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春

金正

頼

と

中

健

二
仰
救
大
事

原

は

じ

め

社
甫
の
成
都
時
代
の
詩
に
つ
い
て
、
鈴
木
虎
雄
『
社
詩
」
(
岩
波

文
庫
)
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

そ
と
う

こ
の
時
代
の
詩
は
、
近
躍
は
と
き
ど
き
疎
宕
狂
漫
の
語
を
な
す

と
は
い
え
、
概
し
て
悠
々
自
適
、
自
然
の
妙
あ
る
も
の
が
多
い
。

(
第
会
所
二
五
四
頁
)

」
の
近
瞳
に
お
け
る

「
疎
宕
狂
漫
の
証
巴
に
、
「
絶
句
漫
興
九

首
」
其
一
の

無
頼
春
色
到
江
亭

や
同
其
五
の

顛
狂
柳
紫
随
風
去

軽
薄
桃
花
逐
水
流

無
頼
の
春
色

江
亭
に
到
る

顛
狂
な
る
柳
袈

風
に
随
っ
て
去
り

軽
薄
な
る
桃
花

水
を
逐
っ
て
流
る

一④

と
い
っ
た
句
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
う
し
た

「
疎
宕
狂
漫
」
の
気
分
を
構
築
す
る
た
め
に
中
心
的
役
割
を
捨
っ
て

の
気
性
や
行
動
を
表
す
語
で

い
る
語
が
、
「
無
頼
」
「
顛
狂
」
「
軽
薄
」

い
ず
れ
も
マ
イ
ナ
ス
方
向
の
債
値
観

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
人

を
内
包
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
「
春
色
」
等
と
結
び
つ
い
て
「
疎
宕

狂
漫
の
語
を
矯
す
」
こ
と
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
小
稿
で
は
、

の
面
か
ら
探
っ
て
み
た
い
。

社
甫
の
成
都
時
代
の
詩
の
特
徴
を
、
「
無
頼
」
を
中
心
に
し
た
詩
語

「
無
頼
」
の
原
義
の
説
明
と
し
て
は
、
唐
の
馬
泊
料
『
意
林
」
巻
四
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が
後
漢
、
陸
自
の

『
風
俗
通
』
を
引
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
の
が
、

要
を
得
て
い
る
だ
ろ
う
。

方
言
目
、
人
不
事
事
而
放
蕩
、
謂
之
無
頼
、
不
可
侍
頼
也
、
猶

高
祖
謂
太
上
皇
云
、
大
人
以
臣
無
頼
也

方
言
に
日
く
、
人
の
事
を
事
と
せ
ず
し
て
放
蕩
な
る
、
こ
れ

を
無
頼
と
い
う
、
と
。
侍
頼
す
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
猶
お
高

お
も

租
の
太
上
皇
に
謂
い
て
、
大
人
以
わ
ん

臣
は
無
頼
な
り
と
、

と
云
う
が
ご
と
し
。

高
租
と
は
漢
の
高
租
で
、
そ
の
言
は

『
史
記
』
高
組
本
紀
に
見
え

る
。
な
お
、
現
行
の
揚
雄
の

『
方
言
』
に
は
該
首
す
る
丈
は
見
え
な

ぃ
。
「
無
頼
」
は
辞
書
な
ど
で
い
く
つ
も
の
語
義
が
輿
え
ら
れ
る
こ

③
 

と
が
あ
る
が
、
要
す
る
に
「
不
可
侍
頼
」
を
基
本
と
し
て
押
さ
え
て

お
け
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
他
者
か
ら
見
て
主
躍
が
「
特
頼
で

き
な
い
」
場
合
と
、
主
瞳
に
と
っ
て
「
侍
頼
す
べ
き
も
の
が
な
い
」

場
合
と
の
、

二
方
向
の
意
が
あ
る
こ
と
に
は
留
意
し
て
お
き
た
い
。

こ
こ
か
ら
引
申
さ
れ
、

さ
ま
ざ
ま
な
丈
服
で
「
無
頼
」
は
使
用
さ
れ

春
と
無
頼
(
中
原
)

た
の
で
あ
り
、
「
放
蕩
」
な
ど
の
語
に
置
き
換
え
可
能
で
あ
る
の
は

る
だ
ろ
、
っ
。

前
者
の
範
障
に
入
る
し
、
「
無
柳
」
や
「
無
柳
頼
」
な
ら
後
者
に
入

次
い
で
、
六
朝
ま
で
の
詩
で
「
無
頼
」
を
用
い
た
例
を
求
め
る
と
、

次
の
三
例
を
得
る
。

A 
長含
嘆事
情意
無、不
頼、迷

B
唯
憎
無
頼
汝
南
難

天
河
未
落
猶
争
時 ふ

で去
を
含
ん
で
意
迷
わ
ざ
る
も

長
嘆
す

情
の
無
頼
な
る
を

(
梁
、
簡
文
帝
「
傷
離
新
健
詩
」
「
雲
文
類
日
米
』
巻
二
九
)

唯
だ
憎
む

無
頼
な
る
汝
南
の
難
の

天
河

未
だ
落
ち
ざ
る
に

猶
お
争
い
晴

く
を

(
陳
、
徐
陵
「
烏
棲
曲
二
v

白
」
其
二
『
徐
孝
穆
集
婆
注
』
径
一
)

C
箇
人
無
頼
是
横
波

黛
染
隆
顧
旗
小
蛾

黛箇
はの
隆E人
きの

顧1需
を玄
きる
ごは
、日

ヌ巳

ノ、れ
ふ才黄
島波
ま
る

(
陪
、
傷
帝
「
瑚
羅
羅
」
「
古
詩
紀
』
虫
色
一
三
O
)

い
ず
れ
も
い
わ
ば
玉
牽
新
詠
的
世
界
を
背
景
に
持
つ
。

A
は
別
れ
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の
思
い
を
「
無
頼
」
で
表
し
て
お
り
、
す
で
に
述
べ
た
「
無
柳
」
の

意
で
理
解
で
き
る
。

C
は
嘗
て
に
な
ら
ぬ
が
魅
惑
的
な
美
人
の
流
し

日
を
う
た
う
。
と
も
に
人
に
閲
し
て
使
わ
れ
た
例
で
あ
る
。

B
は
こ

れ
と
異
な
っ
て
、
夜
も
明
け
ぬ
の
に
鳴
き
始
め
た
鶏
を
、
後
朝
の
別

れ
を
惜
し
ん
で
「
無
頼
」
と
形
容
す
る
。

つ
ま
り
、
人
の
気
質
や
行

動
で
は
な
く
て
、
無
情
の
も
の
で
あ
る
鳥
の
形
容
に
使
わ
れ
て
い
る
。

④
 

で
は
、
杜
甫
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
杜
甫
の
「
無
頼
」
は
す
で
に
奉

