
風
に
運
ば
れ
る
音

-
-
李
白

の詩
に
み
え
る
音
饗
の
イ
メ
ー
ジ
ー

中

純

子

天
理

大
草

は

じ

め

に

詩
人
李
白
を
と
-
ま
-
唐
代
開
元

･
天
質
期
の
音
楽
文
化
は
､
絶

え
間
な
い
外
来
音
楽
の
流
入
と
'
敦
坊
や
梨
園
と
い
っ
た
宮
廷
楽
人

の
養
成
機
関
の
充
賓
に
よ
っ
て
､
曲
目
の
多
彩
さ
や
演
奏
技
術
の
面

で
も
素
晴
ら
し
い
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
十
分
想
像
さ
れ
る
｡

そ
の
な
か
に
あ

っ
て
'
楽
府
作
品
な
ど
か
ら
音
楽
愛
好
の
ほ
ど
が
看

取
さ
れ
る
李
白
が
'
輿
え
ら
れ
た
音
楽
環
境
を
存
分
に
活
か
し
た
作

品
を
作
り
上
げ
た
の
は
普
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
に
つ
い
て
は

①

従
来
さ
ま
ざ
ま
に
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た

｡

た
と
え
ば
葛
景
春

｢李
白
詩
歌
輿
盛
唐
音
楽
｣
で
は
'
盛
唐
の
豊

風
に
運
ば
れ
る
音

(中
)

穣
な
る
音
楽
文
化
に
接
し
て
､
李
白
自
身
も
音
楽
に
親
し
み
'
そ
の

な
か
で
昔
時
流
行
の
曲
に
歌
詞
を
付
す
こ
と
も
十
分
推
測
で
き
'
そ

も
そ
も
百
五
十
首
に
も
の
ぼ
る
楽
府
作
品
の
な
か
に
も
歌
唱
可
能
な

も
の
も
あ
る
と
し
､
盛
唐
の
躍
動
的
な
リ
ズ
ム
感
が
反
映
し
て
い
る

作
品
も
あ
り
'
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
李
白
が
詞
の
先
駆
的
作
者
と
さ
れ

る
の
を
是
と
し
て
い
る
｡
ま
た
､
劉
尊
明

｢試
論
李
白
楽
府
詩
興
曲

子
詞
創
作
之
関
係
｣
で
も
'
葛
氏
の
説
を
さ
ら
に
進
め
て
､
そ
の
長

短
句
が
入
-
混
じ
っ
た
楽
府
作
品
の
創
作
が
す
で
に
詞
の
制
作
を
容

易
な
ら
し
め
'
豪
放
で
束
縛
を
厭
う
李
白
の
気
質
が
さ
ら
に
そ
れ
を

促
し
た
と
し
て
い
る
｡

天
性
の
感
受
性
と
恵
ま
れ
た
音
禦
環
境
ゆ
え
に
'
李
白
は
禦
府
作

家
と
し
て
だ
け
で
は
な
-
､
た
と
え
そ
の
作
品
が
偽
作
と
い
わ
れ
る

②

こ
と
が
あ
っ
て

も

'
末
代
へ
と
開
か
れ
ゆ
-
詞
の
先
駆
的
作
者
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
る
と
い
う
議
論
が
展
開
さ
れ
る
｡
こ
う
し
た
李
白

を
詞
の
租
と
み
な
す
説
は
'
賓
は
末
代
に
は
す
で
に
あ
っ
た
も
の
で

③

あ
る

｡

そ
れ
は

｢菩
薩
蟹
｣
｢憶
秦
蛾
｣
｢清
平
禦
｣
と
い
う
詞
作
品

が
李
白
の
作
で
あ
る
こ
と
を
'
音
楽
に
合
わ
せ
て
李
白
が
作
詞
し
た

こ
と
を
記
す
晩
唐
の
李
溶

『松
薗
雑
録
』
･
孟
菓

『本
事
詩
』
な
ど
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④

物
語
的
な
資
料
に
よ
-
傍
謹
し
た
も
の
で
あ
-
'
作
品
に
即
し
た
議

論
と
い
う
よ
-
も
､
李
白
の
音
楽
的
素
養
と
そ
れ
を
と
-
ま
-
環
境⑤

か
ら
の
憶
測
で
あ
り
'
あ
-
ま
で
推
論
の
枠
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
｡

賓
際
に
'
中
庸
の
音
楽
愛
好
家
と
し
て
も
知
ら
れ
'
作
品
の
創
作
年

⑥

代
も
か
な
-
明
確
に
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
自
居
易

な

ど
と
比
べ
る

と
'
音
楽
文
化
に
つ
い
て
李
白
は
昔
時
の
具
膿
的
な
情
報
を
さ
ほ
ど

多
-
は
残
し
て
い
な
い
と
も
い
え
る
｡
ま
た
'
有
名
な
作
品
に
お
い

⑦

て
さ
え
年
代
特
定
も
ま
ま
な
ら
ず

､

彼
に
影
響
を
輿
え
た
音
柴
に
つ

い
て
探
る
に
も
'
限
界
が
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
本
稿
で
は
従
来
と

は
違
う
角
度
で
､
李
白
の
詩
に
つ
づ
ら
れ
た
音
楽
の
魅
力
に
迫
-
た

い
｡
そ
れ
は
作
品
が
歌
唱
さ
れ
た
可
能
性
を
う
ん
ぬ
ん
す
る
の
で
な

-
､
彼
の
音
楽
愛
好
の
あ
-
か
た
を
詮
索
す
る
の
で
も
な
-
'
李
白

が
盛
唐
音
楽
を
ど
う
作
品
に
昇
華
し
た
の
か
､
彼
濁
白
の
音
楽
の
捉

え
方
を
ひ
た
す
ら
作
品
の
な
か
か
ら
探
ろ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
｡

l

イ
メ
ー
ジ
の
な
か
の
音
楽

李
白
は
詩
の
な
か
で
昔
柴
を
ど
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
の
か
｡

ま
ず
俸
続
的
禦
器
で
あ
る
七
絃
琴
に
関
す
る
作
品
を
と
-
あ
げ
て
､

音
楽
に
よ

っ
て
彼
が
創
-
出
す
世
界
を
考
え
て
み
た
い
｡

⑧

月
夜
聴
虚
子
順
弾
琴

(
『李
太
白
全
集
』
巻
二
三
)

閑
坐
夜
明
月

幽
人
弾
素
琴

忽
聞
悲
風
調

宛
若
塞
栓
吟

白
雪
乱
繊
手

繰
水
滴
虚
心

錘
期
久
巳
没

世
上
無
知
音

閑
坐
す
れ
ば

夜

明
月

幽
人

素
琴
を
弾
ず

忽
ち
聞
-

悲
風
の
調
べ

宛
か
も

寒
松
の
吟
ず
る
が
若
し

白
雪

繊
手
に
乱
れ

緑
水

虚
心
を
清
-
す

錘
期
久
し
-
巳
に
浸
す

世
上
に

知
音
無
し

こ
こ
に
併
べ
ら
れ
た

｢悲
風
｣
｢白
雪
｣
｢塞
栓
｣
｢緑
水
｣
は
琴

⑨

曲
の
名
で
あ
る
が

'

こ
こ
で
は
慮
子
順
が
賓
際
演
奏
し
た
曲
と
い
う

よ
-
も
'
曲
名
と
自
然
の
風
物
を
掛
け
合
わ
せ
て
つ
く
-
だ
さ
れ
る

イ
メ
ー
ジ
の
空
間
に
こ
そ
眼
を
向
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡
琴
を
聞
き

な
が
ら
､
自
然
に
身
を
ゆ
だ
ね
て
､
悲
し
き
風
の
音
に
心
を
う
ば
わ

れ
'
塞
栓
が
吟
ず
る
音
に
と
ら
わ
れ
る
う
ち
'
眼
前
に
現
れ
た
白
雪



に
戸
惑
い
'
清
ら
か
な
水
の
流
れ
に
心
を
洗
わ
れ
る
｡
何
気
な
い
曲

名
の
羅
列
に
み
え
て
'
そ
こ
に
は
聴
覚
'
視
覚
か
ら
'
さ
ら
に
よ
-

深
く
心
に
訴
え
る
音
が
織
り
成
さ
れ
'
謹
む
者
を
深
い
静
寂
の
境
地

に
い
ざ
な
う
｡
そ
し
て
こ
の
琴
を
奏
で
る
虚
子
順
を
'
｢高
山
流

水
｣
を
錘
子
期
に
想
起
さ
せ
た
古
え
の
伯
牙
に
な
ぞ
ら
え
て
詩
が
結

ば
れ
て
い
る
｡
奏
さ
れ
た
音
を
あ
り
の
ま
ま
に
言
葉
を
蓋
-
し
て
書

き
と
め
る
と
い
う
よ
り
'
演
奏
を
通
し
て
創
-
出
さ
れ
た
場
の
雰
囲

気
を
イ
メ
ー
ジ
化
し
て
捉
え
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
｡

李
白
は
琴
に
巧
み
で
音
楽
的
素
養
が
か
な
-
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る

⑲

こ
と
が
多
い

｡

し
か
し
､
こ
こ
で
は
賓
際
に
李
白
が
琴
を
奏
し
た
こ

と
と
'
彼
が
詩
に
構
築
し
た
世
界
と
を
あ
え
て
別
次
元
の
問
題
と
し

て
考
え
た
い
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
李
白
が
七
絃
琴
の
演
奏
に
熟
達
し

て
い
る
こ
と
の
傍
譜
に
用
い
ら
れ
る
次
の
作
品
を
み
て
み
よ
う
｡

幽
洞
泉

(巻
四
)

排
彼
白
石
'
弾
吾
素
琴

幽
澗
欣
今
流
泉
深

風
に
運
ば
れ
る
音

(中
)

彼
の
白
石
を
揃
い
､
吾
が
素
琴

を
弾
く

幽
澗
俄
と
し
て
流
泉
探
し

善
手
明
徽
高
張
清
心

寂
歴
似
千
古
松
願
願
今
寓
尋

中
見
愁
猿
弔
影
而
危
鹿
骨

叫
秋
木
而
長
吟

客
右
京
時
失
職
而
聴
者

涙
淋
浪
以
需
襟

乃
締
商
綴
羽
'
涯
複
成
音

吾
但
菊
聾
'
馨
情
於
妙
指

殊
不
知
此
曲
之
古
今

幽
澗
泉
'
鳴
深
林

善
手
明
徽

高
-
蘇
-
て
心
を

宿
-
す

寂
歴
と
し
て
千
古
の
松
の
願
鯛

と
し
て
寓
尋
な
る
に
似
た
-

中
に
見
る

愁
猿
の
影
を
弔
い

て
危
虚
し

秋
木
に
叫
び
て
長
吟
す
る
を

客
に
時
を
哀
し
み
職
を
突
い
て

蘇
-
者
有
り

涙

淋
狼
と
し
て

以
て
襟
を

需
す

つ
む

乃
ち
商
を

緒

ぎ

羽
を
綴
り
'
漏

淫
と
し
て
音
を
成
す

吾
れ
但
だ
聾
を
馨
し
'
情
を
妙

指
に
馨
す
る
の
み

殊
に
此
の
曲
の
古
今
を
知
ら
ず

幽
潤
の
泉
'
深
林
に
鳴
る

- 3 -
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つ
む

こ
こ
で
は

｢商
を

緒

ぎ
羽
を
綴
-
'
漏
淫
と
し
て
音
を
成
す
｣
と

李
白
が
い
う
よ
う
に
'
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
音
を
重
ね
て
そ
こ
に
流
れ

る
水
の
よ
う
な
音
楽
の
空
間
を
つ
-
り
あ
げ
て
い
る
｡
そ
し
て

｢吾

れ
但
だ
聾
を
幕
し
｣
と
､
自
然
の
音
を
琴
に
よ
っ
て
寓
し
取
る
さ
ま

を
表
わ
し
て
い
る
｡
元
の
粛
士
賓
も

｢此
に
謂
う
澗
泉
松
風
の
聾
'

猿
鳴
客
慾
の
状
'
皆
な
琴
聾
の
中
に
寓
す
な
-
｣
と
し
て
'
李
白
は

澗
泉
や
そ
こ
に
流
れ
る
風
に
松
が
括
れ
る
昔
'
寂
し
き
猿
の
鳴
き
聾

を
琴
の
音
の
な
か
に
寓
し
て
い
る
と
い
う
｡
も
う
少
し
そ
の
昔
を
詳

し
-
み
る
と
､
千
古
の
松
は
'
｢願
魔
｣
と
い
う
音
を
た
て
て
､
｢寓

尋
｣
の
高
さ
ま
で
空
間
的
接
が
-
を
見
せ
る
｡
愁
猿
は
'
｢影
を
弔

う
｣
と
い
う
'
謝
眺

｢中
軍
記
室
に
拝
せ
ら
れ
隔
王
に
辞
す
る
牒
｣

(『文
選
』
巻
四
〇
)
の

｢軽
舟
反
っ
て
潮
り
､
影
を
弔
い
濁
-
留
ま

る
｣
に
み
え
る
表
現
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
-
､
孤
高
さ
を
帯
び
て
'

｢危
庭
｣
の
は
る
か
な
高
み
に
い
る
こ
と
を
表
わ
し
た
う
え
で
､

｢秋
木
に
叫
ん
で
長
吟
す
｣
と
'
そ
の
鳴
き
聾
の
接
が
-
を
感
じ
さ

せ
る
｡
｢寂
歴
と
し
た
千
古
の
松
｣
'
｢愁
猿
｣
'
ど
ち
ら
も
俗
世
を
超

越
し
た
清
新
さ
と
孤
猫
を
想
起
さ
せ
'
そ
れ
ら
が
音
の
接
が
-
に

従

っ
て
'
不
遇
な
客
の
心
に
湊
透
し
て
い
-
｡
ま
た
次
の

｢情
を
妙

指
に
尊
す
｣
と
い
う
表
現
は
､
張
衡

｢蹄
田
賦
｣
(同
上

巻
l
五
)

