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万
葉
集
と
楽
府
系
歌
辞

─
相
聞
歌
か
ら
相
聞
四
時
歌
へ
─

辰
巳
正
明

一
、
は
じ
め
に

　

楽
府
は
中
国
漢
代
に
地
方
の
民
間
歌
謡
を
採
集
し
て
管
理
し
た
役
所
で

あ
る
が
、
そ
こ
に
集
め
ら
れ
た
歌
曲
も
ま
た
楽
府
と
呼
ば
れ
た
。『
漢

書
』（
巻
三
十
）
の
「
芸
文
志
」
に
「
自
孝
武
立
楽
府
而
采
歌
謡
、
於
是

有
代
趙
之
謳
、
秦
楚
之
風
、
皆
感
於
哀
楽
、
縁
事
而
発
、
亦
可
以
観
風

俗
、
知
薄
厚
云（
１
）」

と
あ
り
、
楽
府
が
前
漢
の
孝
武
帝
（
Ｂ
Ｃ
一
〇
〇
年
前

後
）
の
時
に
設
置
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
各
地
方
の
歌
謡
を
採
集
し

て
、
そ
れ
ら
の
歌
謡
か
ら
各
地
の
人
々
の
哀
楽
や
風
俗
の
厚
薄
を
知
る
の

が
目
的
だ
と
い
う
。
地
方
の
歌
謡
（
民
間
歌
謡
）
が
採
集
さ
れ
る
こ
と
の

意
図
は
、
や
は
り
『
漢
書
』「
芸
文
志
」
に
「
書
曰
、『
詩
言
志
、（
哥
）

〔
歌
〕
詠
言
。』
故
哀
楽
之
心
感
、
而
（
哥
）〔
歌
〕
詠
之
声
発
。
誦
其
言

謂
之
詩
、
詠
其
声
謂
之
（
哥
）〔
歌
〕。
故
古
有
采
詩
之
官
、
王
者
所
以
観

風
俗
、
知
得
失
、
自
考
正
也
」（
前
掲
書
）
と
あ
り
、『
書
経
』（『
尚
書
』）

の
詩
の
原
理
で
あ
る
「
詩
言
志
」
の
論
を
受
け
て
、
詩
は
志
で
あ
る
こ
と

か
ら
人
々
が
歌
え
ば
哀
楽
の
感
情
が
声
に
現
れ
、
そ
れ
を
詠
じ
た
も
の
が

歌
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
古
く
か
ら
采
詩
之
官
を
置
い
て
王
者
は
人
々
の

風
俗
・
習
慣
を
観
察
し
、
人
々
の
得
失
を
知
り
、
そ
れ
を
以
て
政
治
に
応

用
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
孔
子
の
詩
三
百
（『
論
語
』
為
政
）
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と
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
こ
に
詩
が
国
風
を
最
初
に
置
い
た
理
由

も
あ
る
。
卜
子
夏
の
「
毛
詩
大
序
」
は
こ
れ
を
受
け
る
も
の
で
あ
り
、
そ

う
し
た
楽
府
の
思
想
は
古
代
日
本
の
律
令
（「
養
老
令
」
戸
令
）
や
奈
良

朝
の
政
治
思
想
に
も
展
開
し
、
ま
た
平
安
初
期
の
『
凌
雲
集
』
な
ど
の
勅

撰
漢
詩
集
や
『
古
今
和
歌
集
』
の
序
文
に
も
現
れ
て
い
る
。
特
に
、
滋
野

貞
主
の
『
経
国
集
』
序
文
に
「
古
有
採
詩
之
官
。
王
者
以
知
得
失
。
故
文

章
者
。
所
以
宣
上
下
之
象
。
明
人
倫
之
叙（
２
）

」
と
あ
る
の
は
、
先
の
『
漢

書
』「
芸
文
志
」
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
楽
府
に
お
け
る
歌
曲
の
採
集
は
漢
代
の
古
楽
府
に
続
い

て
、
六
朝
時
代
に
も
継
承
さ
れ
て
多
く
の
歌
謡
が
残
さ
れ
て
い
る（
３
）。
楽
府

の
性
格
か
ら
そ
れ
ら
は
民
間
歌
謡
を
基
本
と
す
る
政
教
的
詩
学
に
発
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
展
開
す
る
歌
行
体
の
詩
が
詩
人
た
ち
に
楽
府