げ
た
例
を
含
め
て
六
例
あ
る
。
い
ま
制
作
年
順
に
す
べ
て
奉
げ
よ
う
。

(1) 

犀

由
花
金正、

頼、

花
は
無
頼
に
し
て

意
曲

家
家
悩
殺
人

家
家

人
を
悩
殺
す

緑
寧
須
童
日

市長
隼

須
ら
く
日
を
霊
く
す
べ
し

白
髪
好
禁
春

好
し

春
に
禁
え
ん

白
髪(

「
奉
陪
鄭
鮒
馬
孝
曲
二
首
」
其

五
律
)

(2) 

眼
の
あ
た
り
に
客
愁
を
見
れ
ば

釆k
'じ，、

眼
見
客
愁
愁
不
醒

い
は
醒
め
ざ
る
に

無
頼
春
色
到
江
亭

即
遣
花
開
深
造
次

即
ち
イじ

を
し
て
開 江
く亭

と到
深足る
く
ご止
1旦

次

無
頼
の
春
色

便
数
鷲
語
太
丁
寧

(3) 

老
罷
休
無
頼

時
来
省
酔
眠

(4) 

不
分
桃
花
紅
勝
錦

創生
南 1曾
春柳
色袈
還白
無、於
頼、綿

鰯
杵
秋
山
人
到
酒
遺

(5) 

渇
胡
事
主
終
無
頼

詞
客
哀
時
且
未
還

な
ら
し
め

は
な
は

便
ち
鷲
を
し
て
語
る
こ
と
太
だ
丁

寧
な
ら
し
む

(
「
絶
句
漫
興
九
首
」
其

老
しミ

罷主
れ
ば
主正

頼
を
休
め
よ

時
り
来
ら
ば
酔
眠
を
省
か
ん

(
「
聞
斜
斯
六
官
未
開
」

分
ら
ざ
ら
ん
や

七
絶
)

桃
花
の
紅
き
こ
と

五
律
)

生げ錦
にに
憎勝
むる

を

還
た
無
頼
に
し
て

柳
紫
の
綿
よ
り
白
き
を
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愁創
人南
にの
欄さ春
杵か色
ら
しミ

て

(
「
迭
路
六
侍
御
入
朝
」

謁
胡
の
主
に
事
う
る
こ
と

頼詞
客

時
を
哀
し
ん
で

還
ら
ず(

「
詠
懐
古
跡
五
首
」
其 酒

遣
に
到
る

七
律
)

終
に
無

且
つ
未
だ

七
律
)



(6) 

輿
汝
林
居
未
相
失

汝
と
林
居
し
て

未
長吉だ
に 相
播失
うわ

ず

牧;丘
竪 身
樵薬
童衰
亦酒
無、長
頼、播

近
身
の

f

端末裏

而
同

C
J
1
 

牧
竪
樵
童
も
亦
た
無
頼

莫
令
斬
断
青
雲
梯

斬
り
て
青
雲
の
梯
を
断
た
し
む
る
莫

か
れ

(
「
寄
従
孫
崇
筒
」

七
古
)

ま
ず
、
同
山
川
聞
を
見
て
み
よ
う
。
同
は
成
都
時
代
の
作
で
、
墓
誌

銘
の
原
稿
料
の
取
り
立
て
に
行
っ
て
戻
ら
な
い
餅
斯
六
官
に
呼
び
か

け
た
も
の
。
責
丈
と
い
う
不
安
定
な
生
業
に
頼
つ
て
の
暮
ら
し
を

「
無
頼
」
で
形
容
し
た
わ
け
で
、
原
義
に
副
っ
た
用
法
と
言
え
る
。

同
州
は
愛
州
時
代
の
作
で
、
「
掲
胡
」
は
安
時
山
を
指
す
。
「
掲
胡
」

「
牧
竪
樵
童
」
を
「
無
頼
」
と
い
う
の
は
、
同
様
に
原
義
に
副
っ
た

使
い
方
と
見
倣
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

つ
宇
品
、
り
ノ
、

い
ず
れ
も
人
に
つ
い

て
言
、
っ
。
と
こ
ろ
が
、
川
凶
凶
は
明
ら
か
に
異
な
っ
た
使
い
方
を
し

て
い
る
。
ま
ず
気
づ
く
の
は
、
す
べ
て
春
と
い
う
季
節
に
結
び
つ
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
掲
の

A
l
C
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

杜
甫
以
前
に
特
定
の
季
節
に
結
び
つ
け
て
使
用
し
た
例
は
な
い
。
た

春
と
無
頼
(
中
原
)

だ
、
無
頼
が
人
以
外
を
形
容
し
て
い
る
貼
で
は

B
と
同
様
で
あ
り
、

杜
甫
が

B
を
意
識
し
て
い
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
。

川
は
『
詳
注
』
で
天
賓
末
年
、
安
称
山
の
乱
以
前
の
作
と
さ
れ
、

『
宋
本
杜
工
部
集
』
の
編
次
で
は
左
拾
遺
在
任
時
の
作
と
さ
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
成
都
時
代
以
前
の
作
で
あ
る
。
意
曲
は
杜
曲
と
と

も
に
長
安
南
郊
の
地
で
、
貴
額
の
邸
宅
の
多
い
場
所
と
し
て
知
ら
れ

る
。
社
甫
は
貴
公
子
鄭
尉
馬
(
鄭
潜
曜
)
に
付
き
従
っ
て
章
曲
の
庭

国
を
巡
っ
た
折
に
、
こ
の
詩
を
作
っ
た
ら
し
い
。
牟
曲
で
は
庭
々
の

庭
園
で
春
の
花
が
咲
き
誇
っ
て
い
た
。
「
章
曲
花
無
頼
」
と
は
、
肯

203 

定
さ
れ
る
べ
き
春
の
景
物
と
否
定
的
慣
値
を
含
む
「
無
頼
」
の
語
を

結
合
さ
せ
た
貼
で
、
誼
み
手
の
意
表
を
突
い
た
斬
新
な
表
現
で
あ
る
。

ま
た
、
無
情
の
も
の
で
あ
る
春
の
花
を
、
有
情
で
あ
る
人
に
つ
い
て

い
う
「
無
頼
」
の
語
で
形
容
し
た
、
擬
人
法
の
一
種
で
あ
る
貼
に
も

留
意
し
て
お
き
た
い
。
擬
人
法
と
い
う
貼
で
は
前
掲

B
の
徐
陵
「
烏

棲
曲
」
の
例
も
同
様
だ
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
「
無
頼
」
と