の

｢五
舷
の
妙
指
を
弾
じ
'
周
孔
の
囲
書
を
詠
ず
｣
の

｢妙
指
｣
の

語
を
意
識
し
な
が
ら
､
琴
を
弾
-
指
か
ら
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
世

界
が
馨
せ
ら
れ
て
い
-
こ
と
を
い
う
｡
最
後
に

｢殊
に
此
の
曲
の
古

今
を
知
ら
ず
｣
と
'
こ
と
さ
ら
に
こ
れ
は
古
曲
だ
新
曲
だ
と
い
う
こ

と
を
超
越
し
た
昔
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
'
こ
の
幽
潤
の
泉
の
音
が

⑪

林
深
-
に
鳴
り
響
い
て
い
る
と
結
ば
れ
て
い
る

｡

こ
れ
は

『禦
府
詩

集
』
巻
六
〇
琴
曲
歌
節
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
'
『楽
府
詩
集
』
の

他
の
作
品
が
琴
に
関
わ
ら
な
い
内
容
の
歌
辞
で
あ
る
の
と
明
ら
か
に

性
質
を
異
に
し
て
い
る
｡
｢幽
澗
泉
｣
は
末
代
に
は
確
か
に
琴
曲
名

と
し
て
現
れ
る
が
､
唐
代
の
文
献
に
は
他
に
見
え
な
い
こ
と
か
ら
も
へ

李
白
は

｢幽
澗
泉
｣
と
い
う
曲
に
歌
節
を
付
け
た
と
い
う
よ
-
も
'

琴
に
菊
さ
れ
た
泉
の
音
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
品
に
描
き
出
そ
う
と
し
て

い
る
と
考
え
た
い
｡

同
様
の
こ
と
は
､
彼
が
楚
歌
を
よ
-
し
た
と
い
う
議
論
に
も
み
え

⑫

た
め

る

｡

そ
こ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
'
｢爾

我
が

為

に

楚
舞
せ
よ
､

吾

爾
が
馬
に
楚
歌
せ
ん
｣
(｢留
別
千
十

l
兄
逝
装
十
三
遊
塞
垣
｣
巻

一
五
)
と
い
う
句
で
あ
る
｡
そ
れ
を
す
ぐ
に
李
白
の
楚
歌
を
歌
う
才
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能
と
結
び
付
け
る
こ
と
に
は
'
さ
ら
に

一
考
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
｡

な
ぜ
な
ら
'
李
白
の
こ
の
詩
は

『史
記
』
の

｢留
侯
世
家
｣
に
み
え

⑬

る
劉
邦
の
こ
と
ば

を

ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
い
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
｡

賓
際
に
楚
歌
を
歌
う
と
い
う
よ
-
は
'
戚
夫
人
の
子
を
太
子
に
立
て

ら
れ
な
か
っ
た
劉
邦
の
悲
し
み
を
典
故
に
も
ち
い
て
'
そ
の
場
の
別

れ
の
雰
囲
気
を
よ
り

一
層
高
め
る
致
果
を
期
待
し
て
い
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
｡
ま
た
音
楽
を
契
し
む
手
段
と
し
て
傍
ら
に
置
か
れ
た
妓

女
に
つ
い
て
も
'
彼
の
詩
の
な
か
で
は
ひ
と
つ
の
役
割
が
輿
え
ら
れ

て
い
る
よ
う
だ
｡
李
白
は
､
金
陵
子
と
い
う
妓
女
を
有
し
て
い
た
と

お
も
わ
れ
る
記
載
が
あ
る
｡
｢安
石

東
山

三
十
春
､
倣
然
と
し

て
妓
を
播
え
て
風
塵
を
出
づ
､
模
中
に
我
を
見
る

金
陵
子
､
何
ぞ

し似
か
ん
陽
墓
雲
雨
の
人
｣
(｢出
妓
金
陵
子
呈
庭
六
｣
四
首

そ
の
1

巻

⑭

二
五
)
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
｡
彼
女
は
楚
歌

を

歌

っ
た
ら
し
-

｢小
妓

金

陵

楚
聾
を
歌
う
｣
(同
上

そ
の
四
)
と
あ
る
｡
こ
の

金
陵
子
に
つ

い
て
は
､
ほ
か
に
も

｢楚
歌

呉
語

橋
と
し
て
成
ら

ず
'
能
-
す
る
に
似
て
末
だ
能
は
ず
最
も
情
有

り
｣
(｢示
金
陵
子
｣

巻
二
五
)
と
詠
じ
て
い
る
｡
し
か
し
こ
こ
で
も
李
白
の
意
識
は
謝
安

の
東
山
の
妓
に
倣
う
と
こ
ろ
に
あ

っ
た
よ
う
で
､
｢謝
公

正
に
要

風
に
運
ば
れ
る
昔

(中
)

む
東
山
の
妓
'
手
を
林
泉
に
楕
え
虞
庭
に
行
-
｣
と
績
け
て
い
る
｡

妓
女
金
陵
子
を
と
も
な
う
遊
興
を
詩
に
詠
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
六

朝
謝
安
の
遊
興
の
イ
メ
ー
ジ
を
再
現
し
､
み
ず
か
ら
を
そ
の
中
に
置

い
た
の
で
あ
-
'
中
庸
の
自
居
易
が
自
ら
の
詩
を
妓
女
に
歌
わ
せ
た

こ
と
を
い
と
お
し
む
よ
う
に
詠
じ
る
の
と
は
趣
き
を
異
に
し
て
い
る
｡

以
上
見
て
き
た
琴
に
せ
よ
'
楚
歌
に
せ
よ
'
金
陵
子
を
伴
う
遊
興

に
せ
よ
､
李
白
が
昔
時
の
音
禦
文
化
を
現
賓
に
享
受
し
た
か
ど
う
か

は
'
李
白
が
作
品
に
結
章
さ
せ
た
イ
メ
ー
ジ
世
界
と
は
別
次
元
の
問

題
な
の
で
あ
る
｡
彼
が
作
品
に
描
き
出
し
た
の
は
'
自
然
を
菊
し
た

琴
の
音
の
接
が
-
で
あ
-
'
別
れ
に
際
し
て
劉
邦
の
こ
と
ば

｢吾

爾
が
馬
に
楚
歌
せ
ん
｣
を
括
入
し
た
別
れ
の
情
感
で
あ
り
､
妓
女
を

伴
う
謝
安
た
ち
の
遊
興
の
再
現
で
あ

っ
た
｡

一
方
で
､
も
ち
ろ
ん
盛
唐
音
楽
に
直
接
解
れ
'
そ
れ
を
享
受
し
た

こ
と
も
ま
た
事
賓
で
あ
ろ
う
｡
『敦
坊
記
』
の
作
者
雀
令
鉄
と
交
遊

⑮

が
あ

っ
た
と
か

'

｢高
句
贋
｣
(巻
六
)
に

｢願
願
と
し
て
廉
袖
を
舞

わ
し
め
､
鳥
の
海
東
よ
り
乗
た
る
に
似
た
り
｣
と
詠
じ
て
い
る
と
こ

ろ
に
は
､
粛
士
費
が
い
う
よ
う
に
'
宮
廷
で
賓
際
に
高
麗

･
百
済
柴

を
目
に
し
た
可
能
性
も
窺
え
る
｡
ま
た
李
白
の
詩
文
に
し
か
記
さ
れ
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て
お
ら
ず
'

そ
れ
に
よ
っ
て
盛
唐
時
期
の
曲
と
し
て
確
か
に
存
在
し

⑲

た
こ
と
が
立
謹
さ
れ
た

｢青
海
波
｣
の
よ
う
な
曲
も
あ
る

｡

し
か
し

こ
こ
で
は
そ
う
し
た
盛
唐
昔
禦
を
､
彼
は
ど
の
よ
う
に
詩
に
用
い
て

い
る
の
か
み
て
み
ょ
う
｡
日
本
に
も
侍
来
し
た

｢青
海
波
｣
の
舞
曲

を
記
す

｢東
山
吟
｣
(巻
七
)
は
､
｢妓
を
播
う
東
土
の
山
､
憤
然
と

し
て
謝
安
を
悲
し
む
'
我
が
妓

今
朝
に
花
月
の
如
し
'
他
が
妓

古
墳
に
荒
事
寒
し
｣
と
始
ま
-
､
ひ
た
す
ら
謝
安
を
想
い
な
が
ら

｢酎
来

自
ら
作
す
青
海
の
舞
'
秋
風
吹
き
落
と
す
紫
給
の
冠
｣
と

積
け
て
い
る
の
で
あ
る
｡
古
え
の
謝
安
と
今
の
自
分
を
封
比
す
る
な

か
で
'
｢青
海
の
舞
｣
が
括
入
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
曲
は
確
か
に
李

白
が
好
ん
だ
も
の
ら
し
-
'
魂
寮

｢李
翰
林
集
序
｣
(巻
三
一
)
に
'

｢飲
む
こ
と
敷
斗
に
し
て
､
酔
え
ば
則
ち
奴
の
丹
砂

青
海
波
を
撫

す
｣
と
､
李
白
が
酔
っ
て
家
値
の
丹
砂
に
青
海
波
を
舞
わ
せ
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
を
持
ち
出
し
て
､
こ
の

｢東
山
吟
｣
の
な

か
で
'
妓
女
を
伴
い
好
き
な
曲
を
楽
し
ん
だ
で
あ
ろ
う
謝
安
と
自
分

を
重
ね
て
い
る
の
で
あ
る
｡
李
白
の
詩
の
な
か
で
は

｢青
海
波
｣
は
'

古
え
の
謝
安
の
楽
し
ん
だ
で
あ
ろ
う
音
楽
と
重
な
る
も
の
と
し
て
位

置
し
て
い
る
｡
謝
安
が
耳
に
し
た
音
柴
の
素
晴
し
さ
を
'
い
ま
享
受

で
き
る

｢青
海
波
｣
の
そ
れ
に
相
昔
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ

う
か
｡
李
白
が
作
品
に
描
出
し
た
の
は
古
え
の
音
楽
遊
興
イ
メ
ー
ジ

に
通
じ
る
も
の
と
し
て
の

｢青
海
波
｣
で
あ
っ
た
｡

ほ
か
に
も
昔
時
流
行
の
新
曲
と
思
わ
れ
る
も
の
を
李
白
は
次
の
よ

う
に
記
し
て
い
る
｡
｢司
馬
牌
軍
歌
｣
(巻
四
)
で
は
'
｢蒐
笛
横
吹

す

阿
辞
退
'
月
に
向
か
い
て
模
中
に
落
梅
を
吹
-
､
滑
軍
自
ら
起

ち
て
長
剣
に
舞
い
'
壮
士
呼
馨
し
九
核
を
動
か
す
｣
と
'
司
馬
将
軍

と
の
宴
合
の
様
子
を
詠
じ
て
い
る
｡
そ
こ
で
は
'
｢阿
罪
過
｣
と
い

⑰

う
胡
柴
系
の
曲

と
'
俸
続
的
な

｢落
梅
歌
｣
が
自
然
な
か
た
ち
で
併

存
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
中
国
の
俸
続
的
な
曲
と
胡
饗

が
羅
列
さ
れ
る
の
は
'
｢猛
虎
行
｣
(巻
六
)
に
も

｢漂
陽
の
酒
棲

三
月
の
春
､
楊
花
荘
正
と
し
て
人
を
愁
殺
す
'
胡
離
縁
眼

玉
笛
を

吹
き
'
呉
歌
自
行

梁
塵
を
飛
ば
す
｣
と
あ
-
'
張
旭
と
の
漂
陽
で

の
酒
宴
に
つ
い
て
純
粋
に
そ
の
素
晴
ら
し
さ
を
詠
っ
て
い
る
｡
彼
の

な
か
で
は
､
古
曲
も
今
曲
も
隔
た
-
を
も
っ
こ
と
な
-
自
在
に
使
わ

れ
て
い
る
｡
李
白
は

｢阿
罪
過
｣
と

｢落
梅
歌
｣
を
'
｢胡
雛
緑

眼
｣
と

｢呉
歌
自
貯
｣
を
'
と
も
に
宴
倉
を
ひ
き
た
て
る
音
楽
と
し

て
イ
メ
ー
ジ
し
て
お
-
､
極
端
に
い
え
ば
互
い
に
時
代
や
室
閲
を
超



え
て
置
換
可
能
な
音
の
快
楽
と
捉
え
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

