
に
残
っ
て

私
が
恋
し
く
思
っ
て
い
る
こ
ろ
あ
な
た
は
白
雲
の
た
な
び
く
山
を
今

日
に
も
越
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
和
歌
は
惟
喬
親
王
歌
と
同
じ
よ
う
に
白
雲
の
た
な
び
く
山
が
詠

み
こ
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
山
の
高
さ
が
白
雲
の
た
な
び
く

程
に
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
こ
か
ら
、
自
分
と
家
、
自
分
と
相

手
と
の
距
離
が
非
常
に
遠
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
白
雲
が
、

両
者
の
間
に
あ
る
距
離
の
遠
さ
を
自
覚
さ
せ
る
も
の
と
し
て
機
能
し

て
い
る
と
い
え
る
。
三
首
目
の
「
白
雲
の
五
百
重
に
隠
り
遠
く
と

も
」
と
い
う
和
歌
に
お
い
て
は
そ
の
機
能
が
よ
り
顕
著
に
み
ら
れ
、

私
と
あ
な
た
と
の
距
離
は
、
白
雲
が
幾
重
に
も
重
な
り
覆
い
隠
す
程

に
離
れ
て
い
る
が
、
夜
ご
と
に
あ
な
た
の
居
る
辺
り
を
見
ま
し
ょ
う
、

と
い
う
意
味
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
の
白
雲
は
自
分
と
相

手
と
の
距
離
の
遠
さ
を
自
覚
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
相
手
の
い
る
辺

り
を
眺
め
る
詠
者
の
視
界
を
遮
る
障
害
物
と
し
て
の
機
能
も
有
し
て

い
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
万
葉
集
』
に
お
け
る
白
雲
の
表
現
の
一
例
と
し

て
、
山
の
高
さ
を
強
調
し
自
分
と
対
象
と
の
距
離
を
自
覚
さ
せ
る
も

の
、
視
界
を
遮
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
う
し
た
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
白
雲
」
の
用
例
に
つ
い
て
、
大

谷
雅
夫
氏
は
漢
詩
文
の
影
響
を
指
摘
し
「
南
北
朝
か
ら
隋
唐
に
か
け

て
の
、
望
郷
詩
の
詩
、
あ
る
い
は
遠
い
夫
や
友
人
を
思
う
詩
に
み
ら

れ
る
類
型
」
の
存
在
を
述
べ
、「

か
な
人
や
土
地
を
遠
望
し
よ
う

と
す
る
時
、「
白
雲
」
が
そ
の
視
界
を
さ
え
ぎ
り
隔
て
る
。
地
平
線
、

水
平
線
の
上
に
畳
な
わ
る
「
白
雲
」
が
、
遠
い
距
離
の
隔
絶
を
象
徴

す
る
。
そ
れ
が
詩
の
「
白
雲
」
の
表
現
の
一
類
型
で
あ
っ
た
」
と
し

て
い
る11

）
。
そ
う
し
た
詩
語
の
「
白
雲
」
が
和
歌
に
取
り
入
れ
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
漢
詩
文
の
世
界
で
は
地
平
線
や
水
平
線
に
横
た
わ
る
白

雲
が
、
和
歌
の
世
界
で
は
山
や
峰
と
と
も
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
る

な
ど
、
日
本
の
風
土
や
思
想
に
近
い
も
の
へ
と
表
現
は
変
化
し
て
い

く
が
、
隔
て
の
雲
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
は
依
然
と
し
て
受
け
継
が
れ
、

平
安
時
代
に
い
た
っ
て
も
次
の
よ
う
な
和
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

白
雲
の
八
重
に
か
さ
な
る
を
ち
に
て
も
思
は
む
人
に
心
へ
だ
つ

な

（
古
今
・
離
別
歌
・
三
八
〇
・
紀
貫
之
）

思
や
る
心
許
は
さ
は
ら
じ
を
何
隔
つ
ら
ん
峰
の
白
雲

（
後

・
離
別

旅
・
一
三
〇
六
・
橘
直
幹
）

前
者
は
、
白
雲
が
八
重
に
重
な
る
程
に
遠
く
に
行
っ
て
も
心
は
隔

て
な
い
で
欲
し
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
後
者
の
よ
う
に
、

あ
な
た
を
心
で
思
い
や
る
だ
け
な
ら
さ
し
つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
に
峰

の
白
雲
は
ど
う
し
て
二
人
の
間
を
隔
て
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
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い
う
和
歌
も
あ
る
。

こ
れ
ら
の
用
例
を
み
る
と
、
確
か
に
和
歌
の
世
界
に
お
け
る
「
白

雲
」
は
、
人
と
人
と
の
距
離
を
強
調
し
、
両
者
の
間
を
隔
て
る
障
害

物
と
し
て
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
が
分
か
る
。

漢
詩
文
に
お
け
る
「
白
雲
」

大
谷
氏
は
、
こ
う
し
た
和
歌
に
お
け
る
「
白
雲
」
と
い
う
景
物
の

持
つ
イ
メ
ー
ジ
は
、
漢
詩
文
に
み
ら
れ
る
隔
て
の
雲
の
イ
メ
ー
ジ
を

享
受
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る12

）
が
、
漢
詩
文
に
お
い
て
「
白

雲
」
は
ま
た
別
の
イ
メ
ー
ジ
も
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
漢
詩
の

事
典
』【
雲
（
白
雲
・
青
雲
・
浮
雲
・
朝
雲
）】
の
項
に
は
、
次
の
よ

う
に
書
か
れ
て
い
る
。

雲
は
、
そ
の
中
に
様
々
な
イ
メ
ー
ジ
を
蓄
え
て
い
る
。
そ
の
一

つ
に
、「
白
雲
」
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
社
会
的
な
束
縛
か
ら
解

き
放
た
れ
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
自
由
の
、
象
徴
で
あ
る
。
ま

た
そ
の
意
味
を
限
定
す
れ
ば
、
隠
遁
の
譬
喩
で
も
あ
っ
た13

）
。

こ
こ
で
は
「
白
雲
」
は
「
隠
逸
の
譬
喩
」
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て

い
る
。
漢
詩
文
の
世
界
に
お
け
る
こ
う
し
た
「
白
雲
」
の
イ
メ
ー
ジ

の
歴
史
は
長
く
、
中
野
将
氏
は
「「
白
雲
」
の
語
は
六
朝
期
晋
代
の

頃
か
ら
神
仙
、
あ
る
い
は
隠
者
を
い
う
作
品
に
多
く
み
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
ゆ
く
」
と
指
摘
し
、
さ
ら
に
「
白
雲
」
に
超
俗
的
・
神
秘

的
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
に
つ
い
て
、「
六

朝
期
は
隠
逸
・
神
仙
・
仏
教
な
ど
に
対
し
て
興
味
・
関
心
が
高
ま
っ

た
時
期
だ
が
、
そ
の
思
想
的
基
盤
と
な
っ
た
道
家
思
想
の
書
、『
荘

子
』
天
地
第
十
二
に
次
の
よ
う
な
寓
話
が
み
え
る
」
と
し
て
『
荘

子
』
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る14

）
。
中
野
氏
が
引
用
し
て
い
る
の
は

『
荘
子
』
外
篇
・
天
地
篇
・
第
十
二
の
、

千
歳
厭
世

千
歳
世
を
厭
え
ば

去
而
上
僊

去
り
て
上
僊
し

乗
彼
白
雲

彼
の
白
雲
に
乗
じ
て

至
于
帝
郷

帝
郷
に
至
る

と
い
う
箇
所
で
あ
る
。
中
野
氏
は
さ
ら
に
「
次
の
唐
代
、「
白
雲
」

が
俗
世
を
離
れ
た
場
所
や
人
物
の
象
徴
で
あ
っ
た
り
、
自
由
の
イ
メ

ー
ジ
と
結
び
つ
い
て
い
る
例
が
み
ら
れ
る
の
は
、
六
朝
時
代
の
こ
の

傾
向
が
姿
を
変
え
な
が
ら
依
然
と
し
て
継
続
し
て
ゆ
く
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
ろ
う15

）
」
と
述
べ
て
い
る
。
例
え
ば
、
唐
代
の
詩
人
で
あ
る

李
白
に
は
、「
白
雲
」
の
登
場
す
る
次
の
よ
う
な
詩
が
あ
る
。

「
白
雲
歌

送
劉
十
六
帰
山16

）
」

楚
山

山
皆
白
雲

楚
山

山

皆
白
雲
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白
雲
処
処
長
随
君

白
雲
処
処

長
に
君
に
随
ふ

長
随
君

長
に
君
に
随
ひ

君
入
楚
山
裏

君
は
楚
山
の
裏
に
入
る

雲
亦
随
君
渡
湘
水

雲
も
亦
た
君
に
随
ひ
て
湘
水
を
渡
る

湘
水
上

湘
水
の
上

女
羅
衣

女
羅
の
衣

白
雲
堪
臥
君
早
帰

白
雲
臥
す
る
に
堪
ふ

君
早
く
帰
れ

こ
れ
は
、
帰
山
す
る
友
人
を
送
る
た
め
の
詩
で
あ
る
。
山
は
隠
者

の
住
ま
い
で
あ
り
、
そ
の
山
へ
帰
隠
す
る
友
人
に
白
雲
が
付
き
従
う
。

そ
し
て
そ
の
山
で
、
君
は
隠
者
の
衣
裳
で
あ
る
女
羅
衣
を
ま
と
い
、

白
雲
の
し
と
ね
に
寝
こ
ろ
ぶ
が
よ
い
、
と
賦
す
の
で
あ
る
。
隠
逸
世

界
と
「
白
雲
」
と
い
う
景
物
と
の
結
び
つ
き
の
強
さ
が
う
か
が
わ
れ

る
詩
で
あ
る
。

こ
う
し
た
隠
逸
世
界
・
脱
俗
世
界
の
象
徴
と
し
て
の
「
白
雲
」
は
、

日
本
漢
詩
文
に
お
い
て
も
、
神
仙
詩
や
隠
逸
詩
な
ど
に
お
い
て
広
く

享
受
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
、
僧
侶
が
暮
ら
す
清
閑
な
空
間
を
描
写
す