形
容
さ
れ
た
「
鶏
」
は
時
を
告
げ
る
家
禽
で
あ
り
、
人
の
外
の
世
界

に
存
在
す
る
自
然
と
全
く
同
じ
で
は
な
い
。
「
無
頼
汝
南
鶏
」
か
ら

「
春
無
頼
」
ま
で
は
の
隔
た
り
は
決
し
て
小
さ
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
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社
甫
の
濁
創
性
を
そ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
凶
と
凶
は
、

「
無
頼
」
と
さ
れ
る
「
春
色
」
を
構
成
す
る
要
素
を
具
樫
的
に
取
り

出
し
た
も
の
で
、
凶
で
は
「
花
」
と
「
鷲
」
、
凶
で
は
「
桃
花
」
と

「
柳
紫
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

春
と
い
う
季
節
は
生
命
感
の
横
溢
す
る
季
簡
で
あ
る
。
そ
の
象
徴

と
も
い
う
べ
き
花
盛
り
は
人
の
心
を
波
立
た
せ
、
悩
ま
せ
る
。
と
く

に
老
人
に
と
っ
て
は
ま
ぶ
し
い
光
景
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

だ
か
ら
、
杜
甫
は
「
無
頼
」
、
無
遠
慮
だ
、
と
う
た
っ
た
の
だ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
額
聯
に
「
一
日
中
酔
っ
て
い
れ
ば
、
こ
の
老
い
ぼ
れ

も
春
に
耐
え
ら
れ
ま
し
ょ
う
」
と
績
く
の
は
白
然
な
流
れ
で
は
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
領
聯
、
さ
ら
に
は
頚
聯
、
尾
聯
に
は
、
貴
公
子
鄭
鮒

馬
に
釘
す
る
型
通
り
の
謙
遜
の
意
も
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

四
十
代
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
そ
の
ま
ま
杜
甫
自
身
の
賓
感
の
こ

も
っ
た
表
白
と
は
取
り
難
い
。
た
だ
、
「
章
曲
花
無
頼
」
は
杜
甫
得

意
の
措
辞
で
あ
っ
た
ろ
う
。

で
は
、
「
無
頼
」
は
唐
詩
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
す
で
に
注
④
で
鯛
れ
た
よ
う
に
、
唐
詩
に
お
い
て
は
社

甫
以
前
に
「
恕
頼
」
の
用
例
は
見
ら
れ
な
い
。
勢
い
、
そ
れ
は
社
甫

杜
甫
以
後
、

以
後
、
中
晩
唐
の
拭
況
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

お
そ
ら
く
初
め
て
詩
に
「
無
頼
」
を
用
い
た
の
は
、

⑦
 

孝
雁
物
で
あ
り
、
原
義
で
用
い
て
い
る
。

(1) 

無、少
頼、事
侍武
恩皇
私帝

少
く
し
て
武
皇
帝
に
事
え

無
頼
に
し
て
恩
私
を
侍
む

(
「
逢
楊
開
府
」
)
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甫
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
。

し
か
し
、
楊
巨
源
(
貞
元
五
年
進
士
)
の
次
の
例
は
明
ら
か
に
杜

(2) 

若
道
春
無
頼

飛
花
合
逐
風

巧
知
人
意
裏

解
入
酒
杯
中

若
し
春
は
無
頼
な
り
と
這
わ
ば

巧
み

人 合
のに
意 風
のを
裏;逐
をう
知 べ
りし
て

飛
花

解
く
酒
杯
の
中
に
入
る

(
「
奥
李
文
仲
秀
才
同
賦
迂
酒
花
詩
」
)



「
若
這
春
無
頼
」
は
杜
甫
を
踏
ま
え
て
い
る
に
相
違
な
い
の
だ
が
、

杜
甫
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
も
の
で
は
な
い
。
「
も
し
春
が
無
頼
な

ら
ば
、
落
花
は
風
と
と
も
に
飛
ぴ
去
る
は
ず
だ
が
、
こ
ち
ら
の
気
持

ち
を
分
か
っ
て
杯
に
入
っ
て
く
れ
る
」
と
い
う
の
は
、
社
甫
を
襲
い

な
が
ら
逆
方
向
へ
一
捻
り
し
て
い
る
。
同
じ
く
中
唐
、
元
和
期
の
人

徐
凝
に
は
次
の
よ
う
な
詩
が
あ
る
。

(3) 

憶
揚
州

請
娘
験
下
難
勝
涙

粛
娘
の
股
下

涙
に
勝
え
難
く

桃
葉
眉
頭
易
得
愁

桃
葉
の
眉
頭

愁
い
を
得
易
し

二天
分下
鉦、コ

頼、分
是明
揚月
州夜

明
月
の
夜
を
三
分
せ
ば

天
下

二
分
の
無
頼
な
る
は
是
れ
揚
州

こ
れ
は
昔
時
有
数
の
都
合
、
揚
州
を
う
た
う
。
起
句
と
承
句
に
詠

ず
る
の
は
妓
女
と
の
別
れ
の
思
い
出
で
あ
り
、
結
句
に
「
無
頼
」
が

使
わ
れ
て
い
る
。
「
天
下
の
明
月
に
照
ら
さ
れ
た
夜
を
一
一
一
つ
に
分
け

る
と
す
る
と
、
そ
の
う
ち
の
二
つ
は
「
無
頼
」
な
月
に
照
ら
さ
れ
た

揚
州
の
町
の
夜
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
「
無
頼
」
を
「
可
憐
」

春
と
無
頼
(
中
原
)

「
可
憎
」
と
解
す
る
説
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
そ
こ
ま
で
原
義
を
引
申

し
て
く
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
繁
華
な
都
合
の
揚
州
で
は
さ
ま
ざ

ま
な
男
女
の
別
れ
(
主
に
妓
女
が
絡
ん
で
い
よ
う
)
が
展
開
さ
れ
て
き

た
は
ず
だ
。
こ
の
詩
も
前
牛
二
句
で
そ
う
し
た
別
れ
の
一
つ
を
う

た
っ
て
い
る
わ
け
で
、
揚
州
の
月
は
二
人
の
別
れ
を
つ
れ
な
く
照
ら

し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
「
無
頼
」
で
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
「
無
頼
」

を
月
の
形
容
と
し
て
使
う
の
は
お
そ
ら
く
社
甫
を
意
識
し
て
い
る
だ

ろ
う
が
、
社
甫
を
そ
の
ま
ま
襲
っ
た
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
。