体
と
し
て
詠
ま
れ
続
け
て
い
る
。『
文
華
秀
麗
集
』
や
『
経
国
集
』
に
も

「
楽
府
」
の
項
目
を
置
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
勅
撰
集
は
白
楽

天
の
新
楽
府
の
登
場
と
と
も
に
展
開
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
楽

府
の
本
質
は
『
漢
書
』「
芸
文
志
」
の
説
く
よ
う
に
、
人
々
の
喜
怒
哀
楽

や
風
俗
・
習
慣
（
土
風
・
土
俗
）
の
観
察
に
あ
り
、
そ
の
観
察
は
民
間
の

人
々
の
歌
う
歌
謡
に
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
楽
府
系

歌
辞
は
著
名
作
者
の
漢
詩
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
巷
間
の
無
名
作

者
た
ち
の
中
に
そ
の
本
質
が
存
在
し
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
本
質

は
無
名
作
者
た
ち
の
喜
怒
哀
楽
の
中
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

　

古
代
日
本
に
楽
府
を
最
初
に
説
い
た
の
は
、『
日
本
書
紀
』
神
武
即
位

前
紀
（
戊
午
年
八
月
）
の
記
録
で
あ
る
。
神
武
天
皇
が
「
御
謡
」
し
て

歌
っ
た
と
い
う
歌
に
つ
い
て
「
是
謂
来
目
歌
。
今
楽
府
奏
此
歌
者
、
猶
有

手
量
大
小
、
及
音
声
巨
細
。
此
古
之
遺
式
也（
４
）」
と
説
明
す
る
。
こ
の
久
目

歌
は
今
に
楽
府
が
こ
の
歌
を
奏
す
る
時
に
、
手
量
（
舞
踏
時
の
手
の
様

態
）
と
音
声
の
大
小
（
歌
唱
時
の
声
の
調
子
）
が
あ
り
、
こ
れ
は
古
い
時

代
の
遺
式
で
あ
る
と
い
う
。
古
之
遺
式
か
ら
み
る
と
伝
統
的
な
芸
能
の
形

式
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
「
楽
府
」
に
お
け
る
芸
能
で
あ
る

と
す
る
の
は
、
中
国
の
楽
府
の
制
度
に
類
似
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
こ

で
の
「
楽
府
」
は
歌
曲
を
管
理
す
る
役
所
の
意
味
で
あ
り
、
い
わ
ば
、
久

目
歌
は
伝
統
的
な
民
間
歌
謡
と
し
て
歌
所
に
管
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
思

わ
せ
、
儀
礼
的
な
歌
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
た
し
か
に
こ
こ

に
歌
わ
れ
た
久
目
歌
は
「
菟
田
の　

高
城
に　

鴫
羂
張
る　

我
が
待
つ
や　

鴫
は
障
ら
ず　

い
す
く
は
し　

鷹
等
障
り　

前
妻
が　

肴
乞
は
さ
ば　

立

稜
麦
の　

実
の
無
け
く
を　

幾
多
聶
ゑ
ね　

後
妻
が　

肴
乞
は
さ
ば　

斎

賢
木　

実
の
多
け
く
を　

幾
多
聶
ゑ
ね
」（『
日
本
書
紀
』
前
掲
書
）
と
い

う
内
容
で
あ
り
、
鴫
を
捕
る
罠
を
仕
掛
け
た
ら
鷹
が
懸
か
っ
た
と
い
い（
５
）、

さ
ら
に
前
妻
が
肴
を
欲
し
い
と
い
え
ば
実
の
無
い
の
を
、
後
妻
が
肴
を
欲

し
い
と
い
え
ば
実
の
大
き
い
の
を
あ
げ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
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は
囃
子
詞
も
入
り
大
き
な
笑
い
を
誘
う
宴
楽
の
歌
ら
し
く
、
民
間
の
歌
謡

の
要
素
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
歌
曲
を
外
来
の
楽
府
を
以
て

説
明
し
よ
う
と
し
た
の
が
神
武
紀
の
楽
府
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
奈
良
朝

に
は
楽
府
の
理
解
が
及
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
楽
府
の
本
来
的
性
質
は
民
間
の
歌
謡
に
あ
り
、
そ
こ
に