る
際
に
も
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
い
く
つ
か
み
て
い
き
た
い
。

『
経
国
集
』
巻
第
十
・「
見
老
僧
帰
山
。
一
首
」

嵯
峨
上
皇

道
性
本
来
塵
事

道
性
本
来
塵
事

か
な
り

独
将
衣
鉢
向
煙
霞

独
り
衣
鉢
を
将
ち
て
煙
霞
に
向
ふ

定
知
行
尽
秋
山
路

定
め
て
知
り
ぬ
行
き
て
秋
山
の
路
を
尽

し

白
雲
深
処
是
僧
家

白
雲
深
き
処
是
れ
僧
家
な
る
こ
と
を

『
菅
家
文
草
』
巻
第
二
・「
山
寺
」

菅
原
道
真

古
寺
人
踪
絶

古
寺
人
踪
絶
ゆ

僧
房
挿
白
雲

僧
房
白
雲
を
挿
む

門
当
秋
水
見

門
は
秋
水
に
当
り
て
見
る

鐘
逐
曉
風
聞

鐘
は
曉
風
に
逐
ひ
て
聞
ゆ

老

高
僧
積

老

高
僧
積
み
た
ま
へ
り

深
苔
小
道
分

深
苔
小
道
分
れ
た
り

文
珠
何
処
在

文
珠
何
れ
の
処
に
か
在
せ
る

帰
路

香
薫

帰
路
香
の
薫
を

ぐ

『
性
霊
集
』
巻
第
三
・「
勅
賜
屛
風
書
了
即
献
表
。

詩
」

空
海

蒼
嶺
白
雲
観
念
人

蒼
嶺
白
雲
観
念
の
人

等
閑
絶
却
草
行
真

等
閑
が
て
ら
に
絶
ち
却
く
草
行
真

心
遊
仏
会
不
遊
筆

心
仏
会
に
遊
む
で
筆
に
遊
ば
ず

不
顧
揚
波
爾
許
春

揚
波
を
顧
み
ず
し
て
爾
許
の
春
ぞ

『
経
国
集
』
の
「
見
老
僧
帰
山
。
一
首
」
は
、
秋
山
の
路
を
行
く

と
白
雲
が
深
く
立
ち
込
め
る
場
所
が
あ
り
、
そ
の
場
所
こ
そ
が
独
り
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修
行
す
る
老
僧
の
家
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
と
い
う
も
の
。『
菅
家

文
草
』
の
「
山
寺
」
は
、
人
の
訪
れ
の
絶
え
た
山
に
あ
る
僧
の
住
ま

い
に
は
白
雲
が
漂
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
、
高
僧
の
暮
ら
す
山
中

の
幽
玄
さ
・
静
寂
さ
を
賦
し
た
も
の
で
あ
る
。『
性
霊
集
』
の
引
用

部
分
は
、
空
海
が
嵯
峨
天
皇
へ
の
上
表
文
の
中
で
記
し
た
詩
の
一
部

で
あ
る
。「
蒼
嶺
白
雲
観
念
の
人
」
と
は
、
青
々
と
し
た
山
で
白
雲

が
た
な
び
い
て
い
る
と
い
う
環
境
の
中
で
、
観
念
修
行
を
し
て
い
る

空
海
自
身
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
表
現
を
み
て
分
か
る
よ
う
に
、
平
安
時
代
初
期
の
日
本

漢
詩
文
に
お
い
て
「
白
雲
」
と
は
、
隠
者
や
僧
の
暮
ら
す
閑
静
な
場

所
に
似
つ
か
わ
し
い
景
物
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ

う
し
た
場
所
は
世
間
の
喧
騒
と
は
隔
絶
さ
れ
た
場
所
で
あ
る
が
、
そ

こ
に
孤
独
や
悲
哀
は
感
じ
ら
れ
ず
、
静
け
さ
や
幽
玄
さ
を
感
じ
さ
せ

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、「
白
雲
」
と
い
う
景
物
は
、
同
じ
く
漢
詩
文
か

ら
享
受
さ
れ
和
歌
の
世
界
で
も
用
い
ら
れ
て
き
た
人
と
人
と
を
隔
て

る
障
害
物
と
し
て
の
側
面
を
持
つ
一
方
で
、
隠
逸
・
脱
俗
世
界
の
象

徴
と
し
て
の
側
面
も
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
隠
逸
世
界
が
俗
世
と

遠
く
隔
た
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
通
じ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、

両
者
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
は
大
き
く
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
隔
て
の
象
徴

で
あ
る
「
白
雲
」
は
離
別
の
悲
痛
さ
や
孤
独
さ
を
滲
ま
せ
る
表
現
で

あ
る
が
、
隠
逸
・
脱
俗
世
界
の
象
徴
と
し
て
の
「
白
雲
」
は
そ
の
場

所
の
幽
寂
さ
や
清
浄
さ
を
感
じ
さ
せ
る
表
現
で
あ
る
。

惟
喬
親
王
歌
の
「
白
雲
の
た
え
ず
た
な
び
く
雲
」
に
つ
い
て
も
、

私
は
、
隠
逸
・
脱
俗
世
界
の
象
徴
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
な

の
で
は
な
い
か
、
む
し
ろ
そ
ち
ら
の
方
が
適
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
彼
は
漢
詩
文
に
も
通
じ
て
い
た
人
物
で
あ

っ
た
の
で
そ
う
し
た
漢
詩
的
イ
メ
ー
ジ
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
で
あ

ろ
う
し
、
出
家
後
に
幽
閑
な
山
中
で
仏
道
修
行
に
励
ん
で
い
た
彼
に

と
っ
て
は
、
隠
逸
世
界
を
象
徴
す
る
景
物
と
し
て
の
「
白
雲
」
の
方

が
身
近
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
、
惟
喬
親
王
の
出
家
後
の
生
活

彼
の
出
家
後
の
生
活
を
伝
え
る
上
表
文
が
あ
る
の
で
、
そ
ち
ら
を

み
て
い
き
た
い
。
尚
、
上
表
文
を
引
用
し
た
際
の
括
弧
内
の
書
き
下

し
は
、
私
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

『
菅
家
文
草
』
巻
第
十
・「
為

小
野
親
王
〔
惟
喬
親
王
〕
謝

別

給
封
戸

第
一
表
」

臣
某
言
。
去
九
月
二
十
一
日
勅
旨
、
賜

臣
百
戸
之
封
、
以
助

斎
食
之
費
。
仰
承

温

、
末

悟

比
量
。

中
謝

臣
往
年
病
発
、

沈
困
不

帰
。
謝

簪

於
帝
城
、
約

香
火
於
釈
衆
。
菩
提
一

念
、
身
雖

在

草
庵
之
中
、
空
観
六
時
、
心
未

離

魏
闕
之
下
。
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大
到
臣
合
門
、
万
事
皆
随

省
折
。
灰
冷
之
服
備

避

風
、
菜

茹
之

資

送

日
。
若
更
蒙

新
賞
、
猶
満
、
旧
封
、
水
石
幽

閑
之
地
、
有

嫌

於
貯
蔵
。

煙
霞
晩
暮
之
家
、
無

節

於
遊

用
。
陛
下
寵
光
不

翅
、
恩
之
叉
恩
甚
深
。
臣
虚
受

非
功
、
過

而
再
過
推
重
。
伏
願
、
臣
下
察

臣
丹
疑
、
照

臣
素
情
。

中

於
九
重
、
留
、
上

之
百
戸
、
臣
願
足
矣
、
臣
望

焉
。

臣
某
誠
惶
誠
恐
、

首
ゝ
ゝ
、
死
罪
ゝ
ゝ
。
謹
言
。

貞
観
十
六
（
六
字
底
本
脱
、
拠
二
三
代
実
録
一
補
）
年
十
月
十

九
日

こ
れ
は
、
惟
喬
親
王
の
出
家
か
ら
二
年
が
経
過
し
た
、
貞
観
十
六

（
八
七
四
）
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
出
家
後
の
惟
喬
親
王
の

生
活
を
案
じ
た
清
和
天
皇
が
「
賜

臣
百
戸
之
封
、
以
助

斎
食
之
費

（
百
戸
の
封
を
賜
い
、
以
っ
て
斎
食
の
費
を
助
く
）」
と
い
う
勅
旨

を
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
辞
退
す
る
と
い
う
内
容
に
な
っ
て

い
る
。
そ
の
中
で
、
惟
喬
親
王
は
「
身
雖

在

草
庵
之
中

（
身
は

草
庵
の
中
に
在
り
と
雖
も
）」「
心
未

離

魏
闕
之
下

（
心
は
未
だ

魏
闕
の
下
を
離
れ
ず
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
出
家
し
た
現
在
で
は
身

体
は
草
庵
の
中
に
在
っ
て
簡
素
な
生
活
を
送
っ
て
は
い
る
が
、
心
は

未
だ
に
朝
廷
を
離
れ
て
い
な
い
、
と
す
る
。
そ
う
し
た
状
況
で
、
更

に
新
た
な
封
戸
を
こ
う
む
れ
ば
、「
水
石
幽
閑
之
地
、
有

嫌

於
貯

蔵

（
水
石
幽
閑
の
地
、
貯
蔵
に
嫌
ひ
有
り
）」「

煙
霞
晩
暮
之
家
、

無

節

於
遊
用

（
煙
霞
晩
暮
の
家
、
遊
用
に
節
無
し
）」
で
あ
る
と

い
う
。

「
水
石
幽
閑
地
」
と
は
、
水
と
石
の
あ
る
幽
閑
な
土
地
と
い
う
意

味
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、『
菅
家
文
草
』
巻
第
五
・「
廬
山
異
花

詩
」
に
「
水
石
相
逢
此
地
神
（
水
石
は
相
逢
ひ
て
此
の
地
ぞ
神
し

き
）」
と
い
う
用
例
が
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
土
地
の
神
秘
的
雰
囲
気