事
情
は
晩
唐
に
入
る
と
大
き
く
饗
化
す
る
。
ほ
と
ん
ど
が
春
と
い
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う
季
節
を
背
景
に
し
て
い
て
、
う
た
い
振
り
も
直
接
杜
甫
を
襲
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
と
く
に
羅
隠
「
寄
南
城
孝
逸
人
」
の

(4) 

至社
今甫
無、詩
頼、中
尚孝
豪曲
家花

杜
甫
詩
中

孝
曲
の
花

今
に
至
る
も
無
頼
に
し
て

古一家家を

向
ぶ

美
人
暁
折
露
泊
袖

暁
に
折
れ
ば

ぬ

袖
を
泊

美
人

正日

E各

ら
し

公
子
醇
時
香
満
車

公
子

酔
え
る
時

香
り

車
に
漏
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「
無
頼
」
が
晩
唐
の
詩
人
た
ち
に
と
っ
て
い
か
に
印
象

的
で
あ
っ
た
か
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
同
様
の
例
を
さ
ら
に
奉
げ

れ
ば
、
春
の
景
物
に
つ
い
て
、

(5) 

花
嶺
柳
眼
各
無
頼

紫
蝶
黄
蜂
倶
有
情

(6) 

無
頼
天
桃
面

無
頼
な
り

平
明
露
井
東

平
明

春
風
矯
聞
了

春
風

却
で
春
風
を
笑
わ
ん
と
擬
す

(
同
「
嗣
桃
」
)

却
擬
笑
春
風

(7) 

柳
花
無
頼
苦
多
暇

蚊
蝶
有
情
長
自
忙

花
嶺

柳
眼

各
お
の
無
頼

紫
蝶

黄
蜂

倶
に
情
有
り

(
李
商
隠
「
二
月
二
円
」
)

天
桃
の
面

露
井
の
東

馬

聞
か
せ
了主
る
も

柳
イt.

無
頼
に
し
て

苦
だ
暇
多
く

峡
蝶

情
有
り
て

長
く
自
ら
忙
し

(
呉
融
「
霊
賓
牒
西
側
津
」
)

の
よ
う
に
、
杜
甫
に
よ
っ
て
す
で
に
使
わ
れ
た
も
の
を
始
め
、

(8) 

春
風
流
水
還
無
頼

倫
放
桃
花
出
洞
門

(9) 

微
黄
海
綻
未
成
陰

長繍
恨戸
早珠
梅簾
無、相
頼、映
極深

先
勝
春
色
出
前
林

(10) 

杜 醐
日鳥 蝶
無、有
頼、情
伴 牽
春 晩
秋 夢

心

UU「
九
川
円

無
頼
杏
花
多
意
緒

数
枝
穿
翠
好
相
容

春
風

流
水

還
た
無
頼
に
し
て

倫
か
に
桃
花
を
放
ち
て

洞
門
を
出

で
し
む

(
曹
唐
「
又
遊
仙
詩
一
組
」
)

微
黄

続
怖
か
に
綻
び
て

未
だ
陰
を

成
さ
ず

繍
戸

珠
簾
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相
映
ず
る
こ
と
深
し

長
に
早
梅
の
無
頼
な
る
こ
と
極
ま
れ

先る
ずを
春恨
色ん
をで
将と

て

林

出
だ
す

(
段
成
式
「
折
楊
柳
七
百
」
其
五
)

醐
蝶

情
有
り
て

晩
夢
を
牽
き

杜
日島

無
頼
に
し
て

春
愁
に
伴
う

(
羅
隠
「
下
第
寄
張
坤
」
)

無
頼
の
杏
花

意
緒
多
け
れ
ば

数
枚

翠
を
穿
ち
て

好
し

中目
容



れ
ん

(
鄭
谷
「
竹
」
)

の
よ
う
に
、
「
春
風
流
水
」
「
早
梅
」
「
社
関
」
「
杏
花
」
と
新
た
に
パ

リ
エ

1
シ
ョ
ン
を
加
え
た
も
の
ま
で
あ
る
。
な
お
、
次
の
李
成
用
の

例
の
「
最
風
」
は
寒
風
を
指
す
が
、
季
節
は
冬
で
は
な
く
、
「
柳
轄

春
心
梅
艶
香
」
の
句
か
ら
見
て
初
春
の
肌
寒
い
風
で
あ
ろ
う
。
季
節

感
は
社
甫
と
や
や
異
な
る
が
、
句
作
り
は
同
じ
で
あ
る
。

(12) 

柳
轄
春
、
心
梅
瞳
香

相
看
江
上
恨
何
長

無、多
頼、情
巌流
風水
促引
別臨
月号思

柳
は
春
、
心
を
韓
じ
て

梅
瞳
香
り

江
上
に
相
看
て

恨
み
何
ぞ
長
き

多
情
の
流
水

時
思
を
引
き

無
頼
の
最
風

別
鵠
を
促
す

(
李
成
用
「
途
従
兄
入
京
」
)

ま
た
、
次
の
二
例
は
、
「
(
秋
)
水
」
と
「
秋
風
」
を
「
無
頼
」
で

形
容
す
る
。
季
節
が
春
で
は
な
く
て
秋
と
な
っ
て
い
る
貼
に
遣
い
が

春
と
無
頼
(
中
原
)

あ
る
が
、
句
作
り
は
や
は
り
社
甫
を
襲
っ
て
い
る
。

(13) 

楚
城
日
暮
煙
霧
深

裏楚
王人
蓋駐
下馬
水還
盤、登
頼、臨

柿
女
廟
前
雲
有
心

任司

無
頼
秋
風
斗
覚
寒

高
候
煙
草
一
時
乾

選
人
若
要
春
消
息

直
向
江
頭
臓
後
看

楚
城

日
暮
れ
て

煙
霧
深
し

楚
人

馬
を
駐
め
て

還
た
登
臨
す

裏
王
室
下

水
無
頼
に
し
て

神
女
廟
前

雲
に
心
有
り

無
頼
の
秋
風

イ，，~

か羅
に 隠

寒豆
さ害
を V(
畳 思
え b

高
伎
の
煙
草

一
時
に
乾
く

直
だ
江
頭若
に し
向f春
ての
臓泊
後息
にを
看要
よ さ

1:f 

遊
人

(
李
山
甫
「
柳
十
白
」
其
十
)