歌
わ
れ
る
内
容
は
人
々
の
暮
ら
し
の
中
の
喜
怒
哀
楽
に
あ
る
。
古
代
日
本

に
理
解
さ
れ
た
楽
府
の
歌
曲
は
、
一
方
に
雅
楽
寮
が
管
理
す
る
所
と
な
っ

た
と
思
わ
れ
る
が
、『
詩
経
』
以
来
の
国
風
歌
謡
は
、
恋
愛
歌
謡
を
中
心

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
六
朝
楽
府
に
も
多
く
の
恋
愛
歌
謡
を
見
る
。
そ
れ

は
民
間
歌
謡
が
恋
歌
に
そ
の
本
質
を
保
っ
て
い
た
こ
と
に
因
る
か
ら
で
あ

り
、
そ
こ
に
は
『
万
葉
集
』
の
相
聞
歌
へ
と
繋
が
る
歌
謡
の
性
質
を
み
る

こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
方
面
か
ら
、
楽
府
題
と

し
て
あ
る
「
子
夜
歌
」「
子
夜
四
時
歌
」
を
取
り
上
げ
て
『
万
葉
集
』
の

楽
府
系
歌
辞
を
考
え
て
み
た
い
。

二
、
子
夜
歌
と
男
女
相
悦
の
歌

　
『
万
葉
集
』
が
そ
の
部
立
に
「
相
聞
歌
」
を
置
い
た
の
は
、
何
よ
り
も

歌
が
恋
を
本
質
と
し
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
は
以
後
の
和
歌
史
に
お
い
て

「
恋
歌
」
と
い
う
分
類
を
用
意
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
和
歌
を
構
成
す
る

基
本
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。『
万
葉
集
』
が
「
相
聞
歌
」
と
い
う
の

は
、
老
若
男
女
が
お
互
い
の
消
息
の
遣
り
取
り
の
歌
の
意
で
あ
る
が
、
そ

の
消
息
は
男
女
の
恋
の
遣
り
取
り
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら

相
聞
が
恋
の
印
象
を
強
く
持
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
相
聞
歌
と
は

い
っ
て
も
そ
れ
が
全
体
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
、
恋

を
主
と
す
る
相
聞
歌
に
は
二
種
の
系
統
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
一
は
長
詩
型
に
よ
る
恋
歌
で
あ
り
、
こ
れ
は
叙
事
性
が
強
く
表
れ
て
い

て
、
お
そ
ら
く
民
族
始
祖
の
婚
姻
や
民
族
の
愛
の
苦
難
の
歴
史
を
語
る
形

式
に
起
源
が
求
め
ら
れ
、
祭
祀
・
儀
礼
の
歌
と
同
様
に
歌
所
に
〈
大
歌
〉

と
し
て
管
理
さ
れ
専
門
的
な
組
織
の
元
に
継
承
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
そ
の
一
は
短
詩
型
に
よ
る
恋
歌
で
あ
り
、
こ
れ
は
抒
情
性
が
強
く

表
れ
て
い
て
、
個
人
同
士
の
歌
の
掛
け
合
い
の
場
に
展
開
し
た
形
式
に
起

源
が
求
め
ら
れ
、
村
落
や
都
市
に
お
け
る
巷
間
の
男
女
に
よ
る
歌
垣
な
ど

の
恋
の
祝
祭
の
折
に
〈
小
歌
〉
と
し
て
歌
わ
れ
、
そ
の
場
で
消
え
て
行
く

運
命
の
歌
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
小
歌
に
し
て
も
そ
の
歌

曲
を
歌
う
た
め
に
は
独
自
で
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
歌
師
や
熟
練
者
が

管
理
し
、
彼
ら
か
ら
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
る
必
要
が
あ
っ
た（
６
）。

小
歌
系
の

恋
歌
が
形
成
さ
れ
る
環
境
は
、『
万
葉
集
』
の
内
側
か
ら
み
れ
ば
東
歌
の

よ
う
な
村
落
の
場
合
も
あ
る
が
、
多
く
は
都
市
生
活
者
の
歌
が
多
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
都
市
生
活
者
の
恋
歌
は
歌
垣
の
よ
う
な
即
興
性
が
求
め
ら
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れ
る
場
で
あ
る
よ
り
も
、
歌
の
表
現
方
法
の
高
度
化
や
内
容
の
洗
練
度
が