を
伝
え
る
も
の
と
し
て
登
場
す
る
場
合
も
あ
る
。
そ
う
し
た
神
聖
な

場
所
で
、
不
要
な
貯
蔵
を
行
う
こ
と
は
憚
ら
れ
る
と
す
る
。

ま
た
「
煙
霞
晩
暮
家
」
と
あ
る
。
波
戸
岡
旭
氏
は
、『
楚
辞
』
な

ど
の
用
例
を
も
と
に
「「
煙
霞
」
の
語
は
、
古
く
神
仙
思
想
と
結
び

つ
き
、
神
仙
界
を
暗
示
し
た
り
、
俗
塵
を
去
っ
て
清
澄
な
境
地
を
意

味
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
た17

）
」
と
す
る
。
そ
の
後
「
煙
霞
」
は
、

そ
れ
自
体
が
美
的
対
象
と
し
て
賦
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
多
彩
な

広
が
り
を
み
せ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
中
で
も
や
は
り
神
仙
世

界
と
の
結
び
つ
き
は
強
い
よ
う
で
あ
る
。
論
中
で
波
戸
岡
氏
は
『
論

衡
』・
道
虚
に
「
口
飢
欲
食
、
仙
人

飲
我
以
流
霞
一
杯
。
毎
飲
一

杯
、
数
月
不
飢
（
口
飢
ゑ
食
を
欲
す
れ
ば
、
仙
人

ち
我
に
飲
ま
し

む
る
に
流
霞
一
杯
を
以
て
す
。
一
杯
を
飲
む
毎
に
、
数
月
飢
ゑ
ず
）」

と
い
う
よ
う
に
仙
人
の
飲
み
も
の
と
し
て
「
流
霞
」
と
い
う
も
の
が

あ
る
こ
と
を
述
べ
、『
懐
風
藻
』
に
至
っ
て
は
犬
上
王
の
「
遊
覧
山

水
」
と
い
う
詩
の
中
に
「
雲

酌
煙
霞

花
藻
誦
英
俊
（
雲

煙
霞

を
酌
み

花
藻
英
俊
誦
む
）」
と
あ
る
よ
う
に
、「
煙
霞
」
を
も
酒
に
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見
立
て
た
用
例
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る18

）
。
惟
喬
親
王
と
同
時

代
の
用
例
を
み
て
も
、『
菅
家
文
草
』
巻
第
二
・「
賦

得
春
深
道
士

家

」
に
「

清
晩
暮
霞
（

は
清
ら
な
り
晩
暮
の
霞
）」
と
あ
っ
た

り
、『
日
本
三
代
実
録
』
の
貞
観
十
六
（
八
七
四
）
年
十
月
十
八
日

の
項
に
「
煙
霞
を

飯
に
当
て
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
よ
う
に19

）
、
道

士
や
隠
者
の
食
べ
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

上
表
文
中
に
あ
る
「
煙
霞
晩
暮
家
」
と
い
う
表
現
は
、
隠
者
の
食
事

で
あ
る
煙
霞
が
漂
う
清
澄
な
夕
暮
れ
の
家
で
、
遊
び
用
い
る
こ
と
に

節
度
が
無
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
危
惧
す
る
表
現
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
未
だ
に
心
か
ら
の
遁
世
生
活
に
は
入
れ
て
い
な
い

が
、
そ
う
し
た
中
で
「
菩
提
一
念
」「
空
観
六
時
」
と
い
う
よ
う
に

仏
道
修
行
を
行
っ
て
い
る
現
在
の
様
子
や
、
ま
る
で
隠
逸
世
界
の
よ

う
な
幽
閑
で
神
聖
な
山
中
で
、
隠
者
の
よ
う
に
脱
俗
的
な
生
活
を
志

す
惟
喬
親
王
の
心
情
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

惟
喬
親
王
は
封
戸
を
辞
退
し
た
が
、
清
和
天
皇
は
使
者
を
送
り
再

度
勅
旨
を
伝
え
る
。
次
の
文
章
は
、
そ
れ
に
対
す
る
惟
喬
親
王
の
上

表
文
で
あ
る
。

『
菅
家
文
草
』
巻
第
十
・「
為

小
野
親
王

重
謝

別
給
封
戸

第

二
表
」

臣
某
言
。
中
使
右
近
衛
少
将
平
朝
臣
正
範
至

臣
草
庵
、
宣

伝

口
勅
。
推
（
推
字
、
本
朝
文
集
作

推
）
心
出

言
、
中
情
自
見
。

量

分
辞

賞
、
上
表
無

聴
。
臣
葭

屬

貴
、
磐
石
対

高
。

将

繫

電
於
残
魂
、
庵
趨

玄
流
於
遺
教
。
王
臣
匪
躬
之
義
、

念
ゝ

貞
。
仏
子
行
道
之
勤
、
生
ゝ
何
慢
。
至

彼
曉
嵐
蕭
颯
、

読
誦
経
行
、
㵎
水
潺
湲
、
優
遊
自
得
、
斯
則
所

以
陛
下
不

咎

臣
入
道
、

成

臣
本
願

之
故
也
。
何
更
家
蓄

万
鍾
、
空
待

山
鬼
之
瞰
。
室
無

懸
馨
、
長
失

野
夫
之
聞
。
陛
下

慈
、
願

賜

、
照
察
。
臣
之
幸
矣
、
不

亦
悦

乎
。
無

勝

□
（
恐
脱

一
字
、
疑
是
懇
字
）
疑
、
重
累
以
聞
。
臣
某
謹
言
。

貞
観
十
六
（
六
字
底
本
・
坂
本
作

三
。
拠

三
代
実
録

訂
）

年
十
月
二
十
五
日

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
出
家
後
の
惟
喬
親
王
の
生
活
の
様
子
は

簡
素
な
草
庵
を
居
住
地
と
し
、
周
辺
に
は
清
ら
か
な
水
石
や
煙
霞
が

点
在
す
る
、
ま
さ
に
隠
逸
世
界
を
体
現
し
た
よ
う
な
場
所
で
あ
っ
た
。

こ
ち
ら
の
上
表
文
に
は
、「
㵎
水
潺
湲
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。

『
大
漢
和
辞
典20

）
』
に
よ
る
と
、「
㵎
水
」
と
は
「
た
に
み
づ
。
谷
川

の
水
」
の
こ
と
で
あ
る
。
杜

の
「
憶
幼
子21

）
」
に
「
㵎
水
空
山
道

（
㵎
水
空
山
の
道
）」
と
あ
り
、
谷
川
の
流
れ
る
空
山
の
道
を
表
現

し
た
例
が
み
ら
れ
る
。

ま
た
「
潺
湲
」
に
つ
い
て
、
同
じ
く
『
大
漢
和
辞
典
』
に
は
「
水
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の
流
れ
る
さ
ま
。
又
、
其
の
声
」
と
あ
る
。『
楚
辞
』・
九
歌
・「
湘

夫
人
」
で
は
「
荒
忽

遠
望

観
流
水

潺
湲
（
荒
忽
と
し
て
遠
く

望
め
ば

流
水
の
潺
湲
た
る
を
観
る
）」
と
あ
り
「
心
も
う
つ
ろ
に

遠
く
望
め
ば
、
さ
ら
さ
ら
と
水
が
流
れ
る
の
を
み
る
だ
け
で
あ
る
」

と
訳
さ
れ
る22

）
。

こ
れ
ら
の
言
葉
の
日
本
に
お
け
る
用
例
を
み
る
と
、
次
の
よ
う
な

も
の
が
あ
る
。

『
性
霊
集
』
巻
第
一
・「
山
中
有
何
楽
」

空
海

㵎
水
一
杯
朝
支
命

㵎
水
一
杯
朝
に
命
を
支
え

山
霞
一
咽
夕
谷
神

山
霞
一
咽
夕
に
神
を
谷
ふ

『
本
朝
文
粋
』
巻
第
一
・「
山
家
秋
歌
。
越
調
」

紀
長
谷
雄

空
山
幽
静
水
潺
湲

空
山
幽
静
に
し
て
水
潺
湲
た
り

独
臥
雲
中
不
限
年

独
り
雲
中
に
臥
し
て
年
を
限
ら
ず

休
世
夢
断
塵
縁

世
夢
を
休
め
塵
縁
を
断
つ

苺
苔
唯
展
坐
禅
筵

苺
苔
唯
展
ぶ
る
の
み
坐
禅
の
筵

前
者
は
、
先
に
も
挙
げ
た
空
海
の
『
性
霊
集
』
に
み
ら
れ
る
詩
の

一
部
で
あ
る
。
谷
川
の
水
を
飲
み
水
と
し
て
命
を
支
え
る
、
と
い
う

意
味
と
な
っ
て
い
る
。
後
者
は
『
本
朝
文
粋
』
に
お
さ
め
ら
れ
て
い

る
「
山
家
秋
歌
。
越
調
」
の
一
部
で
あ
る
が
、
こ
の
詩
に
お
け
る

「
潺
湲
」
と
い
う
言
葉
は
、
幽
静
な
山
中
で
川
の
水
が
さ
ら
さ
ら
と

流
れ
る
様
を
表
現
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
漢
籍
の
場
合
と
同
じ
意
味

で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
詩
題
に
あ
る

よ
う
に
山
に
つ
い
て
詠
ま
れ
た
詩
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
両

者
に
共
通
し
て
そ
の
山
が
、
前
者
で
は
「
神
を
谷
ふ
」、
後
者
で
は

「
独
り
雲
中
に
臥
し
て
年
を
限
ら
ず
」「
世
夢
を
休
め
塵
縁
を
断
つ
」

と
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
世
俗
か
ら
離
れ
た
仙
人
や
隠
者
が
暮
ら
す
場

所
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
㵎
水
」「
潺
湲
」

と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
、
さ
ら
さ
ら
と
流
れ
る
清
ら
か
な
川
の