同
時
代
の
詩
人
琴
参
が
'
現
賓
の
胡
聖
の
素
晴
ら
し
さ
に
魅
惑
さ
れ
､

｢田
便
君
美
人
如
蓮
花
北
鍵
歌
｣
(『答
案
州
詩
』
巻
二
)
で
'
｢始
め

て
知
る
諸
曲
は
比
す
る
能
は
ず
'
採
蓮
落
梅
徒
ら
に
聴
し
き
の
み
｣

と
古
え
の

｢採
蓮
歌
｣
｢梅
花
落
｣
の
歌
曲
を
定
め
た
-
､
｢襲
将
軍

宅
産
管
歌
｣
(同
上
)
で
胡
楽
器
と
し
て
の
産
管
の
音
に
は
洞
爺
も

横
笛
も
か
な
わ
な
い
と
す
る
の
と
も
違
う
の
で
あ
る
｡
李
白
は
重
陽

の
酒
宴
の
音
楽
に
つ
い
て
も

｢胡
人
玉
笛
に
叫
び
､
越
女
霜
練
を
弾

く
｣
(｢九
日
登
山
｣
巻
二
〇
)
と
､
胡
人
の
玉
笛
と
越
女
の
霜
練
を
併

べ
て
い
る
｡
そ
れ
は
ま
る
で

｢鄭
人

白
雪
を
唱
い
'
越
女

採
蓮

を
歌
う
｣
(｢秋
登
巴
陵
望
洞
庭
｣
巻
二
一
)
の
鄭
人
と
越
女
の
羅
列
に

重
な
る
響
き
を
も
っ
て
い
る
｡
外
来
の
も
の
と
俸
続
的
な
江
南
の
音

楽
'
そ
れ
が
李
白
の
詩
に
お
い
て
は
違
和
感
無
-
同
席
し
て
い
る
｡

こ
こ
に
､
胡
柴
が
日
常
化
し
た
よ
う
な
盛
唐
の
音
楽
文
化
の
一
端
を

垣
間
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
｡
し
か
し
こ
こ
で
は
先
に
見
た

｢青
海

波
｣
の
遊
興
イ
メ
ー
ジ
が
古
え
の
曲
と
通
じ
て
い
た
よ
う
に
､
李
白

が
詩
の
な
か
で
古
曲
も
新
曲
も
'
胡
楽
も
中
華
の
俸
続
的
な
も
の
も
'

遊
興
的
音
楽
室
間
を
創
り
出
す
も
の
'
大
勝
に
い
え
ば
'
互
い
に
置

風
に
運
ば
れ
る
音

(中
)

換
可
能
な
音
楽
的
詩
語
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
こ
と
を
捉
え
て

お
き
た
い
｡
そ
れ
は

｢春
日
陪
楊
江
寧
及
諸
官
'
宴
北
湖
感
古
作
｣

(巻
二
〇
)
の
中
段
に
括
入
さ
れ
て
い
る
宴
合
音
柴
の
次
の
叙
述
に

も
看
取
さ
れ
る
｡

鶴
首
弄
倒
景

蛾
眉
綴
明
珠

新
絃
採
梨
園

古
舞
嬉
呉
歓

曲
度
続
雲
漠

聴
者
皆
歓
娯

鶴
首

倒
景
を
弄
び

蛾
眉

明
珠
を
綴
る

新
絃

梨
園
に

採り
な

まめか

古
舞

呉
歓

矯
し

曲
度

雲
漠
を
続
-

聴
-
者
皆
な
歓
娯
す

｢新
｣
し
い
音
楽
を
尊
信
し
て
い
る
梨
園
と
'
｢古
｣
の
嬉
し
い

呉
の
舞
踊
'
｢新
｣
と

｢古
｣
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
妙
を
健
拝
し
て
共

存
す
る
世
界
'
｢新
絃
｣
と

｢古
舞
｣
が
溶
け
合
っ
て
'
雲
漠
を
め

ぐ
る
幻
想
｡
そ
れ
が
李
白
が
詩
に
描
き
出
し
た
理
想
の
音
楽
の
あ
り

よ
う
を
語
っ
て
い
る
｡
彼
が
詩
に
表
現
し
ょ
う
と
し
た
音
の
世
界
を

さ
ら
に
鮮
明
に
す
る
た
め
に
､
次
に
と
り
わ
け
李
白
が
愛
し
た
と
思
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わ
れ
る
笛
の
措
寓
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
｡

二

笛

と

李

白

李
白
は
楽
器
の
な
か
で
も
殊
に
笛
を
好
ん
だ
｡
『太
平
贋
記
』
巻

二
〇
四
に
は

『甘
揮
謡
』
を
引
い
て
'
玄
宗
期
に
有
名
な
笛
の
奏
者

で
あ
っ
た
李
春
の
孫
に
李
白
が
名
前
を
付
け
た
と
か
'
章
唐
物
の
乳

母
の
子
に
笛
を
輿
え
た
と
い
う
'
李
白
と
笛
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
残
っ
て
い
る
｡
ま
た
､
賓
際
に
彼
は
笛
を
多
-
詩
に
詠
じ
て
い

⑲る
｡

｢青
渓
半
夜
聞
笛
｣
(巻
二
三
)'
｢観
胡
人
吹
笛
｣
(巻
二
五
)へ

｢輿
史
郎
中
欽
聴
黄
鶴
模
上
吹
笛
｣
(巻
二
三
)'
｢金
陵
聴
韓
侍
御
吹

笛
｣
(巻
二
五
)
な
ど
､
詩
題
に

｢聞
笛
｣
｢吹
笛
｣
と
い
う
言
葉
が

入
る
の
も
'
李
白
以
前
に
は
あ
ま
-
見
普
た
ら
な
い
｡
｢誰
が
家
の

玉
笛
ぞ

暗
に
聾
を
飛
ば
す
｣
と
､
人
口
に
胎
灸
し
た

｢春
夜
洛
城

聞
笛
｣
(巻
二
五
)
も
'
｢聞
笛
｣
が
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
｡
こ
こ

に
使
わ
れ
た
､
後
世
美
し
い
笛
の
代
名
詞
と
も
さ
れ
る

｢玉
笛
｣
と

い
う
言
葉
も
､
李
白
以
前
に
は
陳
の
後
主

｢七
夕
宴
楽
修
殿
各
賦
六

韻
｣
(『古
今
歳
時
難
詠
』
巻
二
五
)
と
江
絶

｢梅
花
落
二
首
｣
そ
の
二

⑲

(
『楽
府
詩
集
』
巻
二
四
)
に
み
ら
れ
る
く
ら
い
で
あ
る

｡

後
圭
の
詩

で
は

｢金
細
｣
と
､
江
線
の
詩
で
は
'
｢金
銭
｣
と
封
に
な
る
形
で

｢玉
笛
｣
が
使
わ
れ
て
い
る
｡
｢玉
笛
｣
を
畢
猫
で
用
い
る
の
は
'

李
白
が
最
初
と
ま
で
い
え
な
い
に
せ
よ
'
李
白
が
多
用
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
､
そ
れ
以
後
詩
語
と
し
て
定
着
し
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

㊨う
｡
李
白
は
胡
人
の
演
奏
す
る
笛
を
'
｢胡
雛
緑
眼

玉
笛
を
吹
-
｣

(｢猛
虎
行
｣
巻
六
)
と
か
'
｢胡
人
玉
笛
に
叫
ぶ
｣
(｢九
日
登
山
｣
巻

I
l°
)
と
か
'
｢胡
人

玉
笛
を
吹
-
｣
(｢観
胡
人
吹
笛
｣
巻
二
五
)
の

よ
う
に
､
｢玉
笛
｣
と
言
っ
て
い
る
が
'
胡
人
の
吹
-
笛
に
は
､
元

来

｢菟
笛
｣
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
き
た
｡
李
白
の
詩
中
に
も

｢蒐
笛
横
吹
す

阿
辞
退
'
月
に
向
か
い
て
棲
中
に
落
梅
を
吹
-
｣

(｢司
馬
賂
軍
歌
｣
巻
四
)､
｢蒐
笛

梅
花
の
引
｣
(｢青
渓
牛
夜
間
笛
｣

巻
二
三
)
の
二
例
が
見
ら
れ
る
｡
し
か
し

｢玉
笛
｣
と
い
う
美
稀
を

明
ら
か
に
多
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
､
ど
の
よ
う
な
意
園
が
あ
る

の
だ
ろ
う
か
｡

ひ
と
つ
に
は
､
江
絶

｢梅
花
落
｣
に

｢玉
笛
｣
が
使
わ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
か
ら
'
そ
れ
に
よ
っ
て
連
塞
の
楽
器
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
と

い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
｡
｢春
夜
洛
城
聞
笛
｣
に
お
い
て
も
､

｢玉
笛
｣
は
故
国
の
情
を
喚
起
す
る
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､



李
白
の
詩
に
お
い
て

｢玉
笛
｣
を
吹
-
の
は
'
必
ず
し
も
胡
人
と
は

限
ら
な
い
｡
｢金
陵
聴
韓
侍
御
吹
笛
｣
(巻
二
五
)
で
は
､
｢韓
公

玉

笛
を
吹
き
'
個
僕
と
し
て

英
音
を
流
す
｣
と
韓
侍
御
が
吹
-
笛
を

い
う
｡
ま
た

｢贈
郭
洛
軍
｣
(巻
九
)
で
も
'
｢愛
子

風
に
臨
ん
で

玉
笛
を
吹
き
'
美
人

月
に
向
か
い
て
羅
衣
を
舞
わ
す
｣
と
'
笛
の

清
澄
な
輝
き
と
伸
び
や
か
な
音
色
を
も
示
し
て
い
る
が
'
そ
こ
に
は

胡
人
の
姿
は
す
で
に
み
え
な
い
｡
漢
人
も
奏
す
る
美
し
い

｢玉
笛
｣'

前
節
に
み
た
外
来
と
侍
枕
が
溶
け
合
っ
て
い
-
音
楽
イ
メ
ー
ジ
の
あ

-
方
が
'
こ
の

｢玉
笛
｣
と
い
う
言
葉
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
｡
さ
ら
に
､
李
白
の
詩
篇
に
お
い
て
玉
を
冠
す
る
楽
器
を
見
て

み
る
と

｢玉
笠
｣
｢五
第
｣
が
あ
る
｡
｢憶
奮
遊
寄
誰
郡
元
参
軍
｣

(巻
一
三
)
に
､
｢紫
陽
の
異
人
､
我
を
遊
え
て
玉
笠
を
吹
-
｣
と
い

う
仙
人
が
吹
-
生
'
｢鳳
風
曲
｣
(巻
六
)
に

｢鼠
女

王
簾
を
吹
き
へ

天
上
の
春
を
吟
弄
す
｣
と
'
や
は
-
仙
界
に
通
じ
る
イ
メ
ー
ジ
を
も

つ
煮
が
う
た
わ
れ
て
い
る
｡
｢玉
笛
｣
も
そ
れ
に
連
な
る
詩
語
と

い
っ
て
も
よ
く
'
仙
界
へ
と
は
る
か
に
伸
び
ゆ
-
音
の
接
が
-
が
感

じ
ら
れ
る
｡
ち
な
み
に
､
李
白
以
後
で
は
'
張
砧
が

｢華
清
宮
詩
｣

(『全
唐
詩
』
巻
五
二

)
に
'
｢
一
撃
の
玉
笛

室
に
向
か
っ
て
蓋
き
'

風
に
運
ば
れ
る
昔

(中
)

月
は
鷺
山
に
満
ち
て
宮
漏
長
し
｣
と
い
い
､
白
居
易
が

｢楊
柳
枝
詞

八
首
｣
そ
の
六

(『自
居
易
集
義
校
』
巻
三
一
)
に

｢保
を
剥
ぎ
盤
げ

て
作
す

銀
環
の
様
'
葉
を
巻
き
吹
き
て
為
す

玉
笛
の
聾
｣
と
す

る
と
こ
ろ
に
は
'
純
粋
に
美
稀
と
化
し
た

｢玉
笛
｣
が
詠
み
込
ま
れ

て
い
る
｡
｢玉
笛
｣
が
こ
の
よ
う
に
笛
の
硬
質
な
輝
き
や
そ
の
伸
び

や
か
な
音
色
ま
で
を
も
感
じ
さ
せ
る
の
は
'
ひ
と
え
に
人
口
に
胎
灸

し
た
李
白
の

｢玉
笛
｣
の
影
響
で
あ
ろ
う
｡

李
白
は
胡
楽
と
か
連
塞
音
楽
と
い
う
枠
組
み
か
ら
は
自
由
に
音
楽

を
捉
え
て
い
た
と
い
え
よ
う
｡
連
塞
の
笛
と
し
て
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ

た

｢完
笛
｣
を
､
｢玉
笛
｣
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
た
こ
と
に

よ
っ
て
'
そ
こ
に
輝
き
と
伸
び
や
か
さ
を
輿
え
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ

は
や
は
-
前
節
で
み
た
よ
う
に
､
具
膿
的
な
賓
際
の
音
楽
の
あ
り
よ

う
云
々
と
い
う
よ
-
も
､
意
園
す
る
､
し
な
い
は
別
と
し
て
､
李
白

濁
白
の
自
由
な
音
の
イ
メ
ー
ジ
世
界
を
構
築
し
て
い
-
こ
と
に
繋

が
っ
て
い
る
｡

さ
て
連
塞
の
音
柴
を
聞
-
と
'
眼
前
に
連
境
の
自
然
が
浮
か
ん
で

㊧

-
る
｡
そ
ん
な
描
寓
が
唐
詩
に
は
あ
ら
わ
れ
る

｡

李
白
も
笛
曲
の

｢梅
花
落
｣
に
よ
っ
て
へ
以
下
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
を
作
-
上
げ
る
｡

一〇一一



中
囲
文
学
報

第
七
十
九
冊

青
渓
牛
夜
間
笛

(巻
二
三
)