求
め
ら
れ
た
場
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
小
歌
系
の
男
女
相

悦
の
一
般
に
見
ら
れ
る
歌
は
、
巻
十
一
を
基
準
に
任
意
に
取
り
出
せ
ば
次

の
よ
う
に
見
え
る
。

若
草
の
新
手
枕
を
枕
き
初
め
て
夜
を
隔
て
む
憎
く
あ
ら
な
く
に

 

（
巻
十
一
・
二
五
四
二
）　

相
見
て
は
面
隠
さ
る
る
も
の
か
ら
に
継
ぎ
て
見
ま
く
の
欲
し
き
君
か

も 

（
同
・
二
五
五
九
）　

昨
日
見
て
今
日
こ
そ
隔
て
吾
妹
子
が
幾
許
継
ぎ
て
見
ま
く
し
欲
し
も

 

（
同
・
二
五
五
九
）　

朝
寝
髪
わ
れ
は
梳
ら
じ
愛
し
き
君
が
手
枕
触
れ
て
し
も
の
を

 
（
同
・
二
五
七
八
）　

　

若
々
し
い
女
と
手
を
巻
い
て
夜
ご
と
共
寝
を
す
る
男
の
喜
び
、
妻
問
い

の
男
に
顔
を
見
ら
れ
る
の
は
恥
ず
か
し
い
が
何
時
も
見
て
い
た
い
愛
し
い

人
な
の
だ
と
自
惚
れ
、
昨
日
逢
っ
て
今
日
を
隔
て
る
こ
と
の
苦
し
み
を
訴

え
、
男
が
手
枕
し
た
乱
れ
髪
は
梳
ら
な
い
の
だ
と
男
の
余
韻
を
歌
う
。
そ

の
内
容
は
男
女
の
共
寝
に
中
心
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
歌
が
二
人
だ
け
で

過
ご
す
夜
の
時
間
に
、
互
い
に
見
つ
め
合
い
歌
い
交
わ
さ
れ
た
な
ど
と
は

考
え
難
い
。
恋
す
る
男
女
に
、
恋
歌
な
ど
は
必
要
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ

れ
ら
は
作
者
の
知
ら
れ
な
い
巷
間
の
男
女
の
恋
歌
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は

隠
さ
れ
た
閨
房
内
を
擬
似
的
に
創
出
し
た
、
公
開
さ
れ
る
場
に
展
開
し
た

恋
歌
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う（
７
）。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
相
悦
の
歌

が
『
万
葉
集
』
を
覆
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
西
進
氏
は
『
玉
台
新
詠
』

巻
十
の
作
家
の
手
に
成
ら
な
い
情
詩
は
楽
府
系
の
も
の
で
あ
っ
て
、
中
国

詩
歌
集
の
中
で
『
万
葉
集
』
に
最
も
近
い
の
は
『
玉
台
新
詠
』
巻
十
と

『
楽
府
詩
集
』
で
あ
ろ
う
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る（
８
）。

　

恋
歌
を
忌
避
す
る
古
代
中
国
の
文
学
史
に
お
い
て
、
六
朝
期
に
『
玉
台

新
詠
』
の
よ
う
な
宮
体
詩
が
特
殊
に
流
行
す
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
隋

に
至
り
亡
国
の
詩
と
し
て
文
学
史
か
ら
葬
ら
れ
る（
９
）。

い
わ
ば
、『
詩
経
』

国
風
の
儒
教
的
解
釈
に
お
い
て
男
女
相
悦
の
詩
は
国
を
乱
す
淫
風
・
淫
乱

の
詩
と
し
て
忌
避
さ
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
六
朝
に
お
い
て
も
同
様