以
上
、
中
晩
唐
の
詩
人
が
杜
甫
の
「
無
頼
」
に
い
か
に
影
響
を
受

け
た
か
が
見
て
取
れ
よ
う
。
と
く
に
晩
唐
の
詩
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、

春
を
背
景
に
「
無
頼
」
を
用
い
た
句
の
醸
し
出
す
雰
園
試
は
お
そ
ら

⑦一

く
大
嬰
魅
力
的
だ
っ
た
。
夏
は
苦
熱
の
季
節
で
あ
り
、
秋
や
冬
は
冷

涼
感
を
と
も
な
う
季
節
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
春
は
冬
の
聞
に
蓄

え
ら
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
解
き
放
た
れ
る
、
生
命
感
の
横
溢
す
る
季
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節
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
無
頼
」
と
最
も
相
性
が
よ
い
と
言
え
る
の
で

第
八
十
二
一
冊

は
な
か
ろ
う
か
。
杜
甫
は
こ
の
組
み
合
わ
せ
を
初
め
て
詩
に
導
入
し

た
の
で
あ
り
、
「
無
頼
」
は
社
甫
に
よ
っ
て
詩
語
と
し
て
の
新
た
な

生
命
を
吹
き
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

あ
る
。
ま
ず
は
、
上
元
二
年
、

成
都
時
代
の
「
無
頼
」
に
戻
ろ
う
。
す
で
に
騎
れ
た
よ
う
に
二
例

五
十
歳
、
涜
花
草
堂
で
の
作
を
奉
げ

る

絶
句
漫
興
九
首

眼
見
客
愁
秋
山
不
醒

無
頼
春
色
到
江
亭

即
遣
花
開
深
造
次

便
数
鷲
語
太
丁
寧

其眼
の
あ
た
り
に
客
愁
を
見
れ
ば

秋
ω
い

は
醒
め
ざ
る
に

無
頼
の
春
色

即
ち
イt.
を
し
て
開 江
く亭

と到
深主る
く
造
次
な

ら
し
め

便
ち
鷲
を
し
て
語
る
こ
と
太
だ
丁
寧

な
ら
し
む

起
句
の
「
愁
」
と
「
醒
」
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
つ
な
が
り
だ
と

思
う
が
、
杜
甫
自
身
の
「
又
呈
賓
使
君
」

の
句
、
「
日
粂
春
有
暮

愁
輿
酔
無
醒
(
口
と
春
は
暮
れ
る
も
の
、
愁
い
と
醇
い
は
醒
め
る
こ
と
が

な
い
)
」
が
そ
の
注
穫
に
な
ろ
う
。
轄
句
と
結
句
は
解
鐸
が
難
し
い
。

し
か
し
、
「
即
遣
」
は
唐
詩
で
は
社
甫
以
外
に
見
首
た
ら
な
い
こ
と
、

お
よ
び
社
甫
の
「
聞
官
軍
牧
河
南
河
北
」
に
「
印
従
巴
峡
穿
亙
峡
、

便
下
裏
陽
向
洛
陽
」
の
句
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
右
の
よ
う
な

誼
み
が
一
安
昔
だ
ろ
う
。

旋
愁
が
消
え
な
い
と
い
う
の
に
、
そ
の
上
に
春
愁
が
重
な
る
の
は
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堪
ら
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
春
景
色
は
こ
ち
ら
の
気
持
ち
を
察
し
て

く
れ
ず
に
好
き
勝
手
、
見
る
聞
に
花
を
映
か
せ
た
と
思
っ
た
ら
、
鷲

を
く
ど
い
ほ
ど
に
醐
晴
ら
せ
る
。
社
甫
に
と
っ
て
族
秋
山
の
上
に
さ
ら
に

愁
い
を
重
ね
る
春
と
い
う
季
節
は
、
自
ら
の
身
世
に
思
い
を
致
さ
せ

て
、
な
ん
と
も
釘
慮
に
こ
ま
る
季
節
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
の
例
は
、
成
都
で
は
な
く
て
、
騒
乱
を
避
け
て
一
時
梓

州
に
あ
っ
た
と
き
の
作
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
成
都
時
代
に
含
め
て
お

く
。
と
き
に
唐
徳
元
年
、
杜
甫
は
五
十
二
歳
で
あ
っ
た
。



迭
路
六
侍
御
入
朝

童
稚
情
親
四
十
年

中
間
消
息
雨
正
然

更
潟
後
曾
知
何
地

忽
漫
相
逢
是
別
定

不
分
桃
花
紅
勝
錦

創生
南憎
春柳
色紫
還白
無、於
頼、綿

絹
件
愁
人
到
酒
遺

童
稚
よ
り
情
親
し
き
こ
と

四
十
年

中
間
の
消
息

雨
つ
な
が
ら
苦
然
た
り

更
に
後
舎
を
属
す
は

知
ん
ぬ

何
れ

の
地
ぞ

分L:忽
ら ち
さや 漫

らり
んに
や相

逢
つ
も
目

玉巳

れ
別
鑑

桃
花
の
紅
き
こ
と
錦

生げに
に勝
憎る
む を

柳
袈
の
綿
よ
り
白
き
を

愁剣
人南
にの
輔さ春
↑午か色
ら

て
還
た
無
頼
に
し
て

酒
遣
に
到
る

首
聯
と
額
聯
は
路
六
侍
御
と
の
再
舎
と
別
れ
を
言
、
っ
。
頚
聯
に
至

る
と
、
前
詩
と
同
じ
よ
う
に
、
春
の
景
物
か
ら
「
無
頼
」
な
る
も
の

と
し
て
「
桃
花
」
「
柳
袈
」
を
取
り
出
し
て
い
る
。
「
無
頼
」
の
「
春

色
」
は
、
別
れ
の
悲
し
さ
を
理
解
し
て
く
れ
ず
に
迭
別
の
宴
を
取
り

巻
い
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
杜
甫
の
「
無
頼
」

の
内
包
す
る

春
と
無
頼
(
中
原
)

ニ
ュ
ア
ン
ス
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
た
い
。
と
い
う
の
も
、
杜
甫

の
影
響
を
強
く
受
け
た
晩
唐
の
詩
人
た
ち
の
「
無
頼
」
の
中
に
は
注

日
す
べ
き
特
徴
が
あ
る
よ
う
に
思
う
か
ら
で
あ
る
。

紫花
蝶嶺
黄柳
蜂眼
f具各
有、無、
情、頼、

峡柳
蝶花
有、無、
情、頼、
長苦
白多
忙暇

杜醐
目島 蝶
無、有、
頼、情、
件牽
春晩
秋夢

無、多、
頼、情、
巌流
風水
促引
別蹄
傍思

十
化
一
世
須

紫
蝶

柳
花

蚊
蝶

醐
蝶

社
日鳥

多
情
の
流
水

無
頼
の
巌
風

初日
HJ 

各
お
の
無
頼

黄
蜂

倶
に
情
有
り

(
李
商
隠
「
二
月
二
日
」
)