水
も
、「
水
石
」
や
「
煙
霞
」
と
同
様
に
、
隠
逸
世
界
と
関
わ
り
深

い
景
物
と
し
て
享
受
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

『
菅
家
文
草
』
巻
第
十
・「
為
二
小
野
親
王
一
重
謝
二
別
給
封
戸

一
第
三
表
」

臣
某
言
。
去
月
二
十
六
日
、
中
使
左
近
衛
少
将
藤
原
朝
臣
有
実

至
、
謹
奉

勅
答
。
宣
喩
殷
勤
、
涙
汗
倶
下
。
中
謝

臣
昔
帯

職

従

事
之
日
、
冠
蓋
無

非

聖
恩
。
臣
今
移

病
出

家
之
時
、

衣
鉢
皆
是
官
施
。
一
死
一
生
、
或
出
或
処
。
若
負

恩
徳
、
明

神
極
之
。
臣
伏
案
、
去
十
月
二
十
三
日
施

行
詔
書
、
勧

督
州

吏
、
掩

水
傷
之

骸
、
収

拾
郡
民
、
復

風
害
之

。
自

古

聖
帝
明
王
、
未

聞

無

災
。
唯
在

克

己
復

、
礼
（
礼
字
之
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下
、
底
本
有

謂
礼
二
字
、
恐
衍
）。
謂

之
有
道

而
巳
。
方
今

如

綸
命
之
旨
、
養

臣
以

孔
懐
之
親
。
陛
下
既
憂

国
家
、
小

臣
豈
安

、
寝
夢
。
嗟
乎
、
臣
郷
、
栽

松
竹
、
寒
而
不

可

裁

衣
。
産

業
香
華
、
飢
而
不

可

充

食
。
然
猶
庶
幾
、
手
掬

山
椀
、
以
備

租
税
之

懸
、
肩
舁

野
蔬
、
以
助

、
黎
民
之

炊

。

為
当

此
有
損
之
年
、
空
受

無
功
之
賞
。
使

陛
下

取

名
於
私
親
、
小
臣
、
忘

義
於
知
止
。

天
下
譏
不

載

于

口
、
而
臣
独
自
不

懼

于
心

乎
。
伏
望
、
特
賜

優
恕
、
察

臣
愚

。
臣
寄

生
者
陛
下
、
将

終

始
於
一
心
。
臣
師
事
者

世
尊
、
何
屈

申
於
両
舌
。
不

敢
飾

謙
、
恐
処

違

勅
。
慈

悲
哀
愍
、
必
垂

聴
許
。
不

堪

誠
之
至
、
重
以
上
表
拝
聞
。

臣
某
誠
惶
誠
恐
、

首
ゝ
ゝ
、
死
罪
ゝ
ゝ
。
謹
言
。

貞
観
十
六
年
十
一
月

そ
し
て
、
清
和
天
皇
か
ら
の
再
三
の
勅
旨
に
対
し
惟
喬
親
王
は
、

自
分
の
た
め
の
封
戸
を
先
日
の
災
害
で
苦
し
む
民
を
救
う
た
め
に
使

う
よ
う
に
返
答
し
て
固
辞
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
文
章
は
清
和
天
皇
へ
の
上
表
文
で
あ
り
、
あ
る
程
度
形

式
に
沿
っ
た
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
惟
喬
親
王
は
隠
逸
世
界
の
よ
う

な
清
閑
な
山
中
で
、
自
分
の
意
思
で
必
要
最
低
限
の
も
の
だ
け
を
持

ち
、「
仏
子
行
道
勤
」「
読
誦
経
行
」
に
励
み
「
世
尊
」
を
師
と
す
る

出
家
生
活
を
送
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

前
項
の
「
白
雲
」
の
解
釈
に
話
を
戻
す
が
、
こ
の
よ
う
な
生
活
空

間
の
中
で
見
る
「
白
雲
」
と
い
う
景
物
は
、
他
の
景
物
と
同
様
に
、

隠
逸
世
界
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
彼
の
目
に
映
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
日
本
漢
詩
文
の
世
界
に
お
い
て
「
白
雲
」
が
長
ら
く
隠

者
や
僧
の
暮
ら
す
場
所
に
漂
う
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
こ
と

や
、
出
家
後
の
惟
喬
親
王
の
生
活
空
間
が
ま
さ
し
く
漢
詩
文
で
詠
わ

れ
る
隠
逸
世
界
の
よ
う
な
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
惟
喬

親
王
の
和
歌
に
お
け
る
「
白
雲
の
絶
え
ず
た
な
び
く
峰
」
と
い
う
の

も
、「
ま
さ
に
隠
者
が
暮
ら
す
よ
う
な
、
白
雲
の
絶
え
ず
た
な
び
く

峰
」
と
い
う
よ
う
に
解
釈
す
る
の
が
適
当
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の

で
あ
る
。

四
、
雲
林
院
文
化
圏
と
の
交
流

ま
た
、
惟
喬
親
王
と
隠
逸
世
界
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
中
で
、
雲

林
院
文
化
圏
の
存
在
は
見
逃
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。
雲
林
院
と
い
う
の

は
、
京
都
市
北
区
紫
野
に
あ
る
寺
院
で
あ
る
。
も
と
も
と
は
淳
和
天

皇
の
離
宮
で
あ
り
紫
野
院
と
号
し
た
が
、
天
長
九
（
八
三
二
）
年
に

雲
林
亭
と
改
称
さ
れ
、
後
に
雲
林
院
と
な
っ
た
。
惟
喬
親
王
の
時
代
、

雲
林
院
は
常
康
親
王
の
居
住
地
と
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
へ
は
遍
照
や

幽
仙
法
師
な
ど
の
僧
や
文
人
た
ち
が
集
ま
り
詩
歌
が
詠
ま
れ
た
。
雲

林
院
に
て
誕
生
し
た
こ
う
し
た
文
化
圏
は
、
そ
の
性
格
か
ら
「
隠
者

の
文
化
圏
」
と
も
み
な
さ
れ
る23

）
。
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常
康
親
王
と
は
、
仁
明
天
皇
を
父
と
し
、
紀
名
虎
の
娘
で
あ
る
紀

種
子
を
母
と
す
る
人
物
で
あ
り
、
同
じ
く
紀
名
虎
の
娘
で
あ
る
紀
静

子
を
母
に
も
つ
惟
喬
親
王
に
と
っ
て
は
、
従
兄
弟
同
士
の
関
係
で
あ

っ
た
。『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
仁
寿
元
（
八
五
一
）
年
二
月
二
十

三
日
の
項
に
は
、

無
品
常
康
親
王
落
髪
為

僧
。
親
王
者
。
先
皇
第
七
子
也
。
母

紀
氏
。
少
而
沈
敏
。
風
情
可

察
。
先
皇
諸
子
之
中
。
特
所

鐘

愛
。
親
王
追

慕
先
皇
。
悲

無

已
。
遂
帰

仏
理
。
求

冥
救

也
。

と
あ
り
、
父
で
あ
る
仁
明
天
皇
崩
御
の
後
、
追
慕
と
悲
嘆
の
念
は
止

む
こ
と
な
く
、
遂
に
仏
門
に
帰
依
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、『
菅
家
文
草
』
巻
第
十
一
・「
為

大
蔵
大
丞
藤
原
清
瀬
、
家
地

施

入
雲
林
院

願
文
」
に
、

貞
観
十
五
年
五
月
十
八
日
。

弟
子

正
六
位
上
大
蔵
大
丞
藤
原
朝
臣
清
瀬
敬
白
。
深
草
聖
帝

第
七
皇
子
﹇
常
康
親
王
﹈、
避

躁
之
地
、
名

雲
林
院
。
始
皇

子
入
道
、
安

禅
此
院
、
便
命

弟
子
、
勾

当
家
事
。
皇
子
賜

弟
子
、
以

随
近
之
地
、
令

備

其
侍
宿
之
居
。
手
書
加

恩
、

遺
跡
可

験
。
嗟
呼
閣
浮
泡
幻
之
国
、
娑
婆
露
電
之
卿
、
生
滅

不

期
、
心
事
相
失
。
皇
子
仙
化
之
夕
、
即
是
今
朝
也
。

と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
常
康
親
王
が
、
出
家
後
に
俗
世
間
の
喧
騒
を

逃
れ
て
仏
道
修
行
の
場
と
し
て
居
住
し
た
の
が
雲
林
院
で
あ
る
。

「
雲
林
」
と
い
う
言
葉
は
『
大
漢
和
辞
典24

）
』
に
よ
る
と
、「
雲
の

か
か
つ
て
ゐ
る
林
」
と
あ
る
。
王
維
の
「
桃
源
行
」
に
は
、

当
時
只
記
入
山
深

当
時
只
だ
記
す
山
に
入
る
こ
と
深
く

青
渓
幾
度
到
雲
林

青
渓
幾
度
か
雲
林
に
到
り
し
を

春
来
遍
是
桃
花
水

春
来
れ
ば
遍
く
是
れ
桃
花
の
水

不
弁
仙
源
何
処
尋

仙
源
を
弁
ぜ
ず
何
れ
の
処
に
か
尋
ね
ん

と
い
っ
た
箇
所
が
あ
り
、
田
部
井
文
雄
氏
は
「
当
時
の
こ
と
は
、
た

だ
、
山
の
奥
に
深
く
入
り
、
深
み
ど
り
の
清
い
谷
川
を
何
回
も
渡
っ

て
、
雲
の
か
か
っ
た
奥
深
い
林
に
た
ど
り
つ
い
た
こ
と
を
記
憶
し
て

い
る
だ
け
。
春
が
来
る
と
す
べ
て
、
ど
こ
に
も
桃
の
花
び
ら
を
浮
か

べ
て
流
れ
る
水
は
み
な
ぎ
り
あ
ふ
れ
、
桃
源
の
仙
境
を
見
定
め
得
ず
、

も
は
や
ど
こ
に
た
ず
ね
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
」
と
訳

し
て
い
る25

）
。
他
に
白
居
易
の
「
香
山
下
卜
居
」
に
も
、

老
須
為
老
計

老
い
て
は
須
ら
く
老
計
を
為
す
べ
し

老
計
在
抽
簪

老
計
は
抽
簪
に
在
り
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山
下
初
投
足

山
下
に
初
め
て
投
足
す
る
や

人
間
久
息
心

人
間
は
久
し
く
息
心
す

乱
藤
遮
石
壁

乱
藤
は
石
壁
を
遮
り

絶
㵎
護
雲
林

絶
㵎
は
雲
林
を
護
る

若
要
深
蔵
処

若
し
深
蔵
の
処
を
要
す
れ
ば

無
如
此
処
深

此
の
処
の
深
き
に
如
く
は
無
し

と
い
う
用
例
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
詩
は
、
年
を
取
れ
ば
老
後
の
計
画