で
あ
っ
た
。
た
だ
、
江
南
に
都
を
置
い
た
南
朝
に
お
け
る
文
学
は
抒
情
詩

が
優
先
し
、
梁
の
皇
太
子
簡
文
（
文
帝
）
の
サ
ロ
ン
で
は
競
っ
て
恋
愛
詩

が
詠
ま
れ
た
。
徐
陵
は
『
玉
台
新
詠
』
の
序
に
、「
於
是
然
脂
瞑
写
、
弄

筆
晨
書
、
選
録
艶
歌
、
凡
為
十
巻
。
曽
無
参
於
雅
頌
、
亦
靡
濫
於
風
人
。

涇
渭
之
間
、
若
斯
而
已）

（1
（

」
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
詩
が
散
逸
や
閲
読
不
可
能

と
な
る
こ
と
を
恐
れ
、
夜
明
け
に
浄
書
し
こ
れ
ら
の
艶
歌
を
選
録
し
て
十

巻
と
し
た
こ
と
、
こ
れ
ら
の
艶
歌
（
恋
愛
詩
）
は
『
詩
経
』
の
雅
や
頌
を
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辱
め
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
し
て
勝
れ
た
詩
人
た
ち
の
詩
を
汚
す
も
の
で

も
な
く
、
そ
れ
は
涇
水
や
渭
水
の
間
の
違
い
で
し
か
な
い
の
だ
と
い
う
。

恋
愛
詩
を
正
し
く
中
国
文
学
史
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
古
代
日
本
に
お
い
て
は
『
文
華
秀
麗
集
』
の
よ
う
な
勅
撰
漢

詩
集
に
「
艶
情
」
が
分
類
目
と
し
て
あ
り
、
詩
の
内
容
は
『
玉
台
新
詠
』

に
見
え
る
閨
怨
詩
で
あ
る
。『
文
選
』
が
「
情
」
を
分
類
す
る
の
に
対
し

て
、「
艶
情
」
は
直
接
に
男
女
相
悦
の
詩
を
指
す
こ
と
か
ら
も
、
日
本
で

は
恋
愛
詩
の
受
け
入
れ
が
容
易
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は

何
よ
り
も
『
万
葉
集
』
以
来
の
恋
歌
が
歌
の
本
質
と
し
て
存
在
し
た
こ
と

に
原
因
が
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
政
治
思
想
的
な
抑
圧
を
受
け
な
け
れ
ば
、

艶
情
の
詩
は
人
々
の
自
由
な
表
現
世
界
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
唐
代

に
四
川
に
歌
わ
れ
た
「
竹
枝
詞
」
の
よ
う
な
民
間
歌
謡
が
地
下
に
流
行
し

て
い
る
の
で
あ
り
、
明
の
馮
夢
龍
に
よ
る
民
間
歌
謡
の
発
掘
や）

（（
（

、
袁
枚
の

性
霊
説
や
李
贄
の
童
心
説）

（1
（

の
よ
う
に
、
明
・
清
時
代
に
は
旧
態
と
は
異
な

る
新
た
な
文
学
論
の
も
と
に
多
く
の
恋
愛
詩
が
纏
め
ら
れ
刊
行
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
民
間
の
恋
愛
歌
謡
（
艶
歌
）
は
、
古
く
は
表
立
っ
て
歌
わ

れ
る
事
は
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
中
国
詩
歌
の
底
流
と
し
て
存

在
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
古
く
『
詩
経
』
国
風
以
来
の
流
れ
で
あ
り
、

や
が
て
組
織
的
に
採
集
さ
れ
て
楽
府
の
管
理
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
た

だ
、
そ
れ
で
あ
り
な
が
ら
も
男
女
相
悦
の
歌
謡
は
、
古
注
釈
が
い
う
比
興

に
よ
る
王
や
人
民
の
道
徳
を
示
す
詩
で
あ
り
、
ま
た
淫
風
の
歌
謡
で
あ

り
、
風
俗
を
乱
す
歌
謡
で
あ
る
。
そ
れ
が
な
ぜ
歌
わ
れ
る
の
か
、
そ
れ
が

何
を
意
味
す
る
の
か
、
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
中
で
小
歌
系
の
楽
府
詩
に
「
子
夜
歌
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
『
玉
台

新
詠
』（
巻
十
）
に
二
首
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、『
楽
府
詩
集
』（
第
四
十