無
頼
に
し
て

苦
だ
暇
多
く

情
有
り
て

長
く
自
ら
忙
し

(
呉
融
「
一
室
賓
豚
西
側
津
」
)
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情
有
り
て

晩
夢
を
牢
き

無
頼
に
し
て

春
愁
に
件
、
っ

(
羅
隠
「
下
第
寄
張
坤
」
)

時
思
を
引
き

別
値
帽
を
促
す

(
李
成
用
「
迭
従
兄
入
京
」
)

社
甫
は
「
無
頼
」
を
用
い
た
針
句
は
作
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

社
甫
の
「
無
頼
」
に
影
響
さ
れ
た
晩
唐
の
詩
人
た
ち
は
、
往
々
に
し
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て
「
無
頼
」
を
「
有
情
」
や
「
多
情
」
と
封
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
有
情
」
や
「
多
情
」

と
封
に
な
れ
ば
、

「
無
頼
」
は
「
無
情
」
に

つ
な
が
っ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。
「
無
情
」
と
は
、
人
と
異
な
っ
て
感
情

を
持
た
な
い
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
晩
唐
の
詩
人
た
ち
は
、
杜
甫

の
「
無
頼
」
に
、
春
の
景
物
は
人
と
違
っ
て
無
情
な
る
が
ゆ
え
に
、

こ
ち
ら
の
気
持
ち
を
理
解
し
て
く
れ
な
い
、
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス

が
含
ま
れ
て
い
る
と
感
じ
取
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
賓
際
、
成

都
時
代
の
杜
甫
の
「
無
頼
」
は
、

そ
う
し
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
む

「
無
頼
」
と
し
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

元
来
「
無
情
」
の
も
の
で
あ
る
烏
や
花
な
ど
の
動
植
物
、
自
然
現

象
、
さ
ら
に
は
そ
う
し
た
諸
々
の
要
素
で
成
り
立
っ
て
い
る
「
春

色」、

そ
れ
を
人
と
同
じ
有
情
の
も
の
と
捉
え
て
「
無
頼
」
と
は
い

う
も
の
の
、
結
局
は
無
情
の
も
の
で
は
な
い
か
と
の
不
満
を
間
目
見
え
る
、

杜
甫
の
「
無
頼
」
は
そ
ん
な
気
分
を
内
に
持
つ
。
車
に
無
情
の
も
の

に
有
情
で
あ
る
人
の
動
作
を
さ
せ
る
、

一
般
的
な
擬
人
法
と
は
少
し

ず
れ
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
絶
句
漫
興
九
首
」

其
五
も
、
そ
う
し
た
擬
人
法
の
例
の
一
つ
だ
と
言
え
る
。

絶
句
漫
興
九
首

腸
断
江
春
欲
圭
出
頭

杖
事
徐
歩
立
芳
洲

軽、願、
薄、狂、
桃柳
花袈
逐随
水風
流去

其
五

江
春

童
き
ん
と
欲
す

葉る腸
をのは
杖つ頭i断
いた
てる
徐午
か

歩
み

芳
洲
に
立

てコ顛
狂
な
る
柳
紫
は
風
に
随
っ
て
去
り

軽
薄
な
る
桃
花
は
水
を
逐
っ
て
流
る

首
句
は
惜
春
の
情
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ

今
〆
I】

初
期
の
例
の
よ
う
な
の
だ
が
、

の
句
は
唐
詩
に
お
い
て
「
断
腸
」
の
語
が
惜
春
と
結
び
つ
い
た
ご
く

い
ま
は
鯛
れ
な
い
で
お
く
。
問
題
は

韓
句
と
結
句
で
、
「
無
頼
春
色
」
と
同
様
に
、
「
顛
狂
」
と
「
軽
薄
」

が
そ
れ
ぞ
れ
「
柳
紫
」
と
「
桃
花
」
を
修
飾
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
顛
狂
」
と
「
軽
薄
」
は
、
こ
れ
も
「
無
頼
」
と
同
様
に
、
人
の
気

⑬
 

性
や
行
動
の
マ
イ
ナ
ス
面
を
指
し
た
語
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
語
に
修

こ
れ
も
ま
た
「
無
頼
」

飾
さ
れ
て
「
柳
袈
」
も
「
桃
花
」
も
擬
人
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

の
ニ
ユ
『
/
ン

の
場
合
と
同
様
に
、
「
無
情
」

ス
を
帯
び
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「
顛
狂
」
「
軽
薄
」
と



も
に
、
擬
人
的
用
法
は
杜
甫
以
前
に
は
見
嘗
た
ら
な
い
。
こ
の
貼
で

も
「
無
頼
」
と
同
じ
な
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
例
を
奉
げ
る
と
す
れ

ぱ
、
「
江
昨
濁
歩
尋
花
七
絶
句
」
其
三
の
「
多
事
(
お
せ
っ
か
い
)
」

が
奉
げ
ら
れ
る
。

多、江
事、深
紅竹
花静
映雨
白三
花家

江
深
く
竹
静
か
に
し
て

雨
三
家

多
事
の
紅
花

白
花
に
映
ず

と
は
い
え
、
「
無
頼
」

ゃ
「
頴
狂
」
、
「
軽
薄
」
、

さ
ら
に
は

事
」
が
自
然
に
封
す
る
杜
甫
の
車
純
な
反
護
を
表
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
社
甫
は
動
植
物
や
自
然
に
呼
び
か
け
た
り
、
人
の
動
作
を

さ
せ
る
形
で
自
然
に
寄
り
添
う
一
般
的
擬
人
法
も
使
っ
て
い
る
。
そ

の
例
を
い
く
つ
か
畢
げ
て
み
よ
う
。

花 江
柳 山
更 如
無 有
私待

待
つ
有
る
が
如
く

江
山

イじ
柳

更
に
私
無
し

(「後遊」

L
L

元
二
年
)

好
同
知
時
節

女子
雨

時
節
を
知
り

春
と
無
頼
(
中
原
)

首
春
乃
費
生

清
風
矯
我
起

一
議
面
若
微
霜

我
生
無
根
帯

配
爾
亦
十
位
十
位

一一寸

ログ

さ
ら
に
、
「
無
頼
」

春
に
首
た
り
て
乃
ち
費
生
す

(
「
春
夜
喜
雨
」

上
一
冗
二
年
)