を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
官
職
を
引
退
し
山
下
に
隠
居

す
る
こ
と
を
説
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
隠
居
場
所
と
し
て
「
生
い
茂

る
藤
は
岸
壁
を
覆
い
、
深
い
谷
を
流
れ
る
川
が
雲
湧
く
森
を
護
っ
て

い
る
」
と
い
う
こ
の
場
所
ほ
ど
深
い
と
こ
ろ
は
な
い
、
と
す
る26

）
。
こ

れ
ら
の
例
を
み
て
分
か
る
よ
う
に
「
雲
林
」
と
は
、
世
間
か
ら
遠
ざ

か
り
山
の
奥
深
く
分
け
入
っ
て
は
じ
め
て
辿
り
着
く
、
雲
の
か
か
っ

た
林
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
神
仙
世
界
、
隠
逸
世
界
と
強
く

結
び
つ
く
言
葉
で
も
あ
る27

）
。

『
古
今
和
歌
集
』
志
香
須
賀
本
に
は
「
雲
林
院
に
て
よ
め
る
」
と

い
う
詞
書
を
持
つ
、
次
の
よ
う
な
和
歌
が
あ
る
。

さ
わ
ぎ
な
き
雲
の
林
に
入
り
ぬ
れ
ば
い
と
ど
憂
き
世
の
厭
は
る

る
か
な

惟
喬
親
王28

）

和
歌
の
詠
者
は
惟
喬
親
王
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
真
偽
に
つ
い

て
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
和
歌
か
ら
は
、「
雲
の
林
」
と

称
さ
れ
る
雲
林
院
が
、
そ
の
名
前
の
由
来
の
通
り
に
、
俗
世
間
と
断

絶
し
た
静
寂
で
清
ら
か
な
雰
囲
気
を
ま
と
っ
た
場
所
で
あ
っ
た
こ
と

を
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

雲
林
院
に
お
け
る
隠
逸
思
想

常
康
親
王
に
は
『
洞
中
小
集
』
と
い
う
私
選
の
漢
詩
文
集
が
あ
っ

た
。
集
自
体
は
現
存
し
て
い
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
ど
の
よ

う
な
作
品
が
採
ら
れ
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、『
菅
家
文
草
』

に
は
常
康
親
王
の
依
頼
に
応
じ
て
、
道
真
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
洞

中
小
集
』
の
序
文
が
残
っ
て
い
る
。
尚
、
括
弧
内
の
書
き
下
し
文
及

び
解
説
、
訳
は
『
菅
家
文
草
注
釈
文
章
篇

第
一
冊
（
巻
七
上
）』

よ
り
滝
川
幸
司
氏
の
も
の
に
従
っ
た29

）
。

『
菅
家
文
草
』
巻
第
七
・「
洞
中
小
集
序
」

貞
観
九
年
依
二
雲
林
院
親
王
命
一
所
レ
製
。

貧
道
投

分
香
火
、
卜

宅
雲
林
。
盃
酒
非

吾
道
之
資
、
笙
歌

非

吾
家
之
備
。
毎

逢

佳
時
令
節
、
空
然
擲
度
而
已
。
送

日

送

老
、
都
無

二
（
二
字
、
本
朝
文
集
作

一
）
物
。
今
選

斯

一
集
、
聊
宛

用
心
。
流
別
非

常
、
体
例
自

我
。
寒
食
者
悼

亡
之
祭
、
重
陽
者
避

悪
之
術
。
故
本

義
幽
閑
、
寄

言
節
候
。
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又
詠

竹
樹
、
賦

魚
鳥
。
楽

山
水
、
重

離
別

之
類
、
与

世

人

異

情
、
与

閑
放

同

趣
者
、
選
以
載
之
。
況
乎
山
人
道

士
、
隠
逸
梵
門
、
近
取

諸
身
。
多
可

景
式
。
故
雖

座
上
口

号
、
行
中
立
成
。
或
就

四
時
、
或
専

一
軸
。
兼
載
不

少
、

繁
多
何
嫌
。
凡
今
之
所

選
、
毎
各
免

俗
。
故
名
曰

洞
中
小

集
、
約
為

五
巻
。
自

非

草
庵
之
裏
、
松
㵎
之
中
、
不

欲

吟

詠
一
句

伝

写
一
篇
。
若
有

至
親
故
友
、
縦
今
与

吾
異

道
、
何
為
秘
蔵
。

丁
亥
歳
〔
貞
観
九
年
〕
九
月
十
日
解
。

こ
こ
に
は
、
集
の
編
纂
の
意
図
等
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
中
に
「
況
乎
山
人
道
士
、
隠
逸
梵
門
、
近
取

諸
身

（
況
む
や
、

山
人
道
士
、
隠
逸
梵
門
は
、
近
く
諸
を
身
に
取
り
、
多
く
景
式
と
す

べ
き
を
や
）」
と
あ
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
滝
川
氏
は
「
自
ら
が

あ
こ
が
れ
る
「
山
人
道
士
、
隠
逸
梵
門
」
の
類
の
作
品
は
、
載
せ
る

の
が
当
然
だ
と
い
う
」
と
解
説
し
て
い
る
。
ま
た
、「
自

非

草
庵

之
裏
、
松
㵎
之
中
、
不

欲

吟

詠
一
句

伝

写
一
篇

（
草
庵
の
裏
、

松
㵎
の
中
に
非
ざ
る
よ
り
は
、
一
句
を
吟
詠
し
、
一
篇
を
伝
写
す
る

を
欲
せ
ず
）」
と
い
う
一
文
も
あ
る
。
こ
の
一
文
は
同
じ
く
滝
川
氏

に
よ
っ
て
「
草
の
庵
の
中
、
松
の
あ
る
谷
の
中
に
い
る
よ
う
な
俗
世

を
離
れ
た
人
に
こ
そ
、
一
句
で
も
吟
詠
し
て
欲
し
い
し
、
一
篇
で
も

書
写
し
て
欲
し
い
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
道
真
が
書
い
た
文
章
で
は

あ
る
が
、
こ
う
し
た
表
現
に
は
常
康
親
王
の
意
向
も
強
く
反
映
さ
れ

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
洞
中
小
集
』
が
い
か
に
隠
逸
思
想
に

基
づ
い
た
集
で
あ
っ
た
か
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

惟
喬
親
王
と
の
交
流

『
洞
中
小
集
』
の
序
文
が
完
成
し
た
の
は
貞
観
九
（
八
六
七
）
年

で
あ
る
が
、
そ
の
翌
年
に
は
、
雲
林
院
に
て
惟
喬
親
王
の
母
で
あ
る

静
子
の
二
周
忌
に
あ
た
る
法
要
が
行
わ
れ
て
お
り
、
惟
喬
親
王
と
常

康
親
王
と
の
交
流
の
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

『
菅
家
文
草
』
巻
十
一
・「
為

弾
正
尹
親
王
先

紀
氏

修

功
徳

願
文
」

貞
観
十
年
八
月
二
十
七
日
。

弟
子
某
﹇
惟
喬
親
王
﹈、
帰
命
𥡴
首
。
弟
子
先

紀
氏
﹇
静

子
﹈、
初
笄
之
後
、
入
侍

先
宮
。
約

意
蔦
蘿
、
承

恩
床
第
。

綺
羅
脂
粉
之
労
、
豈
止

一
朝
一
夕

而
已
。（
中
略
）。
又
雲
林

院
者
、
深
草
天
皇
﹇
仁
明
天
皇
﹈
第
七
皇
子
﹇
常
康
親
王
﹈
之

幽
荘
也
。
禅
枝
定
水
、
謂
之
為

三
聚
之
林
泉
。
石

霜
鐘
、

謂
之
為

六
時
之
漏
刻
。
皇
子
之
於

弟
子

也
、

白
雖

異
、

親

捨
諸
。
今
之
此
会
、
必
至

此
院

者
、
仰
亦
就

先

之

所
由

也
。
況
乎
法
界
道
場
、
何
処
非

鹿
苑
。
如
来
不
住
、
誰

家
非

鷲
峰
。
香
之
百
和
、
華
之
四
種
、
或
生

合
掌
、
或
起

善
心

者
也
。（
以
下
略
）。
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こ
の
願
文
は
、
惟
喬
親
王
か
ら
の
依
頼
に
応
じ
て
道
真
が
書
い
た

も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
常
康
親
王
に
関
す
る
記
述
も
あ
る
。
特

に
傍
線
部
に
つ
い
て
は
、
山
口
博
氏
が
「「

」
は
雲
林
院
親
王
、

「
白
」
は
惟
喬
親
王
で
、
両
人
は
僧
俗
を
異
に
す
る
い
え
ど
も
親

を
捨
て
ず
と
い
う
」
と
解
し
て
い
る
よ
う
に30

）
、
二
人
の
親
密
さ
を
窺

わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
親
密
さ
は
血
縁
的
関
係
に
よ
る

も
の
だ
け
で
な
く
、
蔵
中
氏
に
「
彼
（
※
惟
喬
親
王
を
指
す
）
は
雲

林
院
文
学
に
か
か
わ
る
初
期
の
文
人
で
あ
り
歌
人
で
あ
っ
た
」
と
い

う
指
摘
も
あ
る
よ
う
に31

）
、
文
学
的
活
動
と
い
う
側
面
に
お
い
て
も
深

く
関
わ
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
記
述
を
み
る
と
、
少
な
く
と
も
惟
喬
親
王
の
出
家
の
四