四
巻
）「
清
商
曲
辞
一
」
に
は
四
十
二
首
の
「
子
夜
歌
」
が
載
り
、
民
間

歌
謡
と
し
て
の
位
置
は
大
き
い
。
そ
の
男
女
相
悦
の
様
子
は
、
次
の
よ
う

に
歌
わ
れ
て
い
る
。

今
夕
已
歓
別
、 

今
宵
あ
の
人
と
お
別
れ
し
て
、

合
会
在
何
時
。 

次
に
お
逢
い
す
る
の
は
何
時
の
こ
と
。

明
燈
照
空
局
、 

部
屋
の
明
か
り
は
空
し
く
照
ら
し
、

悠
然
未
有
期
。 

時
は
ゆ
っ
く
り
と
し
て
ま
だ
お
逢
い
す
る
時
で
は

な
い
。

別
後
涕
流
連
、 

あ
な
た
と
別
れ
て
か
ら
涙
は
留
ま
る
こ
と
は
な

く
、

相
思
情
悲
満
。 

思
う
心
は
悲
し
み
に
満
ち
て
い
ま
す
。

憶
子
腹
糜
爛
、 

あ
な
た
を
思
い
出
す
と
お
腹
は
燃
え
る
よ
う
に
熱
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く
、

肝
腸
尺
寸
断
。 

そ
の
た
め
に
私
の
腸
は
切
れ
切
れ
で
す
。

気
清
明
月
朗
、 

気
候
も
良
く
て
満
月
の
月
も
明
る
く
、

夜
与
君
共
嬉
。 
こ
の
夜
は
あ
な
た
と
一
緒
で
と
て
も
幸
せ
で
す
。

郎
歌
妙
意
曲
、 
あ
の
人
の
歌
う
歌
は
言
葉
も
曲
も
美
し
く
、

儂
亦
吐
芳
詞
。 
そ
れ
で
私
も
一
緒
に
愛
の
言
葉
を
掛
け
ま
し
た）

（1
（

。

　

何
れ
も
女
子
の
歌
で
あ
り
、
後
朝
の
後
の
女
の
心
の
痛
み
を
述
べ
、
男

と
の
出
逢
い
を
喜
び
艶
を
作
る
様
子
が
詠
ま
れ
る
。
こ
の
子
夜
歌
は
、
晋

の
歌
辞
で
『
旧
唐
書
』「
楽
志
」
に
「
子
夜
、
晋
曲
也
。
晋
有
女
子
造
此

声
。
声
過
哀
苦
、
晋
日
常
有
鬼
歌
之）

（1
（

」
と
い
い
、
一
方
、『
宋
書
』「
楽

志
」
に
は
「
子
夜
哥
者
、
有
女
子
名
子
夜
、
造
此
声
。
晋
孝
武
太
元
中
、

琅
琊
王
軻
之
家
有
鬼
哥
子
夜
。
殷
允
為
豫
章
時
、
豫
章
僑
人
庾
僧
虔
家
亦

有
鬼
哥
子
夜
。
殷
允
為
豫
章
、
亦
是
太
元
中
、
則
子
夜
是
此
詩
以
前
人

也）
（1
（

」
と
い
う
。
子
夜
と
は
晋
に
女
子
有
り
こ
の
歌
を
作
る
が
哀
切
に
満

ち
、
日
頃
鬼
が
歌
っ
て
い
る
と
い
い
、
ま
た
子
夜
と
は
晋
の
時
に
琅
琊
王

軻
の
家
に
鬼
が
あ
り
、
子
夜
の
歌
を
歌
っ
た
と
い
い
、
そ
の
別
伝
も
伝
え

て
い
る
。
い
わ
ば
、
子
夜
歌
は
子
夜
と
い
う
女
子
の
作
っ
た
歌
か
、
夜
に

鬼
が
唱
っ
た
歌
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
伝
説
的
な
要
素
が

強
い
。
何
よ
り
も
男
女
逢
会
の
歌
が
鬼
の
歌
と
さ
れ
る
に
は
、
如
何
な
る

意
味
が
あ
る
の
か
。

　

王
煕
運
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
子
夜
歌
の
説
は
付
会
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
そ
の
創
始
は
晋
代
の
一
人
の
無
名
の
女
子
で
あ
っ
た
ろ
う
と
す

る
。
こ
の
女
性
は
多
情
の
女
で
夜
間
に
恋
人
の
来
る
の
を
待
つ
の
で
あ
る

が
、
不
幸
に
し
て
恋
人
は
あ
る
女
の
情
郎
と
な
り
、
失
望
し
た
彼
女
は
そ

の
哀
苦
を
歌
っ
た
の
が
「
子
夜
来
」（
あ
な
た
、
夜
に
来
て
く
だ
さ
い
）

で
あ
る
と
指
摘
す
る）

（1
（

。
た
し
か
に
恋
歌
を
鬼
が
唱
っ
た
と
言
う
よ
り
も
、

恋
に
失
望
し
た
女
が
そ
の
悲
し
み
を
「
子
夜
来
」
と
呼
び
掛
け
て
歌
を
詠

ん
だ
と
す
る
方
が
合
理
的
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
子
夜
歌
」
と
は
待
つ