克
笛
梅
花
引

呉
渓
眺
水
情

寒
山
秋
浦
月

腸
断
玉
開
聾

完
笛

梅
花
の
引

呉
渓

院
水
の
情

寒
山

秋
浦
の
月

腸
は
断
つ

玉
関
の
聾

見
ら
れ
る
｡

輿
史
郎
中
欽
聴
黄
鶴
楼
上
吹
笛

(巻
二
三
)

l
馬
連
客
去
長
沙

西
望
長
安
不
見
家

黄
鶴
棲
中
吹
玉
笛

江
城
五
月
落
梅
花

一
た
び
遷
客
と
為
-
て
長
抄
に
去
る

西
の
か
た
長
安
を
望
め
ど
も
家
を
見
ず

責
鶴
模
中

玉
笛
を
吹
-

江
城
五
月

梅
花
落
つ

｢青
渓
｣
は

｢清
渓
｣
に
つ
-
る
テ
キ
ス
ト
も
あ
る
が
､
江
南
の

秋
浦
解
を
流
れ
る
渓
流
で
あ
-
､
そ
こ
で
連
塞
曲
の

｢梅
花
落
｣
を

聞
-
と
､
突
然
連
境
の
陵
水
に
い
る
よ
う
な
感
情
が
沸
き
起
こ
る
｡

音
が
圭
に
な
っ
て
'
イ
メ
ー
ジ
を
作
-
出
す
の
で
あ
る
｡
｢観
胡
人

吹
笛
｣
(巻
二
五
)
に
お
い
て
も
'
｢胡
人
玉
笛
を
吹
-
､

一
半
は
是

れ
秦
聾
'
十
月

呉
山
の
暁
'
梅
花
故
事
に
落
つ
-
-
｣
と
し
て
'

十
月
と
い
う
時
節
に
､
遠
境
で
は
な
-
呉
に
お
い
て
梅
花
が
散
る
､

場
所
も
季
節
も
違
う
の
に
'
｢梅
花
落
｣
の
曲
が
も
つ
そ
れ
ほ
ど
の

音
の
力
'
賓
際
に
梅
花
が
敬
亭
山
に
落
ち
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
-
'

そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
玉
笛
の
も
つ
不
思
議
な
力
を
こ

こ
で
は
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
｡
同
様
な
表
現
は
も
う
ひ
と
つ

最
後
の
句
の

｢落
梅
花
｣
を
単
な
る
曲
名
と
と
る
こ
と
も
で
き
よ

う
が
'
前
記
の
詩
篇
と
の
類
似
か
ら
し
て
､
こ
こ
で
も
玉
笛
に
よ
っ

て
､
武
漢
の
地
で
五
月
と
い
う
夏
の
最
中
に
'
梅
の
落
ち
る
様
が
鮮

や
か
に
目
に
浮
か
ぶ
｡
そ
の
昔
の
持
つ
力
の
お
も
し
ろ
さ
を
李
白
は

こ
こ
に
詠
じ
て
い
る
と
考
え
た
い
｡
『唐
宋
詩
醇
』
が

｢論
者
た
ち

が
梅
が
落
ち
た
の
落
ち
な
い
の
と
論
争
し
て
い
る
の
は
'
夢
を
説
-

⑳

こ
と
の
で
き
な
い
愚
か
者
だ

｣

と
い
う
よ
う
に
､
こ
れ
ま
で
こ
れ
に

つ
い
て
の
議
論
は
多
い
が
'
梅
花
が
賓
際
に
落
ち
る
の
で
は
な
-
'

李
白
の
詩
は
自
然
現
象
に
ま
で
愛
化
を
も
た
ら
す
ほ
ど
の
音
の
妙
を

詠
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
こ
で
は
'
｢達
客
｣
と
な
っ
て
速
き

JO



長
安
の
我
が
家
を
想
う
心
も
'
黄
鶴
榎
の
玉
笛
の
音
に
よ
っ
て
'
眼

前
に
ひ
ろ
が
る
梅
の
花
び
ら
の
舞
い
に
釘
付
け
に
な
る
よ
う
で
あ
る
｡

の
び
ゆ
-
音
と
梅
花
の
ひ
ろ
が
-
が
重
な
っ
て
い
-
｡
で
は
そ
う
し

た
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
ら
す
笛
の
音
'
ひ
い
て
は
音
楽
は
ど
の
よ
う
に

し
て
耳
に
屈
-
の
か
'
も
う
少
し
探
っ
て
み
た
い
｡

三

風
を
媒
介
に
し
て
接
が
る
音

玉
笛
の
音
を
描
菊
し
た
李
白
の
代
表
作
は
次
に
み
る
も
の
で
あ
ろ

､つ
○

金
陵
聴
韓
侍
御
吹
笛

(巻
二
五
)

韓
公
吹
玉
笛

個
償
流
英
昔

風
吹
続
錘
山

高
塾
皆
龍
吟

王
子
停
鳳
管

師
裏
掩
堵
琴

徐
韻
渡
江
去

韓
公

玉
笛
を
吹
き

個
僕
と
し
て

英
音
を
流
す

風
吹
い
て
鍾
山
を
繰
-

寓
整

骨
な
龍
吟
す

王
子

鳳
管
を
停
め

師
嚢

堵
琴
を
掩
う

鎗
韻

江
を
渡
-
去
-
て

天
涯
安
可
尋

天
涯

安
-
ん
ぞ
尋
ね
る
可
け
ん
や

韓
侍
御
の
吹
-
笛
の
音
'
そ
れ
が
風
に
よ
っ
て
接
が
っ
て
い
く
｡

風
は
錘
山
を
続
-
'
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
'
寓
塾
が
み
な
龍
が
吟
ず

る
が
ご
と
き
音
を
た
て
る
｡
素
晴
ら
し
い
音
楽
が
自
然
を
感
雁
さ
せ

る
常
套
的
な
描
寓
だ
が
､
李
白
の
詩
の
特
徴
は
そ
こ
に
風
が
媒
介
し

て
い
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
そ
の
昔
は
は
る
か
に
川
を
渡
っ
て

接
が
っ
て
い
-
の
で
あ
る
｡
類
似
の
表
現
は
ほ
か
に
も
あ
り
'
た
と

え
ば
'
｢擬
古
十
二
首
｣
其
の
二

(巻
二
四
)
-
-

｢造
夜

一
美
人
'

羅
衣

秋
霜
に
需
う
'
情
を
含
み
て
柔
昔
を
弄
し
､
弾
じ
て
栢
上
桑

を
作
す
'
絃
聾
は
何
ぞ
激
烈
な
る
'
風
巻
き
て
飛
梁
を
繰
る
'
行
人

骨
な
榔
掲
'
棲
鳥
去
-
て
週
期
す
･･････｣
と
い
う
'
沓
せ
ら
れ
た
音

が
､
風
に
よ
っ
て
あ
た
-
に
接
散
し

｢練
る
｣
こ
と
に
よ
っ
て
'
さ

ら
に
音
の
影
響
を
行
人
や
棲
鳥
に
輿
え
て
い
-
｡
そ
の
構
造
を
明
ら

か
に
李
白
は
好
ん
で
い
る
｡
前
述
の

｢憶
善
遊
寄
誰
郡
元
参
軍
｣

(巻
三
一)
に
お
い
て
も
､
｢翠
蛾
は
蝉
絹
と
し
て
初
月
輝
き
'
美
人

かわ
る

更

が

わ
る
に
唱
っ
て
羅
衣
を
舞
わ
す
'
清
風
歌
を
吹
い
て
室
に
入

な
あ

-
て
去
り
､
歌
曲
は
自
行
雲
を
繰

っ
て
飛
ぶ
｣
と
う
た
う
｡
小
川
環

- ll-

風
に
運
ば
れ
る
音

(中
)
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⑳

樹

･
栗
山
稔
講
の
A
･
ウ
ェ
イ
リ
ー

『李
白
』
で
は
､
こ
の
箇
所
を

｢澄
み
き

っ
た
風
が
吹
い
て
､
歌
聾
を
室
へ
蓮
び
さ
-
'
音
楽
が
風

の
翼
と
な
っ
て
'
流
れ
る
雲
を
ぬ
う
よ
う
に
飛
ん
だ
｣
と
課
さ
れ
て

お
-
t
の
び
や
か
な
音
の
接
が
り
が
博
え
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た

｢秋

日
魯
郡
亮
両
亭
上
宴
別
杜
補
開
花
侍
御
｣
(巻
1
五
)
に
お
い
て
も
'

｢鞍
を
敏
め
て
古
木
に
憩
い
､
背
を
解
い
て
横
枝
に
桂
-
､
歌
鼓

川
上
の
亭
､
曲
度

紳
願
吹
-
｣
と
あ
る

｢曲
度
｣
は

『文
選
』
の

｢洞
篇
賦
｣
に
も
あ
る
言
葉
で
音
楽
の
調
べ
を
い
う
の
で
あ
る
が
'

鼓
に
合
わ
せ
た
歌
の
響
き
が
､
所
願
に
吹
か
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ

も
李
白
が
愛
し
た
音
だ
っ
た
に
違
い
な
い
｡
李
白
の
詩
に
お
い
て
'

笛
も
'
忘
も
､
歌
聾
も
'
と
も
に
風
に
よ
っ
て
吹
か
れ
'
あ
る
い
は

行
雲
の
ま
わ
-
を
め
ぐ
-
'
接
が
っ
て
い
-
の
で
あ
る
｡
風
に
蓮
ば

れ
る
音
楽
'
こ
れ
は
い
か
に
も

『文
選
』
の
な
か
に
で
も
散
見
し
そ

う
な
も
の
だ
が
'
わ
ず
か
に

｢古
詩
十
九
首
｣
そ
の
五
に
み
え
る

｢活
南

風
に
随
い
て
覆
し
'
中
曲

正
に
排
梱
す
｣
と
い
う
表
現

に
'
風
に
よ
る
音
の
接
散
が
見
ら
れ
る
-
ら
い
で
あ
る
｡
ま
た
音
楽

かな

に
関
す
る
厳
の
な
か
に
は
､
｢噂
賦
｣
に
'
｢貴
官
を
清
角
に
協

へ
､

ひ
る
がえ

商
羽
を
流
徴
に
難
う
'
源
雲

泰
清
に

親

し

'
長
風
を
寓
里
に
集

む
｣
と
､
音
を
整
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
雲
を
た
だ
よ
わ
せ
た
り
'
風

を
寓
里
の
か
な
た
か
ら
集
め
た
-
す
る
様
子
が
措
か
れ
て
'
｢角
を

えだ

奏
す
れ
ば
則
ち
谷
風

修

を
鳴
ら
す
｣
と
'
角
聾
に
呼
癒
し
て
春
の
風

が
枝
を
鳴
ら
す
と
い
う
表
現
が
わ
ず
か
に
み
え
る
だ
け
で
あ
る
｡
さ

ら
に
同
じ
-

『文
選
』
の
張
衡

｢南
都
賦
｣
に
み
え
る

｢琴
を
弾
い

おさ

て
答
を

据

え

れ
ば
'
流
風
俳
梱
し
､
活
角
徴
を
馨
す
れ
ば
､
聴
-
者

哀
し
み
を
埠
す
｣
も
'
音
に
よ
っ
て
風
が
俳
掴
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
､
そ
こ
に
は
李
白
の
詩
の
特
徴
と
思
わ
れ
る
音
楽
の
風
に
よ
る

接
が
り
は
み
え
な
い
の
で
あ
る
｡

李
白
の
音
楽
詩
の
な
か
に
は
､
清
澄
な
雰
囲
気
を
た
た
え
て
い
る

呉
吟
を
聞
い
て
の
作
品
に
も
､
風
は
登
場
す
る
｡

夜
泊
黄
山
間
段
十
四
呉
吟

(巻
二
二
)

昨
夜
誰
為
具
合
吟

昨
夜

誰
か
具
合
の
吟
を
為
す

風
生
菌
墾
振
室
林

風
は
寓
塾
に
生
じ
て
室
林
に
振
る
う

龍
驚
不
敢
水
中
臥

龍
は
驚
き
て
敢
て
水
中
に
臥
さ
ず

猿
嚇
時
間
巌
下
音

猿
は
嚇
き
て
時
に
聞
-
巌
下
の
音

我
宿
黄
山
碧
渓
月

我
は
宿
す

黄
山
碧
漠
の
月

72



聴
之
却
罷
松
間
琴

朝
来
果
是
鎗
州
逸

酷
酒
提
盤
飯
霜
栗

牛
酎
更
馨
江
海
草

客
愁
頓
向
杯
中
央

之
を
聴
き
て
却

っ
て
罷
む
松
間
の
琴

朝
来

果
し
て
是
れ
槍
州
の
逸

力

さ

酒
を
酷
い
盤
を
提
げ
て
霜
栗
を
飯
に
す

牛
酎

更
に
覆
す
江
海
の
聾

客
愁

頓
に
杯
中
に
向
い
て
失
う

次
に
､
第
二
節
で
も
取
-
上
げ
た
人
口
に
胎
灸
し
た
以
下
の
詩
を

み
て
み
よ
う
｡

春
夜
洛
城
聞
笛

(巻
二
五
)

こ
こ
に
挙
げ
た
詩
に
は
'
李
白
の
呉
地
方
の
歌
聾
に
封
す
る
感
動

が
看
取
さ
れ
る
｡
話
題
に
あ
る
若
山
と
は
'
大
平
原
の
そ
れ
を
指
し
'

宣
州
に
も
近
い
と
こ
ろ
､
つ
ま
-
呉
の
地
で
あ
-
'
そ
こ
で
聞
い
た

段
十
四
の
歌
聾
の
素
晴
ら
し
さ
を
述
べ
て
い
る
｡
そ
の
聾
が
登
せ
ら

れ
る
と
'
風
が
あ
ら
ゆ
る
谷
に
生
ま
れ
て
'
何
も
な
い
よ
う
に
ひ
そ

ま
-
か
え

っ
た
林
を
め
ぐ
っ
て
い
-
｡
す
る
と
そ
れ
は
水
中
に
ね
む

る
龍
に
も
響
い
て
龍
は
そ
の
昔
に
じ
っ
と
し
て
い
ら
れ
な
-
な
り
'