年
前
に
は
雲
林
院
と
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

雲
林
院
に
て
脱
俗
的
な
生
活
を
志
し
、
自
身
が
理
想
と
す
る
隠
逸
詩

や
梵
門
詩
を
集
め
た
『
洞
中
小
集
』
を
完
成
さ
せ
た
常
康
親
王
の
生

き
方
や
思
想
等
が
、
出
家
後
の
惟
喬
親
王
の
生
き
方
に
影
響
を
与
え

た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

隠
逸
思
想
と
い
う
の
は
平
安
時
代
の
知
識
人
た
ち
に
広
く
享
受
さ

れ
た
思
想
で
は
あ
る
が
、
そ
の
大
半
の
知
識
人
た
ち
が
実
際
は
官
僚

世
界
に
身
を
置
き
な
が
ら
虚
構
の
隠
逸
世
界
を
夢
想
し
た
の
に
対
し

て
、
常
康
・
惟
喬
の
両
親
王
は
実
際
に
隠
逸
世
界
の
よ
う
な
場
所
に

暮
ら
し
て
い
た
と
い
う
点
で
、
非
常
に
特
異
な
存
在
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
当
時
の
知
識
人
た
ち
は
、
心
は
隠
逸
世
界
に

憧
れ
な
が
ら
も
、
実
際
に
は
貴
族
社
会
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
の
出
来

な
い
ジ
レ
ン
マ
を
抱
え
て
い
た
。『
菅
家
文
草
』
巻
第
六
・「
閑
適
」

は
、
道
真
が
障
子
絵
を
題
材
に
し
て
賦
し
た
「
近
院
山
水
障
子
詩
」

の
中
の
一
部
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
賦
さ
れ
て
い
る
。

向
簪

行
路
難

曾
向
簪

の
ひ
と
行
路
難

如
今
杖
策
処
身
安

如
今
し
策
を
杖
き
て
身
を
処
く
こ
と
安

な
り

風
松
颯
ゝ
閑
無
事

風
松
颯
颯
た
り
閑
に
し
て
事
な
し

請
見
虚
舟
浪
不
干

請
ふ
見
よ
虚
し
き
舟
は
浪
も
干
さ
ざ
る

こ
と
を

こ
う
し
た
「
近
院
山
水
障
子
詩
」
の
表
現
に
つ
い
て
後
藤
昭
雄
氏

は
「
こ
こ
に
詠
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
現
実
に
は
全
く
反
対
の
立
場

に
置
か
れ
て
い
る
、
簪

を
身
に
帯
び
、
機
累
に
煩
わ
さ
れ
、
世
路

の
険
難
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
道
真
が
、
画
中
の
隠
士
に
寄
せ
て
描

き
出
し
た
理
想
像
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る32

）
。「
近
院
山
水

障
子
詩
」
が
賦
さ
れ
た
の
は
昌
泰
二
（
八
九
九
）
年
頃
と
さ
れ
、
政

治
的
に
も
文
人
の
立
場
的
に
も
惟
喬
親
王
ら
の
時
代
と
は
事
情
が
異

な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
官
人
と
し
て
宮
中
で
生
き
る
道
真
が
理

想
と
し
た
、「

向
簪

」
で
あ
り
「
如
今
杖
策
処
身
安
」
と
い
う

170



隠
者
の
姿
は
、
一
昔
前
に
ま
さ
し
く
そ
う
し
た
隠
者
と
し
て
の
生
活

を
送
っ
た
常
康
親
王
や
惟
喬
親
王
の
姿
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
菅
家
文
草
』
に
は
常
康
・
惟
喬
の
両
親
王
に

関
わ
る
文
章
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
と
の
交
流
の
中
で
道

真
は
、
そ
の
生
き
方
や
思
想
に
対
し
て
共
感
や
思
慕
の
念
を
抱
い
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

出
家
後
の
惟
喬
親
王
と
雲
林
院
文
化
圏

雲
林
院
に
て
紀
静
子
の
法
会
が
行
わ
れ
た
翌
年
の
貞
観
十
一
年

（
八
六
九
）
五
月
に
常
康
親
王
は
没
し
、
そ
の
後
、
貞
観
十
四
（
八

七
二
）
年
に
惟
喬
親
王
は
病
の
た
め
出
家
す
る
。
常
康
親
王
の
存
命

中
に
、

雲
林
院
の
親
王
の
舎
利
会
に
山
に
の
ぼ
り
て
帰
り
け
る
に
、

桜
の
花
の
も
と
に
て
よ
め
る

山
風
に
桜
吹
き
ま
き
乱
れ
な
む
花
の
ま
ぎ
れ
に
た
ち
と
ま
る
べ

く

（
離
別
歌
・
三
九
四
・
僧
正
遍
照
）

と
い
う
よ
う
に
親
し
く
交
流
し
、
後
に
親
王
か
ら
雲
林
院
を
託
さ
れ

た
遍
照
は
、

雲
林
院
の
木
の
か
げ
に
た
た
ず
み
て
よ
め
る

わ
び
人
の
わ
き
て
立
ち
寄
る
木
の
も
と
は
頼
む
蔭
な
く
紅
葉
散

り
け
り

（
秋
歌
下
・
二
九
二
・
僧
正
遍
照
）

と
、
親
王
亡
き
後
に
彼
を
偲
ぶ
和
歌
を
雲
林
院
に
て
詠
ん
で
い
る
。

そ
れ
ほ
ど
に
、
遍
照
は
雲
林
院
文
化
圏
に
と
っ
て
重
要
な
人
物
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
遍
照
に
対
し
て
惟
喬
親
王
は
、

僧
正
遍
照
に
よ
み
て
お
く
り
け
る

桜
花
散
ら
ば
散
ら
な
む
散
ら
ず
と
て
ふ
る
さ
と
人
の
来
て
も
見

な
く
に

（
春
歌
下
・
七
四
・
惟
喬
親
王
）

と
い
う
和
歌
を
贈
っ
て
い
る
。
詞
書
に
「
僧
正
遍
照
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
遍
照
が
僧
正
と
な
っ
た
仁
和
元
（
八
八
五
）
年
か
ら
、
遍
照

が
没
す
る
寛
平
二
（
八
九
〇
）
年
ま
で
の
間
に
詠
ま
れ
た
も
の
と
推

測
さ
れ
る33

）
。
表
面
上
は
桜
に
対
し
て
、
ど
う
せ
昔
か
ら
の
友
人
は
来

て
く
れ
な
い
の
だ
か
ら
散
る
な
ら
ば
散
っ
て
お
く
れ
と
呼
び
か
け
る

も
の
で
あ
る
が
、
独
詠
で
は
な
く
遍
照
へ
の
贈
答
歌
と
し
て
詠
ん
で

い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
も
、
遠
ま
わ
し
に
花
見
に
誘
う
意
図
が
あ
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。
惟
喬
親
王
の
出
家
後
も
、
雲
林
院
文
化
圏
に
関

わ
っ
た
人
物
と
の
交
友
関
係
は
続
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

惟
喬
親
王
の
交
友
関
係
と
い
え
ば
業
平
と
の
交
流
が
有
名
で
あ
る

が
、
惟
喬
親
王
の
出
家
後
に
つ
い
て
は
、
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惟
喬
親
王
の
も
と
に
ま
か
り
通
ひ
け
る
を
、
頭
お
ろ
し
て
小

野
と
い
ふ
所
に
侍
り
け
る
に
、
正
月
に
と
ぶ
ら
は
む
と
て
ま

か
り
け
る
に
、
比
叡
の
山
の
麓
な
り
け
れ
ば
、
雪
い
と
深
か

り
け
り
。
し
ひ
て
か
の
室
に
ま
か
り
い
た
り
て
拝
み
け
る
に
、

つ
れ
づ
れ
と
し
て
、
い
と
も
の
が
な
し
く
て
、
帰
り
ま
う
で

き
て
、
よ
み
て
お
く
り
け
る

忘
れ
て
は
夢
か
と
ぞ
思
ふ
お
も
ひ
き
や
雪
踏
み
わ
け
て
君
を
見

む
と
は

（
雑
歌
下
・
九
七
〇
・
在
原
業
平
）

と
い
う
、
出
家
か
ら
半
年
後
の
一
月
に
庵
を
訪
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
の
み
で
あ
る
。
業
平
は
陽
成
天
皇
の
も
と
で
順
調
に
昇
進
し
宮
中

で
の
職
務
に
励
ん
で
い
た
と
も
い
わ
れ
て
お
り34

）
、
惟
喬
親
王
出
家
後

に
両
者
の
交
流
が
ど
の
程
度
続
い
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
業
平

が
没
し
た
の
は
元
慶
四
（
八
八
〇
）
年
で
あ
り
、
先
の
「
桜
花
散
ら

ば
散
ら
な
む
散
ら
ず
と
て
」
歌
が
遍
照
に
贈
ら
れ
た
頃
に
は
既
に
こ

の
世
を
去
っ
て
い
た
。
遍
照
が
没
し
た
の
は
寛
平
二
（
八
九
〇
）
年

で
あ
り
、
惟
喬
親
王
が
没
し
た
の
は
寛
平
九
（
八
九
七
）
年
で
あ
っ

た
。
晩
年
の
惟
喬
親
王
に
と
っ
て
遍
照
は
、
昔
語
り
の
で
き
る
大
切

な
旧
友
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

五
、「
白
雲
の
」
歌
の
再
解
釈
に
つ
い
て

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
内
容
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
惟
喬
親
王
歌
に
つ

い
て
改
め
て
解
釈
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
上
の
句
の
「
白
雲
の
絶
え
ず
た
な
び
く
峰
」
で
あ
る
が
、

こ
の
表
現
は
、
惟
喬
親
王
が
実
際
に
暮
ら
す
山
の
様
子
を
詩
文
で
表

現
さ
れ
る
よ
う
な
隠
逸
世
界
の
よ
う
な
場
所
に
見
立
て
て
為
さ
れ
た

も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。「
ま
さ
に
隠
者
の
暮
ら
す
よ
う
な
、