清
風

我
が
矯
に
起
こ
り

面
に
瀧
ぎ
て
微
霜
の
若
し

我
が
生

根
帯
無
し

爾
に
配
す
る
も
亦
た
正
正(「四松」

辰
徳
二
年
)

の
使
用
さ
れ
た
「
絶
句
漫
興
九
首
」

に
も
一
般
的
な
擬
人
法
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

の、つ弘ノ

恰
似
春
風
相
欺
得

夜
来
吹
折
数
枝
花

熟
知
茅
粛
絶
低
小

江
上
燕
子
故
来
頻

恰
も
似
た
り

春
風
の
相
欺
き
得
た
る

夜
来

吹
い
て
折
る

数
枝
の
花

(
「
絶
句
漫
興
九
首
」
其

上
元
二
年
)

主
芳刊

の
絶
え

て

故if
にな
来る
るを
こ熟
と知
頻 し
りて

江
上
の
燕
子
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街
泥
貼
一
円
琴
室
田
内

更泥
にを
飛街
議 ん
をで
接i琴
え書
ん の
と内
しを
て貼
人 汚
にし
打
著

更
接
飛
最
打
著
人

す

(
「
絶
句
漫
興
九
首
」
其
一

L
L

元
二
年
)

こ
う
し
た
一
般
的
擬
人
法
に
比
べ
て
、
「
無
頼
春
色
」
で
代
表
さ

れ
る
擬
人
法
は
社
甫
の
感
情
を
丸
ご
と
封
象
に
注
入
し
た
擬
人
法
と

い
え
、
杜
甫
は
成
都
時
代
に
、
新
た
な
表
現
の
か
た
ち
を
確
立
し
た

、川ヲ

の
で
あ
る
。

お

わ

り

四
十
八
歳
で
官
を
棄
て
て
か
ら
の
、
家
族
を
引
き
連
れ
た
社
甫
の

苦
難
の
旗
は
、
成
都
に
至
っ
て
ひ
と
ま
ず
終
わ
り
、
よ
う
や
く
さ
さ

や
か
な
安
ら
ぎ
を
得
た
。
昔
時
は
現
代
よ
り
逼
か
に
自
然
が
豊
か
で
、

こ
れ
に
接
鰯
す
る
機
舎
も
多
か
っ
た
ろ
う
が
、
百
寓
都
市
長
安
で
の

生
活
や
戦
乱
の
中
で
の
生
活
に
比
較
す
れ
ば
、
草
堂
で
の
生
活
は
杜

甫
に
と
っ
て
久
し
振
り
に
自
然
と
の
濃
密
な
交
流
を
可
能
に
し
た
に

違
い
な
い
。
そ
の
成
都
時
代
に
、
社
甫
と
い
え
ば
必
ず
言
及
さ
れ
る

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
句
が
書
か
れ
て
い
る
。

属
人
性
僻
耽
佳
句

語
不
驚
人
死
不
休

老
去
詩
篇
淳
漫
輿

春
来
花
鳥
莫
深
愁

人
と
矯
り

性
僻
に
し
て

佳
句
に
耽

り語
の
人
を
驚
か
さ
ず
ん
ば

死
し
て
も

休
ま
ず

老
い
去
り
て

詩
篇

揮
で
漫
輿

春
来
り
て

今
〆
I】

花
鳥

深
く
愁
、
つ
る
莫
か

れ

(
「
江
上
値
水
如
海
勢
柳
短
遮
」
)

「
語
不
驚
人
死
不
休
」
は
、
そ
れ
ま
で
の
詩
作
に
封
す
る
杜
甫
の

幹
侍
を
示
す
。
こ
の
と
き
杜
甫
が
具
瞳
的
に
ど
の
作
品
を
念
頭
に
お

い
て
い
た
か
は
、
も
ち
ろ
ん
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
「
驚
人
」
の
語

と
は
、
人
と
枇
舎
に
つ
い
て
の
思
索
と
そ
れ
を
表
現
し
よ
う
と
す
る

意
志
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ

ろ
が
社
甫
は
轄
句
「
老
去
詩
篇
揮
漫
奥
」
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な



詩
は
も
う
作
れ
な
い
と
一
三
一
口
う
。
し
か
し
、
自
然
に
接
す
る
そ
の
時
ど

き
の
自
ら
の
感
慨
を
瞬
時
に
寓
し
取
る
感
性
に
閲
し
て
い
え
ば
、
杜

甫
は
全
く
衰
え
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
よ
り
、
成
都
時
代
に
さ
ら

に
鋭
敏
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
代
表
が
「
春
と
無
頼
」
だ
っ
た
。

「
莫
深
愁
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
相
印
刷
失
わ
ら
ず

詩
中
に
引
っ
張
り
出
さ
れ
た
花
や
烏
た
ち
に
は
、
少
々
迷
惑
な
話

だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

キ
+
-①

以
下
、
杜
甫
の
詩
は
編
次
を
含
め
て
仇
兆
楚
『
杜
詩
詳
注
』
(
以
下

『
詳
注
』
)
に
振
る
。

②
王
天
海
『
意
林
校
注
』
(
貴
州
教
育
出
版
枇
、
一
九
九
八
)
二
六
八

百円。

③
た
と
え
ば
近
年
で
は
、
劉
瑞
明
「

d
…頼
μ

詞
義
排
誤
及
杭
理
」

(
『
湖
北
大
息
子
息
子
報
(
哲
皐
祉
曾
科
皐
版
)
』
一
九
九
五
年
第
三
期
)
、

張
惇
曾
「
従
杜
詩
訓
轄
看
盛
…
頼
。
的
詞
義
笈
展
」
(
『
済
南
大
島
ナ
皐

報
』
第
一
一
巻
第
二
期
、
二

O
O
一
年
)
が
「
無
頼
」
の
語
義
を
論
じ

て
い
る
が
、
同
様
の
傾
向
が
あ
る
。

④

C
の
燭
帝
の
例
以
降
、
陪
唐
の
詩
で
は
、
社
甫
以
前
に
「
無
頼
」
の

川
巾
例
が
見
つ
か
ら
な
い
。
こ
れ
は
注

H
さ
れ
る
こ
と
だ
が
、
現
時
黙
で

は
筆
者
は
こ
の
黙
に
関
し
て
解
轄
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
な
お
、

春
と
無
頼
(
中
原
)