猿
は
そ
れ
に
影
響
さ
れ
て
鳴
き
､
呉
吟
に
耳
を
傾
け
る
様
子
で
あ
る
｡

若
山
を
流
れ
る
谷
川
に
美
し
い
月
を
愛
で
な
が
ら
琴
を
ひ
い
て
い
た

李
白
は
､
呉
吟
の
響
き
に
自
分
の
琴
を
や
め
て
聞
き
入
っ
た
の
で
あ

る
｡
こ
こ
に
も
'
李
白
が
自
分
の
好
み
に
適
う
音
を
見
つ
け
た
と
き

に
用
い
る

｢風
｣
に
よ
る
接
が
-
の
跡
を
十
分
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡

風
に
運
ば
れ
る
音

(中
)

誰
家
玉
笛
暗
飛
聾

散
人
春
風
満
洛
城

此
夜
曲
中
開
折
柳

何
人
不
起
故
園
情

誰
が
家
の
玉
笛
ぞ

暗
に
聾
を
飛
ば
す

散
じ
て
春
風
に
入
り
て
洛
城
に
満
つ

此
の
夜

曲
中
に
折
柳
を
聞
-

何
人
か
故
園
の
情
を
起
こ
さ
ざ
ら
ん

こ
れ
も
音
が
蚤
せ
ら
れ
て
､
そ
れ
が
風
に
よ
っ
て
運
ば
れ
る
と
い

う
李
白
の
音
楽
詩
の
パ
タ
ー
ン
に
沿
っ
て
い
る
｡
風
が
玉
笛
の
音
を

内
包
し
て
洛
陽
の
街
に
満
ち
溢
れ
る
と
い
う

l
種
幻
想
的
な
表
現
が

こ
の
詩
の
魅
力
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
こ
の
連
塞
詩
は
'
上
に
み
て
き

た
よ
う
に
李
白
の
音
と
風
の
関
わ
-
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
代
表

作
と
も
い
え
よ
う
｡
い
っ
た
い
'
連
塞
詩
に
表
わ
さ
れ
た
音
柴
に
'

⑳

こ
れ
と
類
似
の
表
現
は
少
な
い
｡
『囲
秀
集
』
巻
下
に
引
か
れ
た
高

速
の

｢和
王
七

(皮
)
玉
門
閥
上
吹
笛
｣
に
わ
ず
か
に
以
下
の
よ
う

に
風
と
音
楽
が
詠
わ
れ
て
い
る
｡

- 13-
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胡
人
吹
笛
戊
模
問

楼
上
有
権
海
月
閑

借
間
落
梅
凡
幾
曲

従
風

一
夜
満
開
山

胡
人
笛
を
吹
-

戊
桂
の
間

楼
上
粛
候
と
し
て

海
月
閑
か
な
り

借
間
す

落
梅
凡
そ
幾
曲

風
に
従
い
て
一
夜
開
山
に
満
つ

線
-
返
さ
れ
る

｢梅
花
落
｣
の
曲
が
'
風
に
乗
っ
て
開
山
の
夜
に

充
満
す
る
｡
た
し
か
に
'
こ
こ
に
は
上
記
の
李
白
の
詩
に
共
通
し
た

風
と
音
楽
の
関
わ
-
が
み
ら
れ
る
｡
高
適
と
李
白
の
親
密
な
関
係
に

⑳

つ
い
て
は
'
す
で
に
論
語
が
な
き
て
い
る
｡
ま
た
高
速
の
詩
に
は
､

ほ
か
に
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
が
見
ら
れ
な
い
｡
だ
か
ら
と
い
っ
て
'

李
白
が
高
速
に
影
響
し
た
と
断
定
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
'
風
と

音
楽
の
か
か
わ
-
は
上
述
し
た
よ
う
に
明
ら
か
に
李
白
の
特
徴
と
い

⑳

え
る
で
あ
ろ
う
｡

四

春

風

と

李

白

李
白
が
音
を
運
ぶ
の
に
多
-
用
い
た
の
は

｢秋
風
｣
で
も
な
-

｢北
風
｣
で
も
な
-
､
な
ぜ

｢春
風
｣
だ
っ
た
の
か
｡
次
に
こ
の

｢春
風
｣
に
つ
い
て
李
白
の
作
品
の
な
か
で
み
て
い
き
た
い
｡
李
白

の
詩
中
に
は

｢春
風
｣
が
多
-
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
頻
度
は
杜

⑳

甫
の
三
倍
近
-
'
多
-
の
詩
を
残
す
白
居
易

や

宋
代
の
蘇
拭
な
ど
に

-
ら
べ
て
も
二
割
ほ
ど
少
な
い
だ
け
で
あ
る
｡
李
白
が
好
ん
だ
と
い

わ
れ
る

｢月
｣
で
さ
え
も
'
自
店
易
の
半
分
､
蘇
拭
の
三
分
の
一
の

数
に
満
た
な
い
の
と
比
較
す
る
と
､
彼
が
い
か
に

｢春
風
｣
を
好
ん

⑳

で
使
用
し
た
か
が
明
ら
か
と
な
る

｡

李
白
が
玄
宗
皇
帝
の
側
近
と
し
て
翰
林
供
奉
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た

天
賓
二
載

(七
四
三
)
の
作
品

｢春
日
行
｣
(巻
三
)
の
な
か
に
も
次

の
よ
う
に
み
え
る
｡

佳
人
常
宿
弄
白
日

絃
勝
手
語
弊
鳴
撃

春
風
吹
落
君
王
耳

此
曲
乃
是
昇
天
行

佳
人
菌
に
皆
-
て
白
日
を
弄
び

絃
は
手
と
語
-
て
鴫
等
弾
ず

春
風
吹
き
落
つ

君
王
の
耳

⑳

此
の
曲
乃
ち
是
れ
昇
天
行

｢春
風
｣
が
君
王
の
耳
に
届
け
る
音
'
そ
こ
に
は
柔
ら
か
さ
と
同

時
に
華
や
ぎ
も
感
じ
ら
れ
る
｡
も
と
も
と

｢昇
天
行
｣
は
'
『楽
府

詩
集
』
巻
六
三
難
曲
歌
餅
に
み
え
る

｢楽
府
解
題
｣
に
よ
れ
ば
'
こ
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の
世
の
短
さ
を
嘆
い
て
紳
仙
界
へ
逃
避
し
よ
う
と
す
る
内
容
で
あ
る
｡

し
か
し
李
白
の
作
品
に
は
嘆
き
は
措
か
れ
ず
'
こ
の
箇
所
に
績
い
て

今
を
と
き
め
く
玄
宗
を
寿
ぐ
内
容
が
み
え
る
｡
寛
久
美
子
氏
は
つ
と

に

｢そ
う
し
た
曲
を
耳
に
し
た
次
の
瞬
間
'
李
白
の
聯
想
は
仙
界
へ

⑳

と
ひ
ろ
が
る
｣
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
'
そ
の
仙
界
へ
の
聯
想
を
よ

り
効
果
的
に
し
た
の
は
'
｢昇
天
行
｣
を
運
ん
で
き
た

｢春
風
｣
で

は
な
か
ろ
う
か
｡
春
風
の
も
た
ら
す
音
に
よ
っ
て
'
つ
づ
い
て
作
品

の
な
か
に
展
開
さ
れ
る
仙
界
の
イ
メ
ー
ジ
が
す
で
に
準
備
さ
れ
て
い

る
と
も
い
え
よ
う
｡

ま
た
玄
宗
皇
帝
が
じ
き
じ
き
に
李
白
に
作
詞
を
さ
せ
た
と
さ
れ
る

｢清
平
調
詞
｣
三
首

(巻
軸
)
に
お
い
て
も

｢春
風

桂
を
沸
い
露

こま

華
濃
や
か
な
り
｣
(そ
の
一
)､
と
か

｢解
樺
す

春
風
無
限
の
恨
み
｣

(そ
の
三
)
と
い
う
ふ
う
に
'
｢春
風
｣
が
散
見
す
る
｡
ま
た
お
な
じ

く
宮
中
の
こ
と
を
詠
じ
た

｢宮
中
行
楽
詞
八
首
｣
(巻
五
)
に
お
い

て
も
'
そ
の
七
で
は

｢寒
雲

梅
中
に
轟
き
'
春
風

柳
上
に
締
る
､

宮
鴬
嬢
と
し
て
醇
わ
ん
と
欲
し
'
雀
燕
語
-
て
還
た
飛
ぶ
｣
(そ
の

六
)
と
'
｢春
風
｣
が
春
の
暖
か
さ
を
運
ぶ
も
の
と
し
て
取
-
上
げ

ら
れ
て
い
る
｡
と
-
わ
け
音
饗
に
開
聯
し
た
以
下
の
部
分
を
み
て
み

風
に
運
ば
れ
る
音

(中
)

よ
､つ
｡煙

花
宜
落
日

練
管
酔
春
風

笛
奏
龍
鳴
水

着
吟
風
下
室

今
日
明
光
真

澄
須
結
件
遊

春
風
開
紫
殿

天
柴
下
珠
棲

煙
花

落
日
に
宜
し
-

練
管

春
風
に
酔
う

笛
奏
す
れ
ば

龍

水
に
鳴
き

粛
吟
ず
れ
ば

鳳

室
よ
-
下
る

(｢宮
中
行
楽
詞
八
首
｣
そ
の
三
)

今

日

明
光
の
裏

還
た
須
-
件
を
結
び
て
遊
ぶ
べ
し

春
風

紫
殿
を
開
き

天
饗

珠
榎
よ
り
下
る

(同

そ
の
六
)

15

｢練
管

春
風
に
酔
う
｣
と
い
う
の
は
音
楽
が
春
風
の
影
響
を
受

け
て
い
る
と
解
稗
し
た
い
｡
春
風
に
よ
-
や
わ
ら
か
な
春
の
力
を
得

た
楽
器
た
ち
が
､
龍
や
鳳
風
も
感
癒
さ
せ
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡
ま

た
'
｢春
風

紫
殿
を
開
き
'
天
禦

珠
桂
よ
-
下
る
｣
も
'
そ
れ

と
同
様
に
春
風
の
力
で
紫
殿
が
開
か
れ
て
'
そ
こ
に
美
し
い
音
楽
が
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聞
こ
え
て
-
る
｡
｢春
風
｣
は
'
何
か
を
起
こ
す
力
を
備
え
て
お
-
'

ま
た
何
か
が
好
韓
す
る
鍵
と
な
る
存
在
だ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

李
白
は
春
風
を
十
二
分
に
駆
使
し
て
宮
廷
音
楽
を
捉
え
て
い
る
の
で

あ
-
'
宮
中
に
仕
え
て
い
た
時
期
の
李
白
の
作
品
は
お
も
し
ろ
-
な

⑫

い
と
す
る
向
き
も
あ
る
も
の
の
､

そ
こ
で
や
は
-
彼
は
存
分
に
腕
を

⑬

振
る
っ
て
い
た
と
も
い
え
よ
う

｡

こ
の
よ
う
に
春
風
が
音
を
運
ぶ
と

い
う
こ
と
を
詩
に
表
わ
し
て
い
る
の
は
､
管
見
に
よ
る
と
李
白
が
最

初
で
あ
る
｡
そ
れ
は
李
白
以
降
で
は
'
た
と
え
ば
願
況

｢鄭
女
弾
等

歌
｣
(『全
唐
詩
』
巻
二
六
五
)
に
'
｢鄭
女
八
歳
能
-
撃
を
弾
き
'
春

風
吹
き
落

つ
天
上
の
馨
｣
と
か
､
武
元
衡

｢春
日
偶
作
｣
(『全
唐

詩
』
巻
三
一
七
)
に
､
｢個
恨
た
る
管
弦
何
虞
よ
-
獲
す
､
春
風
吹
き

到
る
議
書
の
薗
｣
と
い
う
よ
う
に
'
美
し
い
調
べ
を
と
ど
け
る
も
の

と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
昔
時
人
口
に
胎
灸
し
た
李
白
の
詩

の
影
響
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
｡

李
白
は
春
風
に
特
別
の
思
い
入
れ
が
あ

っ
た
｡
春
風
は
何
か
を
起

こ
す
力
を
も

っ
た
も
の
と
し
て
'
｢前
有
樽
酒
行
｣
二
首

其
の

一

(巻
三
)
の
最
初
に
も
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
｡

春
風
東
来
忽
相
過

春
風
東
よ
-
来
た
-
て
忽
ち
相
い
過
ぐ

金
棒
漆
酒
生
徴
波

金
棒
の
漁
酒

徴
波
を
生
ず

落
花
紛
紛
稚
党
多

落
花
紛
紛
と
し
て
相
や
-
多
き
を
覚
ゆ

く
れな
い

美
人
欲
酔
朱
顔
蛇

美
人
醇
わ
ん
と
欲
し
て
朱
顔

蛇

な

-

詩
の
冒
頭
か
ら
登
場
す
る
春
風
'
そ
れ
に
よ
っ
て
金
棒
の
漁
酒
に

生
じ
る
波
｡
こ
の
よ
う
に
愛
化
を
も
た
ら
す
春
風
を
李
白
は
と
き
に

擬
人
化
し
て
感
情
を
も
つ
も
の
の
よ
う
に
も
詠
じ
て
い
る
｡

劣
勢
亭

(巻
二
五
)