白
雲
の
絶
え
ず
た
な
び
く
峰
」
と
な
る
。

そ
し
て
、「
だ
に
」
と
い
う
副
助
詞
は
最
低
限
の
も
の
を
表
す
と

さ
れ
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
お
い
て
も
「
期
待
さ
れ
る
最
小
限

の
も
の
ご
と
・
状
態
を
指
示
す
る35

）
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際

に
和
歌
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
を
み
る
と
次

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

山
城
の
淀
の
若
菰
か
り
に
だ
に
来
ぬ
人
頼
む
我
ぞ
は
か
な
き

（
恋
歌
五
・
七
五
九
・
読
人
知
ら
ず
）

夢
に
だ
に
逢
ふ
こ
と
か
た
く
な
り
ゆ
く
は
我
や
寝
を
寝
ぬ
人
や
忘

る
る

（
恋
歌
五
・
七
六
七
・
読
人
知
ら
ず
）

声
を
だ
に
聞
か
で
別
る
る
魂
よ
り
も
な
き
床
に
寝
む
君
ぞ
か
な
し

き

（
哀
傷
歌
・
八
五
八
・
読
人
知
ら
ず
）

一
首
目
の
和
歌
は
、（
真
心
か
ら
は
も
ち
ろ
ん
来
な
い
が
）
仮
初

に
で
さ
え
来
な
い
人
を
頼
む
私
は
は
か
な
い
も
の
だ
、
と
い
う
も
の
。

二
首
目
も
同
様
に
（
現
実
で
は
も
ち
ろ
ん
逢
う
こ
と
が
難
し
い
が
）
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夢
に
で
さ
え
逢
い
難
く
な
る
の
は
私
が
眠
ら
な
い
か
ら
か
、
そ
れ
と

も
あ
な
た
が
私
を
忘
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
三
首
目
は
、
病
の
た
め
に
死
の
際
に
あ
る
女
が
、
他
国
に
赴
い

て
い
る
男
を
思
っ
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
、（
姿
を
見
る
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
）
声
さ
え
も
聞
か
ず
に
別
れ
る
こ
と
に
な
る
私
の
魂
よ

り
も
、
私
の
死
後
に
独
り
寝
る
こ
と
に
な
る
あ
な
た
の
こ
と
が
不
敏

で
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
だ
に
」
は

最
低
限
・
最
小
限
の
事
柄
を
言
う
と
き
に
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

言
外
に
対
比
さ
れ
る
も
の
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
に
先

行
研
究
で
は
「
白
雲
の
絶
え
ず
た
な
び
く
峰
」
で
の
生
活
と
、
宮
中

で
の
生
活
と
が
比
較
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
私
は
こ
こ
に
、
も

う
一
つ
別
の
可
能
性
を
考
え
た
い
。

そ
れ
が
、
先
に
み
て
き
た
雲
林
院
の
存
在
で
あ
る
。
雲
林
院
文
化

圏
は
、
常
康
親
王
の
遁
世
の
地
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
僧
な
ど
の
隠
者

が
集
ま
っ
て
い
た
。「
雲
の
林
」
の
名
前
を
持
つ
、
隠
逸
世
界
を
体

現
し
た
か
の
よ
う
な
こ
の
空
間
は
惟
喬
親
王
も
親
し
ん
だ
場
所
で
あ

り
、
そ
の
空
間
の
主
人
で
あ
っ
た
常
康
親
王
と
は
血
縁
的
に
も
思
想

的
に
も
近
し
い
人
物
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
背
景
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
か
つ
て
隠
者
た
ち
が
集

ま
っ
て
い
た
「
雲
」
の
か
か
っ
た
「
林
」
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

「
白
雲
」
の
絶
え
ず
た
な
び
く
「
峰
」
に
で
さ
え
も
、
住
ん
で
み
れ

ば
住
む
こ
と
の
出
来
る
世
の
中
な
の
で
あ
る
な
ぁ
、
と
い
う
解
釈
が

出
来
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
「
住
め
ば
住
み
ぬ
る
」
と
い
う
部
分
に
は
、「
住
め
ば
澄

み
ぬ
る
」、
つ
ま
り
住
ん
で
み
れ
ば
心
も
澄
ん
で
し
ま
う
、
と
い
う

二
重
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
も
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ

れ
な
ら
ば
い
っ
そ
う
こ
の
和
歌
が
、
一
首
全
体
を
通
じ
て
隠
逸
世
界

と
関
わ
り
の
深
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、「
白
雲
」
と
い
う
景
物
は
隠
逸
世
界
と

結
び
つ
き
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
惟
喬
親
王
の
出
家
後
の
生

活
空
間
が
ま
さ
し
く
隠
者
の
暮
ら
す
よ
う
な
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
、

常
康
親
王
を
中
心
と
す
る
隠
者
た
ち
が
集
う
雲
林
院
文
化
圏
と
の
交

流
が
あ
っ
た
こ
と
、「
雲
林
」
と
い
う
言
葉
が
、
山
を
深
く
分
け
入

っ
た
先
に
あ
る
「
雲
の
か
か
っ
た
林
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
な
ど
を
総
合
し
て
考
え
る
と
、
彼
が
出
家
後
に
山
中
で
詠
ん
だ

「
白
雲
の
絶
え
ず
た
な
び
く
峰
に
だ
に
住
め
ば
住
み
ぬ
る
世
に
こ
そ

あ
り
け
れ
」
と
い
う
和
歌
は
、「（
か
つ
て
常
康
親
王
の
遁
世
の
地
で

あ
っ
た
雲
の
か
か
っ
た
林
に
は
も
ち
ろ
ん
住
む
こ
と
が
出
来
る
が
）、

ま
る
で
隠
逸
世
界
の
よ
う
な
白
雲
の
絶
え
ず
た
な
び
く
峰
に
で
さ
え

も
、
住
ん
で
み
れ
ば
住
む
こ
と
の
で
き
る
、
そ
の
よ
う
な
世
の
中
で

あ
る
な
ぁ
」
と
い
っ
た
解
釈
と
な
る
の
で
あ
る
。
一
首
全
体
を
通
し

て
、
隠
者
と
関
わ
り
の
深
い
表
現
や
思
考
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
和
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歌
だ
と
い
え
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
の
和
歌
か
ら

は
山
中
で
の
暮
ら
し
に
対
す
る
諦
念
や
悲
痛
と
い
っ
た
感
情
よ
り
も
、

詩
文
に
詠
わ
れ
る
隠
者
の
暮
ら
す
よ
う
な
幽
玄
で
清
閑
な
峰
に
で
さ

え
も
、
自
分
は
ど
う
に
か
暮
ら
し
て
く
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
、

惟
喬
親
王
の
感
慨
や
達
成
感
の
よ
う
な
も
の
さ
え
感
じ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

注１
）

『
日
本
三
代
実
録
』（『
読
み
下
し
日
本
三
代
実
録

上
巻
』、
戎
光

出
版
、
二
〇
〇
九
年
）

貞
観
十
四
（
八
七
二
）
年
七
月
十
一
日
の
項
に
「
四
品
守
弾
正
尹
惟
喬

親
王
疾
に
寝
ぬ
。

に
出
家
し
て
沙
門
と
為
り
給
ひ
き
」
と
あ
る
。

２
）

『
和
漢
朗
詠
集
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
十
九
、
小
学
館
、
一

九
九
九
年
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
詩
の
一
節
が
と
ら
れ
て
い
る
。

相
如
昔
挑
文
君
得
相
如
は
昔
文
君
を
挑
ん
で
得
た
り

莫
使
簾
中
子
細
聴
簾
中
を
し
て
子
細
に
聴
か
し
む
る
こ
と
莫
か
れ

琴

（
管
弦
・
四
六
八
・
惟
喬
親
王
）

３
）

古
今
和
歌
集
古
注
釈
大
成
『
古
今
和
歌
余
材
抄

古
今
集
注

古
今

秘
注
抄
』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
八
年
）

４
）

松
田
武
夫
『
新
釈
古
今
和
歌
集

下
巻
』（
風
間
書
房
、
一
九
七
五

年
）

５
）

片
桐
洋
一
『
中
世
古
今
集
注
釈
書
解
題
（
三
）』（
赤
尾
照
文
堂
、
一

九
八
一
年
）

６
）

３
）に
同
じ
。

７
）

金
子
元
臣
『
古
今
和
歌
集
評
釈
』（
明
治
書
院
、
一
九
九
五
年
）

８
）

竹
岡
正
夫
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈

下
巻
』（
右
文
書
院
、
一
九
七

六
年
）

９
）

新
日
本
古
典
文
学
大
系
五
『
古
今
和
歌
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八

九
年
）

10
）

片
桐
洋
一
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈

下
巻
』（
講
談
社
、
一
九
九
八

年
）。
尚
、
片
桐
氏
は
同
著
に
お
い
て
、
惟
喬
親
王
の
出
家
の
理
由
を

位
争
い
に
求
め
る
説
に
つ
い
て
は
、「『
伊
勢
物
語
』
の
読
解
か
ら
生
ま

れ
た
後
代
の
説
話
で
あ
る
」
と
し
て
否
定
し
て
い
る
。

11
）

大
谷
雅
夫
「
白
雲
｜
歌
語
と
詩
語
」（『
国
語
国
文
』
六
十
三
（
五
）、

一
九
九
四
年
五
月
）

12
）

11
）に
同
じ
。
大
谷
氏
は
論
中
で
「「
白
雲
」
は
詩
人
常
用
の
詩
語

で
あ
っ
た
。
山
の
石
に
触
れ
て
生
じ
、
岫
（
山
の
ほ
ら
あ
な
）
に
出
入

し
、
仙
界
に
立
ち
こ
め
、
あ
る
い
は
大
空
を
孤
飛
し
て
は
旅
人
の
離
愁

を
そ
そ
る
」
と
し
て
、
神
仙
世
界
と
白
雲
と
の
関
わ
り
に
触
れ
て
は
い

る
も
の
の
、
論
の
中
心
は
隔
て
の
雲
に
つ
い
て
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