傷
帝
の
「
無
頼
」
は
唐
詩
で
は
継
承
さ
れ
ず
、
宋
詞
に
至
っ
て
纏
承
さ

れ
た
よ
う
で
あ
る
。
い
ま
参
考
の
た
め
に
賀
鋳
と
周
邦
彦
の
例
を
挙
げ

て
お
く
。個

儀
無
頼
動
人
多
。
是
横
波
。
(
賀
昼
陶
「
艶
替
歌
(
太
平
時
)
」
)

歌
席
上
、
無
頼
回
疋
横
波
。
(
周
邦
彦
「
望
江
南
詠
妓
」
)

⑤
全
文
を
引
い
て
お
く
。
な
お
、
餅
斯
六
官
は
こ
の
詩
に
よ
っ
て
、
責

文
生
活
を
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
ご
く
早
い
例
と
し
て
有
名
で
あ
る
。

故
人
南
郡
去
、
去
索
作
碑
銭
。
本
土
買
文
潟
活
、
翻
令
室
倒
懸
。
刑

扉
深
蔓
草
、
土
鉾
冷
疏
煙
。
老
罷
休
無
頼
、
蹄
米
省
酔
版
。

⑥
頚
聯
と
尾
聯
の
原
文
を
挙
げ
て
お
く
。
尾
聯
の
隠
遁
の
口
吻
も
、
額

面
通
り
に
は
受
け
取
れ
な
い
。

石
角
鈎
衣
破
、
藤
枝
刺
眼
新
。
何
時
占
叢
竹
、
頭
戴
小
烏
巾
。

⑦
以
下
、
唐
詩
の
引
用
は
『
全
唐
詩
』
に
擦
る
。

③
宋
、
洪
遇
『
容
斎
随
筆
』
巻
九
は
「
唐
揚
州
之
盛
」
と
し
て
、
徐
凝

の
句
も
引
き
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

唐
世
盤
銭
韓
運
使
在
揚
州
、
査
斡
利
権
、
判
官
多
至
数
十
人
、
商

買
如
織
、
故
諺
稀
揚
一
A

盆
二
、
一
謂
天
下
之
盛
、
揚
第
一
而
局
次
之

也
、
杜
牧
之
有
春
風
十
旦
珠
簾
之
句
、
張
一
柿
詩
一
五
、
十
里
長
街
市

井
達
、
月
明
橋
上
看
神
仙
、
人
生
只
合
揚
州
死
、
樟
智
山
光
好
墓

田
、
王
建
詩
云
、
夜
市
千
燈
照
碧
雲
、
高
棲
紅
袖
客
紛
紛
、
如
今

不
似
時
平
日
、
猫
自
生
歌
徹
暁
問
、
徐
凝
詩
云
、
天
下
三
分
明
月

夜
、
二
分
無
頼
回
疋
揚
州
、
其
盛
可
知
失

晩
唐
の
例
で
こ
れ
ま
で
翠
げ
な
か
っ
た
も
の
が
二
つ
あ
る
。
い
ず
れ

213 

⑨ 
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も
原
告
誌
に
副
っ
て
人
を
形
得
し
た
も
の
で
あ
る
。

線
衣
宛
地
紅
侶
侶
、
重
…
風
似
舞
諸
女
郎
。
南
郊
蕩
下
婦
無
頼
、
錦

機
春
夜
成
文
章
。

(
陳
陶
「
萄
葵
詠
」
)

南
阿
来
尋
件
、
東
城
去
卜
都
。
生
憎
無
頼
客
、
死
憶
有
情
人
。

(
呉
融
「
倒
次
元
韻
」
)

⑬
春
と
結
び
つ
い
て
い
な
い
「
無
頼
」
の
中
に
も
同
様
の
例
が
あ
る
の

で
翠
げ
て
お
く
。

生
憎
無
頼
客
、
死
憶
有
情
人
。
(
呉
融
「
倒
次
元
韻
」
)

裏
王
蓋
下
水
無
頼
、
神
女
廟
前
雲
有
心
。
(
羅
隠
「
渚
宮
秋
思
」
)

⑪
拙
稿
「
唐
詩
に
お
け
る
か
断
腸
ぶ
|
|
讃
詞
の
た
め
の
目
覚
え
書
き

|
|
」
(
『
人
文
研
究
」
(
小
樽
商
科
大
撃
)
第
六
八
輯
、
一
九
八
四
、

後
に
『
宋
詞
と
言
葉
』
(
汲
古
書
院
、
二

O
O
九
)
収
載
)
を
参
照
さ

れ
た
い
。

⑫
「
軽
薄
」
は
築
府
に
「
軽
薄
篇
」
や
「
軽
薄
行
」
が
あ
る
よ
う
に

(
『
幾
府
詩
集
』
巻
六
七
「
雑
曲
歌
辞
七
」
)
、
古
く
か
ら
印
刷
宋
府
や
詩
に

川
用
い
ら
れ
て
き
た
語
で
あ
る
が
、
「
頴
狂
」
は
社
甫
以
前
に
詩
に
用
い

た
例
は
見
あ
た
ら
ず
、
こ
れ
も
社
甫
に
よ
っ
て
初
め
て
詩
に
導
入
さ
れ

た
ら
し
い
。

⑬
杜
甫
自
身
の
「
暁
来
急
雨
春
風
願
、
瞬
美
不
問
鐘
鼓
惇
」
(
「
倍
以

行
」
乾
元
元
年
長
安
)
は
、
「
絶
句
漫
興
」
の
「
頴
狂
」
を
準
備
す

る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
成
都
時
代
の

作
と
さ
れ
る
「
絶
句
三
首
」
其
三
は
、
「
-
枝
道
春
来
好
、
狂
風
大
放
願
」

と
い
う
。

⑭
小
稿
で
は
詳
論
し
な
い
が
、
杜
甫
の
擬
人
法
は
成
都
時
代
以
後
に
増

え
て
い
る
。
い
ま
、
成
都
を
離
れ
て
以
降
の
擬
人
法
の
例
を
い
く
つ
か

翠
げ
て
お
く
。

春
知
催
柳
別
、
江
輿
放
船
清
。

(
移
肘
愛
州
作
)

鶏
鵡
含
愁
思
、
聴
明
憶
別
離
。

(
鶏
柏
崎
)

寒
江
流
甚
細
、
有
意
待
人
蹄
。

(
夜
宿
西
閤
暁
呈
一
冗
二
十
会
曹
長
)

岸
花
飛
途
客
、
橋
燕
語
情
人
。
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(
愛
湾
州
)

影
遭
碧
水
潜
勾
引
、
風
炉
紅
花
仰
倒
吹
。

(
風
雨
看
舟
前
落
花
戯
骨
刷
新
句
)