天
下
傷
心
虞

天
下
心
を
傷
ま
し
む
る
虚

勢
努
迭
客
亭

努
努
客
を
送
る
亭

春
風
知
別
苦

春
風
は
別

れ
の
苦
し
み
を
知
-
て

えだ

不
達
柳
候
青

柳

の
候
を

し
て
青
か
ら

し
め
ず

労
費
享
は
'
江
寧
懸

(
い
ま
の
南
京
市
)
の
努
努
山
に
設
け
ら
れ

た
亭
｡
李
白
は
ほ
か
に
も

｢金
陵
労
費

客
を
送
る
堂
､
蔓
草
離
雛

と
し
て
追
善
に
生
ず
｣
(｢劣
勢
亭
歌
｣
巻
七
)
と
詠
じ
'
そ
の
原
注
に
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も

｢古
え
の
送
別
の
所
｣
と
あ
る
｡
こ
の
別
れ
の
地
に
お
い
て
'
春

風
は
人
間
の
別
れ
の
苦
し
み
を
察
し
て
'
柳
の
枝
を
青
-
さ
せ
な
い

よ
う
に
し
て
い
る
と
い
う
｡
春
の
風
を
擬
人
化
し
た
代
表
的
な
詩
と

し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
'
蘇
戦
の

｢新
城
道
中
｣
(
『蘇
拭
詩
集
合

法
』
巻
九
)
の

｢東
風
は
我
が
山
行
せ
ん
と
欲
す
る
を
知
-
て
'
吹

⑳

断
す

著
聞
の
積
雨
の
聾
を
｣
で
あ
る
が
､
そ
れ
に
先
行
す
る
も
の

と
し
て
'
こ
の

｢勢
勢
亭
｣
も
挙
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

李
白
に
お
い
て
春
風
は
人
の
心
を
知
る
や
さ
し
い
存
在
で
あ
っ
た
｡

そ
れ
は
と
き
と
し
て
李
白
に
笑
い
か
け
る
｡
｢擬
古
十
二
首
｣
(巻
二

四
)
そ
の
五
で
は
'
｢今
日
は
風
日
好
ろ
し
､
明
日
は
恐
ら
-
如
か

ざ
ら
ん
へ
春
風
は
人
に
む
か
い
て
笑
う
'
何
ぞ
乃
ち
愁
え
て
自
ず
か

ら
居
る
や
と
'
簾
を
吹
い
て
彩
鳳
を
舞
わ
し
'
醒
を
酌
ん
で
紳
魚
を

な
ます

鰭

に

す
-
-
｣
､
歓
楽
の
と
き
を
見
過
ご
し
て
し
ま
い
が
ち
な
人
間

に
野
し
て
春
風
が
笑
い
か
け
る
｡
こ
の
箇
所
に
封
す
る

『新
唐
詩

⑮

選
』
の
吉
川
幸
次
郎
氏
の
講

に
は

｢生
命
は
充
賓
す
べ
き
と
き
に
充

害
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
｡
も
し
充
賓
の
機
を
失
し
た
な
ら
ば
'
｢春
風
は

人
を
笑
う
｣
で
あ
ろ
う
｡
笑
っ
て
人
間
に
い
う
で
あ
ろ
う
､
な
ぜ
そ

ん
な
に
心
配
そ
う
な
顔
を
し
て
'
す
わ
-
こ
ん
で
い
る
の
か
｣
と
さ

風
に
蓮
ば
れ
る
音

(中
)

れ
て
い
る
｡
ま
た
'
｢封
酒
｣
(巻
二
三
)
で
も
､
｢君
に
勧
む

杯
を

拒
む
莫
れ
､
春
風
人
を
笑
い
て
来
た
る
'
桃
李
は
蕃
識
の
如
-
､
傾

花
は
我
に
向
か
い
て
開
-
､
流
鷺

碧
樹
に
噂
き
'
明
月

金
費
を

窺
う
-
-
｣
と
､
お
酒
を
勧
め
る
李
白
へ
そ
こ
に
現
れ
る
の
が
春
風

で
あ
る
｡
春
風
が
人
に
笑
い
か
け
る
よ
う
に
吹
い
て
-
る
と
'
桃

李

･
傾
花

･
流
鷺

･
明
月
と
い
う
春
の
役
者
が
揃
い
､
宴
合

を
演
出

す
る
｡
春
風
は
春
を
演
出
す
る
役
者
の
な
か
で
も
李
白
に
と
っ
て
は

別
格
の
も
の
で
あ
っ
た
｡
ま
た

｢待
酒
不
至
｣
(巻
二
三
)
で
は
'
や

は
-
春
の
晩
酌
を
詠
じ
て

｢晩
酌
す
東
膿
の
下
､
流
鷺

復

た

滋

に

荏
-
'
春
風
と
酔
客
､
今
日
乃
ち
相
い
宜
し
｣
と
あ
る
｡
春
風

と

酔

客
つ
ま
-
李
白
自
身
を
は
っ
き
-
と
野
崎
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
部
分
の
松
浦
友
久
氏
の
解
稗
に
は
'
｢あ
た
た
か
な
春
の
夜
風
'

ほ
ろ
ほ
ろ
と
酔
い
の
回
っ
た
わ
た
し
｡
夜
風
は
わ
た
し
を
つ
つ
み
'

わ
た
し
は
夜
風
の
な
か
に
酔
う
｡
春
風
と
わ
た
し
と
は
今
宵
こ
そ
ひ

⑯

と
つ
に
と
け
あ
っ
て
い
る
の
だ

｣

と
あ
る
｡

春
風
は
こ
の
よ
う
に
李
白
に
と
っ
て
近
し
い
存
在
で
あ
-
'
情
を

解
す
る
温
か
さ
を
も
ち
､
音
楽
と
春
風
に
戻
っ
て
考
え
る
と
'
そ
れ

が
運
ん
で
-
る
音
楽
は
や
は
-
柔
ら
か
さ
や
ぬ
-
ち
-
を
含
む
も
の
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と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
あ
の

｢春
夜
洛
城
聞

笛
｣
(巻
二
五
)
の

｢誰
が
家
の
玉
笛
ぞ
暗
に
聾
を
飛
ば
す
､
散
じ
て

春
風
に
入
-
て
洛
城
に
満
つ
､
此
の
夜
曲
中
に
折
柳
を
聞
-
'
何
人

か
故
園
の
情
を
起
こ
さ
ざ
ら
ん
｣
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
'
た
し
か
に

｢折
楊
柳
｣
の
曲
に
よ
っ
て
お
こ
さ
れ
る
別
れ
の
情
趣
や
郷
愁
と
い

う
悲
し
み
と
は
別
に
､
上
記
の
春
風
に
よ
っ
て
洛
陽
の
街
に
充
た
さ

れ
る
音
の
や
わ
ら
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
内
包
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
李

白
の
詩
を
謹
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
中
庸
の
詩
人
武
元
衛
も
'
春
風
を

次
の
よ
う
に
取
-
上
げ
て
い
る
｡

春
興

(『全
唐
詩
』
巻
三
一
七
)

楊
柳
陰
陰
細
雨
晴

楊
柳
陰
陰
と
し
て
細
雨
晴
れ

残
花
落
義
兄
流
鷺

残
花
落
ち
蓋
-
し
て
流
鷺
を
見
る

春
風

一
夜
吹
香
夢

春
風

一
夜
香
夢
を
吹
き

夢
逐
春
風
到
洛
城

夢
は
春
風
を
逐
い
て
洛
城
に
到
る

武
元
衛
の
詩
は

｢楊
柳
｣
と

｢春
風
｣
と

｢洛
城
｣
を
そ
ろ
え
て

お
-
'
李
白
の
詩
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
春
風
が
夢

㊨

と

一
膿
化
し
て
洛
城
に
届
け
ら
れ
る

｡

そ
ん
な
の
び
や
か
な
イ
メ
ー

ジ
を

つ
-
り
あ
げ
た
の
は
'
武
元
衡
だ
け
で
は
な
い
｡
羊
士
謁
の

｢迂
舟
人
後
渓
｣
(『全
唐
詩
』
巻
三
二
二
一)
に
も

｢玉
笛
閑
と
し
て
折

そ

楊
柳
を
吹
-
'
春
風

事
無
-
魚
津
に
傍

う
｣
と
あ
る
｡
｢玉
笛
｣

と

｢折
楊
柳
｣
と

｢春
風
｣
を
使

っ
て
'
の
ど
か
な
春
を
詠
じ
て
い

る
の
で
あ
る
｡
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
源
に
は
'
李
白
の
詩
が
あ
-
t

と
-
わ
け
重
要
な
の
が
春
風
の
存
在
で
あ

っ
た
｡

五

寓
里
を
運
ば
れ
る
音

李
白
が
風
に
よ
っ
て
運
ば
れ
る
音
の
イ
メ
ー
ジ
を
好
ん
で
い
た
こ

と
は
こ
れ
ま
で
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
｡
そ
れ
は
さ
ら
に
飛
躍
し
､

寓
里
の
か
な
た
ま
で
自
由
に
音
が
運
ば
れ
る
こ
と
に
も
な
る
｡
｢長

相
恩
｣
(巻
六
)
の
な
か
に
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
｡

18

趨
宕
初
停
鳳
風
桂

萄
琴
欲
奏
鴛
喬
絃

此
曲
有
意
無
人
停

こと
じ

趨
琵

初
め
て
停
む
鳳
風
の
柱

萄
琴

奏
せ
ん

と
欲
す
鴛
鷺
の
絃

ここ
ろ

此
の
曲

意
有

れ
ど
も
人
の
俸
う
る

無
し



願
随
春
風
寄
燕
然

願
わ
-
は
春
風
に
随
い
て
燕
然
に
寄
せ

ん

燕
然
は
'
現
在
の
モ
ン
ゴ
ル
の
地
で
あ
-
'
燕
然
山
に
ち
な
ん
で

付
け
ら
れ
た
地
名
で
あ
る
｡
そ
の
速
-
離
れ
た
蓮
境
の
地
ま
で
'
春

風
に
随
っ
て
連
ば
せ
た
い
音
楽
､
せ
め
て
こ
の
音
禦
だ
け
で
も
あ
の

人
に
停
え
た
い
'
そ
ん
な
想
い
を
春
風
に
託
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

李
白
が
風
に
託
し
て
寓
里
を
運
ば
せ
る
も
の
に
は
､
ほ
か
に
ど
の

よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
｡
｢聞
王
昌
齢
左
遷
龍
標
造
有
此
寄
｣
(巻

三
一)
で
は
'
｢我
れ
愁
心
を
寄
せ
て
明
月
に
輿
う
､
風
に
随
い
て

直
に
夜
郎
の
西
に
到
る
｣
と
あ
り
､
愁
い
の
心
を
寄
せ
ら
れ
た
明
月

が
風
に
の
っ
て
夜
部
と
い
う
西
の
は
て
ま
で
到
る
と
い
う
｡
こ
こ
で

は
月
が
そ
の
封
象
に
な
る
｡
さ
ら
に
有
名
な

｢峨
眉
山
月
歌
迭
萄
倍

量
入
中
京
｣
(巻
八
)
で
も
'
｢峨
眉
山
月

蓮
た
君
を
送
る
'
風
は

吹
き
て
西
の
か
た
長
安
の
階
に
到
る
'
長
安
の
大
道

九
天
に
横
た

わ
り
'
峨
眉
山
月

秦
川
を
照
ら
す
｣
と
あ
り
､
こ
こ
で
も
月
が
風

に
吹
か
れ
て
移
動
す
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
夢
も
風
に
吹
か
れ
て
移

動
す
る
.
｢江
夏
贈
寺
南
陵
泳
｣
(巻
二

)
で
は
'
｢西
の
か
た
故
人

風
に
運
ば
れ
る
音

(中
)

を
憶
う
も
見
る
べ
か
ら
ず
'
東
風
夢
を
吹
き
て
長
安
に
到
ら
し
む
｣

と
い
う
.
ほ
か
に
は
'
人
の
心
も
ま
た
蓮
ば
れ
る
｡
｢贈
何
七
判
官

昌
浩
｣
(巻
九
)
で
は
'
｢時
に
忽
と
し
て
個
帳
す
る
有
-
'
匡
坐
し

て
夜
分
に
至
る
'
平
明
室
し
-
暗
唱
L
t
世
紛
を
解
か
ん
と
欲
す
る

を
思
う
'
心
は
長
風
に
随
い
て
去
-
'
吹
き
て
散
ず
寓
里
の
雲

-
-
｣
と
'
空
し
-
悩
む
こ
こ
ろ
も
'
寓
里
の
雲
を
吹
き
散
ら
す
長

風
に
し
た
が
っ
て
'
は
る
か
天
外
に
飛
び
ゆ
-
よ
う
な
解
放
感
を
得

る
｡禦

府
で
あ
る

｢久
別
離
｣
(巻
四
)
に
も
'
風

へ
の
李
白
の
呼
び

か
け
が
あ
る
｡
｢去
年
書
を
寄
せ
て
陽
茎
に
報
ず
'
今
年
書
を
寄
せ

た
め

て
重
ね
て
相
い
催
す
'
東
風
よ
東
風
よ
'
我
が

烏

に

行
雲
を
吹
き
て

西
来
せ
し
め
よ
｣
と
､
風
に
封
す
る
願
い
を
詠
う
｡
以
上
の
よ
う
に
'

風
は
音
楽
の
ほ
か
に
'
月
や
夢
や
心
や
雲
を
寓
里
の
か
な
た
へ
運
ん

で
-
れ
る
｡
そ
れ
は
李
白
が
詩
の
な
か
に
構
築
し
た
幻
想
で
あ
-
'

そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
壮
大
さ
は
李
白
な
ら
で
は
の
も
の
で
あ
ろ
う
｡
そ

し
て
晩
年
近
-
ま
で
'
彼
の
こ
の
幻
想
は
絶
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
｡

流
夜
郎
聞
師
不
預

(巻
二
五
)