女
が
恋
人
に
「
あ
な
た
、
今
夜
来
て
く
だ
さ
い
」
と
呼
び
掛
け
る
定
型
句

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
を
一
人
の
女
性
の
体
験
と
創
作
に

よ
る
と
す
る
に
は
ま
だ
疑
問
が
残
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
を
鬼
の
歌
と
す
る

説
も
十
分
に
考
慮
す
べ
き
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
子
夜
歌
が
成
立
す
る
の
は
、
特
別
な
場
で
あ
る
よ
う
に
想
わ

れ
る
。『
楽
府
』
近
代
曲
辞
に
載
る
「
十
索
」
の
歌
は
、
隋
の
丁
六
娘
と

い
う
女
性
の
歌
で
あ
る
と
い
う
が
、
そ
の
歌
は
、

為
性
愛
風
光
、 

素
敵
な
風
光
を
愛
で
て
い
る
の
に
、

偏
憎
良
夜
促
。 

早
々
と
こ
の
夜
が
明
け
よ
う
と
す
る
の
が
憎
ら
し
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い
。

曼
眼
腕
中
嬌
、 

流
し
目
で
愛
し
い
人
の
腕
の
中
に
戯
れ
、

相
看
無
厭
足
。 
い
つ
ま
で
見
て
も
見
飽
き
る
こ
と
は
な
い
。

歓
情
不
耐
眠
、 
嬉
し
い
心
は
眠
る
こ
と
も
忘
れ
、

従
郎
索
花
燭
。 

あ
の
人
は
そ
っ
と
花
燭
を
引
き
寄
せ
る
。

の
よ
う
に
歌
わ
れ
る
、
一
連
十
首
の
作
品
で
あ
る
。
男
女
の
相
悦
の
様
子

が
極
め
て
エ
ロ
チ
ッ
ク
に
描
か
れ
、
愛
の
行
為
へ
と
導
い
て
行
く
。
む
し

ろ
、
そ
の
よ
う
な
場
面
を
意
図
し
て
描
い
て
い
る
の
が
「
十
索
」
の
歌
で

あ
る
。
し
か
も
、
作
者
は
女
子
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
相
悦
の
場
面
を
歌

と
し
て
歌
う
こ
と
は
特
殊
な
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
お
そ
ら
く
そ
れ
を
歌
う

歌
い
手
と
そ
れ
を
楽
し
む
場
が
存
在
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
想

定
さ
せ
る
の
は
、『
玉
台
新
詠
』
巻
十
に
載
る
「
銭
塘
蘇
小
歌
一
首
」
で

あ
る
。
銭
塘
は
中
国
浙
江
省
杭
州
の
銭
塘
江
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
の
蘇

小
（
蘇
家
の
女
の
子
。
蘇
小
小
と
も
い
う
）
の
歌
の
意
味
で
あ
る
。
蘇
小

は
晋
代
頃
の
著
名
な
歌
妓
（
妓
女
・
娼
妓
）
で
、
そ
の
墓
は
今
も
銭
塘
江

の
橋
の
た
も
と
に
存
在
し
、
古
く
は
唐
の
李
賀
の
詩
に
詠
ま
れ
て
い
る
。

そ
の
伝
説
的
な
生
き
方
は
別
と
し
て）

（1
（

、
彼
女
の
詩
は
、
次
の
よ
う
に
詠
ま

れ
て
い
る
。

　
　

妾
乗
油
壁
車
、 

私
は
油
壁
の
車
に
乗
り
、

　
　

郎
騎
青
驄
馬
。 

愛
し
い
人
は
青
毛
の
驄
馬
に
騎
る
。

　
　

何
処
結
同
心
、 

私
た
ち
は
何
処
で
愛
の
紐
を
結
び
ま
し
ょ
う
か
、

　
　

西
陵
松
柏
下
。 

そ
れ
は
西
陵
の
松
柏
の
下
。

　