13
）

松
浦
友
久
編
著
『
漢
詩
の
事
典
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
九
九
年
）

14
）

中
野
将
「
浮
雲
・
白
雲
」（『
詩
語
の
イ
メ
ー
ジ
｜
唐
詩
を
読
む
た
め

に
』（
東
方
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）
収
録
）。
尚
、
中
野
氏
に
よ
る
と
、

漢
武
帝
の
「
秋
風
辞
」
と
い
う
詩
に
賦
さ
れ
る
「
白
雲
」
に
は
「
無
常

な
る
も
の
・
は
か
な
く
寄
る
辺
な
い
も
の
・
孤
独
の
イ
メ
ー
ジ
が
感
ぜ

ら
れ
る
」
と
し
な
が
ら
も
、「
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
は
「
浮
雲
」
に
託

さ
れ
て
い
っ
た
の
で
、「
白
雲
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
主
流
と
な
る
こ
と
は

な
か
っ
た
」
と
い
う
。

15
）

14
）に
同
じ
。

16
）

新
釈
漢
文
大
系
詩
人
編
四
『
李
白

上
』（
明
治
書
院
、
二
〇
一
九

年
）。
尚
、
引
用
す
る
上
で
句
読
点
を
省
略
し
た
り
表
記
を
改
め
た
箇

所
が
あ
る
。

17
）

波
戸
岡
旭
『
上
代
漢
詩
文
と
中
国
文
学
』
収
録
「
第
一
編
『
懐
風
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藻
』

第
五
章

詩
語
「
煙
霞
」
考
｜
六
朝
・
初
唐
詩
と
の
関
連
｜
」

（
笠
間
書
院
、
一
九
八
九
年
）

18
）

17
）に
同
じ
。
尚
、
波
戸
岡
氏
は
『
懐
風
藻
』
か
ら
四
例
を
挙
げ
て

い
る
が
、
い
ず
れ
も
「
も
や
の
か
か
る
光
景
を
描
く
も
の
で
あ
る
が
、

同
時
に
濁
酒
の
乳
白
色
に
「
煙
霞
」
の
色
合
い
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
て
、

宴
の

を
詠
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
殊
更
に
仙
人
の
酒
で
あ
る
「
流
霞
」

を
想
っ
て
の
も
の
で
は
な
く
、
自
然
と
融
合
す
る
中
で
の
酒
宴
を
美
し

く
描
き
留
め
よ
う
と
す
る
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い

る
。

19
）

『
日
本
三
代
実
録
』（『
読
み
下
し
日
本
三
代
実
録

上
巻
』、
戎
光

祥
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）、
貞
観
十
六
（
八
七
四
）
年
十
月
十
八
日
、

惟
喬
親
王
の
上
表
文
に
対
す
る
清
和
天
皇
か
ら
の
勅
答
の
中
で
、「
而

る
に
王
、
慮
を
㵎
水
に
滌
ぎ
、
欲
を
巌
庵
に
窒
ぎ
、
衣
服
に
代
ふ
る
に

蘿
を
以
て
し
、
煙
霞
を

飯
に
当
て
、
頻
に
野
牘
の
詞
彩
を
枉
げ

て
」
と
あ
る
。

惟
喬
親
王
の
山
中
で
の
生
活
を
隠
者
の
生
活
に
見
立
て
て
の
表
現
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

20
）

『
大
漢
和
辞
典
（
修
訂
版
）

第
七
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
八
五

年
）

21
）

石
川
忠
久
『
漢
詩
を
よ
む

杜

一
〇
〇
選
』（
日
本
放
送
出
版
協

会
、
一
九
九
八
年
）
よ
り
引
用
。

22
）

漢
詩
大
系
三
『
楚
辞
』（
集
英
社
、
一
九
六
七
年
）
よ
り
引
用
。

23
）

蔵
中
ス
ミ
氏
は
『
歌
人
素
性
の
研
究
』（
桜
楓
社
、
一
九
八
〇
年
）

の
中
で
「
仁
明
天
皇
出
家
の
直
接
的
な
動
機
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
常
康
親
王
や
遍
昭
が
、
そ
の
当
時
置
か
れ
て
い
た
状
況
か
ら
す
れ

ば
、
雲
林
院
は
世
を
厭
う
人
の
集
ま
る
場
所
と
し
て
あ
っ
た
で
あ
ろ
う

と
考
え
ら
れ
る
し
、
そ
こ
で
文
学
が
生
み
出
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
作
品

の
傾
向
も
お
の
ず
か
ら
定
ま
っ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
雲
林
院

文
化
圏
を
隠
者
の
文
学
圏
と
み
な
す
理
由
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
谷
口
孝
介
氏
は
『
菅
原
道
真
の
詩
と
学
問
』
の
「
第
二
章
第
三

節

宇
多
天
皇
の
風
雅
｜
雲
林
院
子
日
行
幸
を
め
ぐ
っ
て
｜
」（
塙
書

房
、
二
〇
〇
六
年
）
中
で
、「
平
安
京
北
郊
に
あ
っ
た
雲
林
院
は
元
来

は
天
皇
家
の
後
院
的
性
格
を
持
つ
離
宮
で
あ
っ
た
が
、
仁
明
天
皇
第
七

皇
子
常
康
親
王
が
賜
り
こ
こ
で
出
家
し
て
よ
り
、
隠
逸
の
地
と
し
て
の

性
格
が
定
着
し
」
た
と
し
て
い
る
。

24
）

『
大
漢
和
辞
典
（
修
訂
版
）

巻
十
二
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
八

六
年
）

25
）

本
文
・
訓
読
文
・
訳
の
い
ず
れ
も
、
田
部
井
文
雄
『
唐
詩
三
百
首
詳

解

上
巻
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
八
八
年
）
に
よ
る
。

26
）

本
文
・
訓
読
文
・
訳
の
い
ず
れ
も
、
新
釈
漢
文
大
系
一
〇
七
『
白
氏

文
集

十
一
』（
明
治
書
院
、
二
〇
一
五
年
）
に
よ
る
。

27
）

『
菅
家
文
草
注
釈
文
章
篇

第
一
冊
（
巻
七
上
）』
収
録
「
洞
中
小

集
序
」、
谷
口
孝
介
『
菅
原
道
真
の
詩
と
学
問
』
収
録
「
第
二
章

第

三
節

宇
多
天
皇
の
風
雅
｜
雲
林
院
子
日
行
幸
を
め
ぐ
っ
て
｜
」（
塙

書
房
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

28
）

『
古
今
和
歌
集
』（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）

29
）

文
草
の
会
『
菅
家
文
草
注
釈
文
章
篇

第
一
冊
（
巻
七
上
）』（
勉
誠

出
版
、
二
〇
一
四
年
）

30
）

山
口
博
『
王
朝
歌
壇
の
研
究

桓
武
仁
明
光
孝
朝
篇
』「
第
二
章

第
二
節

雲
林
院
の
歌
壇
」（
桜
楓
社
、
一
九
八
二
年
）

31
）

蔵
中
ス
ミ
『
歌
人
素
性
の
研
究
』（
桜
楓
社
、
一
九
八
〇
年
）

32
）

後
藤
昭
雄
「
菅
原
道
真
の
「
近
院
山
水
障
子
詩
」
を
め
ぐ
っ
て
」

（『
平
安
朝
漢
文
学
論
考

補
訂
版
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
収
録
）

33
）

『
古
今
和
歌
集
』
の
詞
書
に
お
い
て
は
、「
仁
和
の
御
時
、
僧
正
遍

175 惟喬親王「白雲の絶えずたなびく峰にだに」歌の解釈



照
に
（
賀
歌
・
三
四
七
）」、「
遍
照
が
母
の
家
に
（
秋
歌
上
・
二
四

八
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
和
歌
の
詠
ま
れ
た
年
代
に
よ
っ
て
「
僧
正
遍

照
」「
遍
照
」
と
の
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

34
）

片
桐
洋
一
氏
は
『
天
才
作
家
の
虚
像
と
実
像

在
原
業
平
・
小
野
小

町
』（
新
典
社
、
一
九
九
一
年
）「
元
慶
元
年
十
一
月
、
陽
成
天
皇
の
即

位
に
あ
た
っ
て
、
従
四
位
上
・
近
衛
権
中
将
と
な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て

『
職
事
補
任
』
に
よ
れ
ば
、
元
慶
三
年
に
は
蔵
人
頭
に
至
っ
て
頭
中
将

と
し
て
華
々
し
く
活
躍
し
た
ら
し
い
」
と
す
る
。

35
）

『
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版

第
八
巻
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
一

年
）

付
記

本
論
文
中
の
引
用
は
以
下
の
通
り
。
尚
、
適
宜
、
字
体
・
表
記
・
句

読
点
等
を
私
に
改
め
た
箇
所
、
傍
線
を
引
い
た
箇
所
が
あ
る
。
歌
番
号
も

以
下
の
も
の
に
従
っ
た
。

『
懐
風
藻
』
…
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）、『
菅
家
文
草
』
…

日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）、『
経
国
集
』
…
小
島
憲
之
『
国
風
暗

黒
時
代
の
文
学

中
（
下
）

｜
弘
仁
・
天
長
期
の
文
学
を
中
心
と
し
て

｜
』（
塙
書
房
、
一
九
八
六
年
）、『
古
今
和
歌
集
』
…
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
（
小
学
館
）、『
後

和
歌
集
』
…
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波

書
店
）、『
性
霊
集
』
…
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）、『
荘
子
』
…

新
訂
中
国
古
典
選
（
朝
日
新
聞
社
）、『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
…
新
訂
増

補
国
史
大
系
普
及
版
、『
本
朝
文
粋
』
…
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書

店
）、『
万
葉
集
』
…
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）、『
論
衡
』
…

新
釈
漢
文
大
系
（
明
治
書
院
）（
五
十
音
順
）。
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