1g
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北
開
聖
人
歌
太
康

南
冠
君
子
魚
道
荒

漠
醇
間
奏
鈎
天
奨

願
得
風
吹
到
夜
郎

北
開
の
聖
人

太
康
を
歌
う

の
が

南
冠
の
君
子

避
荒
に
象
る

漠
輔

釣
天
の
楽
を
奏
す
と
聞
き

願
わ
-
は
風
吹
き
て
夜
郎
に
到
る
こ
と

を
得
ん

李
白
自
身
が
夜
郡
に
流
さ
れ
る
､
そ
ん
な
折
に
さ
え
'
李
白
の
風

は
音
楽
を
都
か
ら
は
る
か
か
な
た
夜
郎
の
地

へ
運
ん
で
-
れ
る
存
在

と
し
て
､
彼
に
力
を
輿
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
そ
ん
な
風
に
よ

っ

て
寓
里
を
運
ば
れ
る
昔
の
幻
想
は
､
李
白
な
れ
ば
こ
そ
生
み
出
さ
れ

た
世
界
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

結

語

小
論
で
は
'
李
白
の
音
楽
の
措
寓
を
中
心
に
､
そ
こ
に
表
わ
さ
れ

た
イ
メ
ー
ジ
を
追
跡
し
て
き
た
｡
詩
に
使
わ
れ
る
曲
目
自
憶
が
聯
想

さ
せ
る
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
て
琴
の
演
奏
を
描
菊
し
､
琴
曲
を
寓
尋
の

高
さ
へ
ひ
ろ
が
る
音
と
し
て
詩
に
措
-
李
白
｡
か
れ
を
と
-
ま
-
妓

女
の
存
在
も
'
詩
の
な
か
で
は
古
え
の
謝
安
の
遊
興
に
自
分
を
つ
な

げ
る
た
め
の
装
置
で
あ

っ
た
｡
｢青
海
舞
｣
と

い
う
盛
唐
の
新
曲
さ

え
も
､
謝
安
の
享
受
し
た
で
あ
ろ
う
音
楽
的
遊
興
に
重
ね
る
も
の
と

し
て
詩
に
括
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
小
論
で
み
て
き
た
よ
う
に

李
白
の
な
か
で
は
､
博
続
的
な
楽
曲
と
か
昔
時
の
新
曲
と
い
う
隔
た

-
も
取
-
排
わ
れ
'
華
も
胡
も
ひ
と
つ
な
が
-
の
音
楽
的
遊
興
と
し

て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
笛
の
描
寓
に
お
い
て
も
､

｢玉
笛
｣
と
い
う
言
葉
を
用

い
て
'
｢克
笛
｣
の
胡
人
に
よ
る
奏
饗

に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た
印
象
を
解
き
放
ち
'
漢
人
に
よ
る
奏
楽
も

含
め
'
中
華
だ
夷
秋
だ
と
い
う
枠
組
み
を
超
越
し
て
'
操
が
る
音
の

輝
き
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
て
い
る
｡
こ
の

｢玉
笛
｣
は
李
白
以
降
'
素

晴
ら
し
い
笛
を
表
わ
す
熟
し
た
表
現
と
な

っ
て
い
-
｡
ま
た
'
｢梅

花
落
｣
の
曲
に
よ

っ
て
場
所
も
時
節
も
越
え
て
イ
メ
ー
ジ
の
風
景
の

な
か
で
梅
の
花
が
散
る
'
そ
ん
な
音
の
力
を
詩
に
よ
っ
て
捉
え
て
も

い

る
｡

李
白
が
音
の
イ
メ
ー
ジ
の
な
か
で
も
得
意
と
し
多
用
し
た
の
は
'

⑳

小
論
で
詳
述
し
た
よ
う
に
風
に
運
ば
れ
る
音
で
あ

っ
た

｡

風
は
た
し

か
に
李
白
に
力
を
輿
え
て
き
た
｡
た
と
え
ば

｢宣
州
謝
眺
棲
餓
別
校

書
叔
雲
｣
(巻

1
八
)
に
お
い
て

｢我
を
棄
て
て
去
る
者
は
､
昨
日
の

_10



日
の
留
む
べ
か
ら
ざ
る
｡
我
が
心
を
乱
す
者
は
､
今
日
の
日
の
煩
憂

多
き
｡
長
風
寓
里

秋
雁
を
迭
-
'
此
れ
に
射
し
て
以
て
高
楼
に
鮒

な
る
べ
し
｣
と
､
い
か
に
多
-
の
愁

い
を
か
か
え
よ
う
と
も
､
秋
雁

を
と
も
な
う
長
風
の
寓
里
か
ら
の
到
来
に
よ
-
'
気
分
を
換
え
る
こ

と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
故
事
成
語
の

｢馬
耳
東
風
｣

⑲

が
'
も
と
も
と
李
白

の
詩
中
に
あ

っ
た
言
葉
で
あ
る
の
も
､
李
白

の

風
に
野
す
る
想

い
の
強
さ
を
知
れ
ば
'
納
得
の
い
-
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

李
白
は
自
分
が
好
む
風
に
よ

っ
て
､
音
饗
を
室
中
に
接
げ
'
寓
里
の

か
な
た
ま
で
届
け
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
構
築
し
た
の
で
あ
-
'
こ

れ
は
李
白
の
音
楽
詩
の
と
-
わ
け
猫
創
的
な
世
界
で
あ

っ
た
｡

証①

代
表
的
な
論
稿
を
あ
げ
れ
ば
､
葛
景
春

｢李
白
詩
歌
輿
盛
唐
音
楽
｣

(
『文
学
遺
産
』

一
九
九
五
年
第
三
期
)'
孟
修
辞

｢論
李
白
詩
歌
的
音

楽
特
性
｣
(
『中
国
李
白
研
究
』
二
〇
〇
三
年
丁
二
〇
〇
四
年

貢
山
善

赦
)'
劉
尊
明

｢試
論
李
白
楽
府
詩
輿
曲
子
詞
創
作
之
関
係
｣
(
『文
学

遺
産
』
二
〇
〇
七
年
第
六
期
)
な
ど
で
あ
る
｡

②

偶
作
説
を
た
て
る
も
の
と
し
て
'
胡
震
亨

『唐
音
発
鼓
』
巻
十
三
や
､

胡
摩
麟

『少
室
山
房
筆
叢
』
巻
二
五
な
ど
が
あ
る
｡
ま
た
近
年
の
も
の

と
し
て
は
､
周
泳
先

｢李
白
憶
秦
蛾
詞
的
作
者
及
本
草
説
｣
(
『詞
学
』

風
に
運
ば
れ
る
音

(中
)

第
五
輯

華
東
師
範
大
学
出
版
社

一
九
八
六
年
)
な
ど
が
あ
る
｡

③

末
代
よ
-
以
前
で
は

『花
間
集
』
序
に

｢在
明
皇
朝
､
則
有
季
太
白

之
麿
制
清
平
楽
詞
四
首
'
近
代
温
飛
卿
復
有
全
室
集
'
週
末
作
者
'
無

悦
前
人
｣
と
あ
-
'
李
白
が
温
庭
第
に
先
駆
け
て
詞
を
つ
-
つ
た
と
さ

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
そ
れ
を
決
定
づ
け
た
の
は
､
末
代
に
お
い
て

で
あ
り
'
｢菩
薩
撃
｣
に
つ
い
て
は
､
樺
文
豊

『湘
山
野
録
』
巻
上
に

李
白
自
作
説
が
､
｢憶
秦
蛾
｣
に
つ
い
て
は
'
那
博

『郡
氏
閲
見
後

錬
』
巻
十
九
に
自
作
説
が
み
え
る
｡
責
昇

『唐
宋
諸
賢
絶
妙
詞
選
』
に

お
い
て
は

｢二
詞
馬
百
代
詞
曲
之
租
｣
と
さ
れ
た
｡

④

李
溶

『松
宙
雑
録
』
に
は
､
｢詔
特
選
梨
園
子
弟
中
尤
者
得
楽
十
六

色

(中
略
)
上
目
賞
名
花
封
妃
子
'
蔦
用
書
聖
詞
､
薦
逐
命
亀
年
持
金

花
膿
宣
賜
翰
林
学
士
李
白
進
清
平
調
詞
三
幸
｣
と
あ
-
'
孟
契

『本
手

詩
』
高
逸
の
候
に
'
｢嘗
因
宮
人
行
楽
､
謂
高
力
士
日

｢封
此
良
辰
美

景
､
山豆
可
猫
以
聾
伎
烏
娯
'
偶
時
得
逸
才
詞
人
吟
詠
之
､
可
以
誇
耀
於

後
､
逐
命
召
白
｣
と
み
え
る
｡

⑤

そ
の
推
論
に
野
し
て
は
､
た
と
え
ば
湛
畳

｢詞
的
起
源
輿
音
禦
之
関

係
｣
(
『政
治
月
刊
』
第
五
巻
第
二
期

一
九
四
三
年
二
月
'
｢詞
撃
論

曹
』

l
九
八
九
年

五
南
画
書
出
版
公
司

所
収
)
に
は
'
｢推
花
篭

輩
所
以
託
李
白
薦
詞
家
之
鼻
租
者
'
正
輿
道
家
之
託
姶
於
老
子
'
同

l

作
用
､
籍
以
装
鮎
門
前
｣
と
ま
で
い
わ
れ
て
い
る
｡

⑥

拙
著

『詩
人
と
音
楽
-

記
録
さ
れ
た
唐
代
の
音
』
(知
泉
書
館

二
〇
〇
八
年
)
で
は
'
自
居
易
と
音
楽
に
つ
い
て
そ
の
詩
篇
の
制
作
年

代
な
ど
を
重
視
し
て
考
察
し
て
い
る
｡

- 21-



中
国
文
学
報

第
七
十
九
冊

⑦

李
白
の
作
詩
年
代
に
つ
い
て
は
へ
安
旗

『李
白
全
集
編
年
注
揮
』

(巴
萄
書
杜

l
九
九
〇
年
)
に
詳
し
-
考
謹
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､

た
と
え
ば

｢峨
眉
山
月
歌
｣
(
『李
太
白
全
集
』
巻
八
)
に
つ
い
て
も
､

1
殻
に
は
李
白
が
菊
に
い
た
開
元
十
二
年
か
ら
十
四
年
こ
ろ
の
作
と
考

え
ら
れ
て
い
る
が
'
小
川
場
樹

｢李
白
の
作
詩
の
年
代
｣
(
『中
国
文
学

報
』
第
二
三
筋
)
で
は
'
そ
の
作
品
の
内
部
に
踏
み
込
ん
で
'
｢峨
眉

山
月
歌
迭
萄
倍
量
入
中
京
｣
と
の
開
聯
か
ら
晩
年
近
-
の
作
品
と
さ
れ

る
の
で
あ
る
｡

⑧

李
白
の
作
品
に
つ
い
て
は
､
王
埼
注

『李
太
白
全
集
』
(中
華
書
局

一
九
七
七
年
)
に
よ
る
｡
文
字
に
異
同
が
あ
る
場
合
な
ど
は
､
静
嘉
堂

本

『李
太
白
文
集
L
(京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所

『唐
代
研
究
の
し

お
り
』
第
九
)'
『分
類
補
註
李
太
白
詩
｣
を
参
照
し
た
｡

⑨

宋
の
稗
居
月

｢琴
曲
語
録
』
に
悲
風
操

･
塞
栓
操

･
白
雪
操
が
'

『自
孔
六
帖
』
巻
六

一
に
み
え
る
琴
の
保
に
'
白
雪

･
緑
水

･
悲
風
が

琴
曲
名
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
｡

⑲

前
掲
葛
景
春

｢李
白
詩
歌
輿
盛
唐
音
楽
｣'
孟
修
辞

｢論
李
白
詩
歌

的
音
楽
特
性
｣'
劉
尊
明

｢試
論
李
白
楽
府
詩
輿
曲
子
詞
創
作
之
関

係
｣
な
ど
で
あ
る
｡

⑪

こ
の
よ
う
に
琴
曲
の
あ
り
よ
う
を
馨
し
取
っ
た
李
白
の

｢幽
洞
泉
｣

を
'
｢禦
府
詩
集
』
巻
六
〇
で
は
'
琴
曲
歌
節
の
箇
所
に
入
れ
て
い
る
｡

し
か
し
な
が
ら
'
『楽
府
詩
集
』
巻
六
〇
の
ほ
か
の
作
品
は
琴
と
は
直

接
関
わ
ら
な
い
内
容
の
歌
で
で
き
た
歌
節
で
あ
り
'
李
白
の
作
品
と
は

性
質
を
異
に
す
る
｡
唐
代
の
文
献
に
は
ほ
か
に

｢幽
洞
泉
｣
は
み
え
ず
'

南
末
に
な
っ
て

｢斉
賢
日
琴
譜
有
幽
洞
泉
曲
｣
と
い
う
よ
う
に
琴
譜
に

あ
っ
た
ら
し
い
｡
陸
港

｢聴
琴
｣
(鏡
仲
聯
校
注

r剣
南
詩
稿
校
注
』

巻
五
)
の
詩
に
も
､
｢幽
澗
泉
鳴
り
夜
未
だ
央
か
な
ら
ず
｣
と
い
う
句

が
み
え
る
｡

⑫

前
掲

劉
尊
明

｢試
論
李
白
禦
府
詩
興
曲
子
詞
創
作
之
関
係
｣

⑲

『史
記
｣
｢留
侯
世
家
｣
に
は
'
｢上
目

｢鵠
我
楚
舞
'
吾
為
若
楚

歌
｣｣
と
み
え
る
｡

⑲

楚
聾
と
禦
府
に
つ
い
て
'
『楽
府
撃
』
第
三
輯

(撃
苑
出
版
者
二
〇

〇
八
年
)
に
'
郭
建
勅

･
張
偉

｢楚
聾
輿
禦
府
詩
｣'
黄
震
雲

｢楚
詞

和
漢
契
府
的
寓
作
時
地
｣
の
論
考
が
あ
る
｡
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
も
'
こ

こ
で
李
白
が
い
う

｢楚
撃
を
歌
う
｣
こ
と
が
'
中
庸
以
降
の
墳
詞
を
妓

女
に
歌
わ
せ
る
こ
と
よ
-
も
t
よ
り
楽
府
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
｡

⑮

陳
伶
君

｢李
白
荏
令
欽
交
遊
費
隙
｣
(
『復
旦
大
草
学
報
｣

一
九
八
〇

年
四
月
､
『唐
代
文
学
叢
考
』
中
国
社
曾
科
学
出
版
社

1
九
九
七
年

再
録
)

⑯

｢東
方
学
舎
報
』
NO
九
七

(平
成
二

一
年

一
二
月
二
五
日
単
行
)
お

よ
び

『東
方
挙
止
第

二

九

(二
〇

一
〇
年

一
月
)
に
'
戸
倉
英
美
氏

｢｢青
海
波
｣
-

李
白
と
源
氏
が
愛
し
た
舞
曲
｣
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
で
の
尊
表
の
報
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡
そ
こ
で
氏
は

｢｢青
海

波
｣
は
西
域
少
数
民
族
の
群
舞
が
唐
の
宮
廷
に
献
上
さ
れ
'
演
じ
ら
れ

て
い
た
も
の
で
'
光
源
氏
が
舞
っ
た
の
も
そ
の
原
型
を
多
分
に
残
し
た

も
の
で
あ
っ
た
｣
と
さ
れ
て
い
る
｡
｢青
海
波
｣
の
日
本
で
の
演
奏
の
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あ
り
か
た
に
つ
い
て
は
'
植
田
恭
代

｢青
海
波
の
演
奏
史
｣
(
『越
境
す

る
雅
楽
文
化
』
書
韓
フ
ロ
ー
ラ

二
〇
〇
九
年
)
な
ど
参
照
｡

⑰

『楊
慣
詩
話
校
葺
』
巻
七

(楊
文
生
者

四
川
人
民
出
版
社

一
九

九
〇
年
)
に
は
'
｢阿
押
回
｣
の
候
に
'
｢太
白
詩

｢蒐
笛
横
吹
阿
韓

回
｣へ
番
曲
名
｡
張
砧
集
有

｢阿
濫
堆
｣
益
飛
禽
名
'
明
皇
御
玉
笛
採

其
聾
'
翻
鵠
曲
子
'
即
此
也
｡
番
人
無
字
へ
止
以
聾
俸
'
故
随
中
国
析

書
'
人
各
不
同
耳
'
難
以
意
求
也
｣
と
あ
り
'
胡
柴
と
し
て
い
る
｡

⑲

李
白
が
笛
を
多
-
詩
に
詠
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
､

都
益
軍

｢李

白
的
詠
笛
詩
｣
(
『斉
魯
蛮
苑
』

一
九
九
八
年
第
三
期
)
の
論
考
が
あ
る
｡

⑲

陣
後
主

｢七
夕
宴
楽
修
殿
各
賦
六
韻
｣
(
『古
今
歳
時
雑
詠
』
巻
二

五
)
に

｢玉
笛
随
絃
上
'
金
紳
逐
照
週
｣
と
あ
-
'
江
線

｢梅
花
落
二

首
｣
そ
の
二

(
『楽
府
詩
集
』
巻
二
四
)
に

｢金
鏡
且
莫
韻
'
玉
笛
幸

排
梱
｣
と
あ
る
｡

⑳

曾
智
安

･
高
翠
霞

｢論
笛
的
三
個
唇
面
輿
唐
詩
的
関
係
｣
(
『契
府

撃
』
第
四
輯

二
〇
〇
九
年
所
収
)
に
は
'
｢玉
笛
｣
に
つ
い
て
の
考

察
が
み
え
る
｡

⑳

谷
口
高
志

｢音
楽
の
映
像
｣
(『日
本
中
園
拳
骨
報
』
第
六
十
集

二

〇
〇
八
年
)
で
､
｢唐
代
で
は
音
楽
が
あ
る
種
の
映
像
を
と
も
な
う
と

い
う
こ
と
に
野
す
る
意
識
が
前
代
に
比
し
て
よ
-
蘇
在
化
し
'
内
面
世

界
に
生
起
し
て
そ
の
映
像
を
詩
人
た
ち
が
積
極
的
に
表
出
す
る
よ
う
に

な
る
の
で
あ
る
｣
と
さ
れ
て
い
る
｡

㊧

『唐
宋
詩
醇
』
巻
八
に

｢論
者
乃
紛
紛
争
梅
之
落
輿
不
落
へ
山豆
非
痴

人

(前
)
不
得
説
夢
耶
｣
と
み
え
る
｡

風
に
連
ば
れ
る
音

(中
)

⑳

小
川
環
樹

･
栗
山

稔
諾

『許
俸
選

李
白
』
(岩
波
新
書

1
九

九
四
年
)
二
五
頁
｡

㊧

劉
開
揚
葺
註

『琴
参
詩
集
編
年
葺
註
』
(巴
萄
書
杜

1
九
九
五
年
)

に
よ
れ
ば
'
永
春
頃
つ
ま
-
李
白
の
作
品
よ
-
後
'
琴
参
に

｢襲
賂
軍

宅
産
管
歌
｣
に

｢憐
れ
む
可
し
新
管
清
-
且
つ
悲
し
'

一
曲
風
貌
い
海

頭
に
満
つ
｣
と
い
う
表
現
は
あ
る
｡

⑳

寛
文
生

｢李
白
と
高
速
｣
(
『日
本
中
園
学
食
報
』
第
四
十
六
集

一

九
九
四
年
t
r唐
宋
文
筆
論
考
』
創
文
社

二
〇
〇
二
年
再
録
)

⑳

谷
口
高
志

｢唐
詩
の
音
楽
描
寓
｣
(
『日
本
中
国
学
曾
報
』
第
五
六

集
)
で
は
'
風
と
音
楽
は

｢唐
詩
に
お
い
て
多
用
さ
れ
る
｣
と
い
う
指

摘
が
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
｡
小
論
で
は
特
に
李
白
に
つ
い
て
そ
れ
を

詳
細
に
み
て
い
る
｡

⑳

自
居
易
の

｢春
風
｣
は
､
多
-

｢秋
月
｣
と
封
に
な
っ
て
お
り
'
平

凡
な
用
い
ら
れ
方
を
し
て
い
る
｡
日
本
に
入
っ
た

｢春
風
｣
と
い
う
言

葉
も
陳
腐
さ
か
ら
抜
け
出
せ
ず
'
源
氏
物
語
な
ど
で
は
ほ
と
ん
ど
使
用

さ
れ
な
か
っ
た
｡
そ
れ
に
つ
い
て
は
'
中
川
正
美

｢源
氏
物
語
の
風
-

和
歌
か
ら
の
飛
朔
｣
(
F風
の
文
化
誌
』
和
泉
書
院

二
〇
〇
六
年
所

収
)
参
照
｡

⑳

四
部
叢
刊
の
検
索
で
は
'
｢月
｣
に
関
し
て
は
'
李
白
五
七

一
件
'

自
居
易

1
二
三
三
件
へ
蘇
拭

l
七
五
六
件
が
表
示
さ
れ
た
｡
｢春
風
｣

に
つ
い
て
は
'
李
白
五
八
件
へ
白
居
易
七
四
件
'
蘇
拭
七
六
件
'
｢東

風
｣
に
つ
い
て
は
へ
李
白
二
二
件
'
白
居
易
二
一
件
'
蘇
輯
四
二
件
が

表
示
さ
れ
た
｡
単
純
に
こ
の
数
字
が
作
品
の
な
か
の
そ
れ
ぞ
れ
の
使
用
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数
と
は
見
な
せ
な
い
が
､
こ
こ
で
は
李
白
の
傾
向
を
知
る
ひ
と
つ
の
方

法
と
し
て
用
い
た
｡

⑳

昇
天
行
に
つ
い
て
は
'
『禦
府
詩
集
』
巻
六
三
難
曲
歌
解
に
み
え
る
｡

飽
照
に

｢代
昇
天
行
｣
と
い
う
作
品
が
あ
る
｡
陳
子
昂

｢修
竹
篇
升

序
｣
(
『陳
伯
玉
文
集
』
巻

1
)
に
も

｢交
わ
り
を
結
ぶ
展
墓
の
女
'
吟

弄
す
升
天
行
｣
と
み
え
る
｡

⑲

寛
久
美
子

｢李
白
の
楽
府
に
つ
い
て
｣
(
『中
国
文
学
報
』
第
九
筋
)

⑪

こ
れ
は
後
世
の
詞
の
先
駆
と
さ
れ
る

｢清
平
楽
｣
と
は
異
な
る
も
の

で
あ
-
'
｢清
平
調
｣
は
'
清
商
曲
の
清
調

･
平
調
に
展
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
は
'
つ
と
に
任
牛
塘

『敦
坊
記
毒
訂
』
に
み
え
る
｡

㊨

丁
放

･
衰
行
需

｢宮
廷
中
的
詩
人
輿
盛
唐
詩
壇
｣
(
『文
学
遺
産
』
二

〇
〇
九
年
第

一
期
)

⑬

安
旗

『李
白
全
集
編
年
注
樺
山
に
よ
れ
ば
､
李
白
は
天
賓
二
我
に

一

番
多
-
の
作
品
を
稽
し
て
い
る
｡
ま
た
音
楽
文
化
的
な
観
鮎
か
ら
み
れ

ば
､
｢宮
中
行
楽
詞
｣
｢清
平
調
詞
｣
は
も
と
よ
-
'
文
康
伎
に
つ
い
て

記
し
た

｢上
雲
楽
｣
や
'
そ
の
前
年
に
は

｢高
句
麗
｣
の
舞
に
つ
い
て

言
及
し
た
作
品
も
あ
-
'
小
論
で
も
述
べ
た

｢青
海
波
｣
や

｢阿
韓

過
｣
も
こ
れ
以
後
の
作
品
に
現
わ
れ
る
こ
と
を
考
え
る
と
､
こ
の
時
期

の
音
禦
環
境
は
や
は
り
李
白
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
可
能
性
が

あ
る
｡
戴
偉
華

｢李
白
待
詔
翰
林
及
其
影
響
考
述
｣
(
『文
学
遺
産
』
二

〇
〇
三
年

･
第
三
期
)
や
王
定
埠

｢李
白
待
詔
翰
林
時
期
作
品
探
索
｣

(『李
白
研
究
論
叢
』
第
二
輯

一
九
九
〇
年
)
で
は
'
李
白
が
こ
の

時
期
に
覗
野
を
接
げ
た
こ
と
が
プ
ラ
ス
に
な
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て

い

る

｡

㊧

小

川
環
樹

｢自
然
は
人
間
に
好
意
を
も
つ
か
｣
(
『風
と
雲
』
朝
日
新

聞
赦

一
九
七
二
年

所
収
)
に
詳
し
い
｡

⑮

『新
唐
詩
選
』
(岩
波
新
書

一
九
五
二
年
)

六
四
頁
o

⑮

『李
白
-
詩
と
心
象
』
(社
食
思
想
社

規
代
教
養
文
庫

l
九
七

〇
年
)

一
七

二
頁
｡

◎

小
川
環
樹

『唐
詩
概
説
』
(中
国
詩
人
選
集

別
巻

岩
波
書
店

1
九
五
八
年
)
の
l
二
四
頁
で
は
'
｢香
夢
｣
を

｢郷
夢
｣
と
し
て
解

説
さ
れ
て
い
る
｡

⑲

風
と
関
わ
り
の
深
い
こ
と
ば

｢吹
｣
に
つ
い
て
も
'
寛
文
生

｢吹
不

義
考
｣
の
論
考
が
あ
る
｡
(
『立
命
館
大
学
創
設
八
十
周
年
記
念
文
学
部

論
集
』

一
九
八
二
年

所
収
'
『唐
宋
文
筆
論
考
』
創
文
赦

二
〇
〇

二
年

再
録
)
が
あ
る
｡
ま
た
'
囲
文
学
と
の
比
較
の
硯
難
で
は
'
大

谷
雅
夫

｢｢吹
｣
と

｢
ふ
-
｣
-

和
習
の
背
景
｣
(
『大
谷
女
子
大
国

文
』
十
三

一
九
八
三
年
､
『歌
と
詩
の
あ
い
だ
』
岩
波
書
店

二
〇

〇
八
年

再
録
)
が
あ
り
'
李
白
の

｢吹
｣
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
多

-
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
｡

⑳

｢答
王
十
二
寒
夜
濁
酌
有
懐
｣
(巻

一
九
)
の

｢吟
詩
作
賦
北
偲
裏
'

寓
言
不
直

一
杯
水
'
世
人
聞
此
皆
埠
頭
'
有
如
東
風
射
馬
耳
｣
と
あ
る
｡

[附
記
]

小
論
は
二
〇
〇
九
年
十

一
月
の
東
山
の
倉
に
お
け
る

｢李
白
と
風
-
逮

ば
れ
る
普
｣
の
聾
表
を
も
と
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
､
倉
に
お
い
て
貴

重
な
御
意
見
を
頂
い
た
こ
と
に
感
謝
致
し
ま
す
｡
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