女
は
油
壁
の
車
に
乗
り
男
は
立
派
な
青
馬
に
乗
り
、
こ
れ
か
ら
愛
の
紐

を
結
ぶ
の
に
、
あ
の
西
陵
の
松
柏
の
下
が
良
い
と
歌
う
。
た
だ
そ
れ
だ
け

の
内
容
で
あ
る
が
、
男
女
が
愛
の
紐
結
び
を
す
る
（
同
心
を
結
ぶ
）
相
悦

の
場
面
で
あ
り
、
永
遠
を
象
徴
す
る
松
柏
の
下
で
契
り
を
結
び
た
い
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
女
か
ら
男
に
誘
い
か
け
た
歌
で
あ
り
、
そ
れ
を
可

能
と
す
る
の
は
専
門
的
な
歌
い
手
（
歌
妓
）
と
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
歌
の

場
で
あ
ろ
う
。
同
じ
く
『
玉
台
新
詠
』
に
は
孟
珠
の
歌
も
並
載
さ
れ
て
い

て
、
孟
珠
も
ま
た
歌
妓
で
あ
る
。『
楽
府
詩
集
』（
巻
四
十
九
）「
清
商
曲

辞　

西
曲
歌
下
」
に
孟
珠
の
歌
と
し
て
、「
望
歓
四
五
年
、
実
情
将
懊

悩
。
願
得
無
人
処
、
回
身
与
郎
抱
」（
あ
な
た
を
待
っ
て
も
う
四
五
年
を

過
ご
し
、
私
の
心
は
深
い
苦
し
み
の
中
。
願
う
こ
と
は
人
の
居
な
い
と
こ

ろ
で
、
身
を
寄
せ
合
っ
て
あ
な
た
に
抱
か
れ
る
こ
と
）
の
よ
う
に
、
待
つ

女
の
思
い
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
艶
歌
の
本
流
に
あ
り
、
男
を
誘

い
挑
発
す
る
方
法
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
歌
妓
や
娼
妓
が
恋
歌
の
歌

い
手
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
成
立
す
る
場
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は
必
然
的
に
男
客
を
招
い
た
遊
郭
・
宴
席
・
社
交
の
場
（
サ
ロ
ン
）
に

あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
時
に
男
客
の
妻
と
な
り
恋
人
と
な
り
待
つ

女
と
な
り
、
閨
房
に
関
わ
る
歌
を
交
わ
す
歌
妓
の
恋
歌
は
、
六
朝
情
詩
の

大
き
な
栄
養
素
で
あ
っ
た
。
男
女
相
悦
の
歌
が
忌
避
さ
れ
る
中
で
、
江
南

の
地
に
花
開
く
恋
歌
は
、
詩
人
・
文
人
た
ち
と
交
流
す
る
歌
妓
や
娼
妓
と

い
う
恋
歌
の
専
門
歌
手
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
石
観
海

氏
は
六
朝
詩
に
見
る
美
人
・
美
女
・
麗
人
な
ど
が
、
遊
女
や
倡
女
な
ど
の

女
性
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）

（1
（

。
子
夜
歌
は
、
こ
う
し
た
遊
郭
や
宴

席
あ
る
い
は
貴
族
サ
ロ
ン
で
文
人
や
遊
客
を
相
手
と
し
て
恋
歌
を
詠
む
専

門
的
な
歌
妓
た
ち
の
歌
な
の
で
あ
り
、
男
た
ち
の
興
奮
を
誘
っ
た
の
で
あ

る
。
子
夜
歌
は
鬼
が
唱
っ
た
と
い
う
説
の
本
質
は
、
そ
れ
が
男
の
客
の
心

を
惑
わ
し
誑
か
す
恋
歌
を
詠
む
、
鬼
の
よ
う
な
淫
乱
な
女
の
歌
（
淫
風
の

歌
）
と
し
て
忌
み
嫌
い
、
そ
れ
を
鬼
の
歌
と
し
て
忌
避
し
た
の
は
社
会
道

徳
的
な
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
江
南
の
文
人
た

ち
が
こ
れ
ら
の
歌
妓
と
交
流
し
、
そ
こ
に
『
玉
台
新
詠
』
の
よ
う
な
恋
愛

詩
が
成
立
す
る
事
情
も
理
解
出
来
る
の
で
あ
る）

（1
（

。

三
、
子
夜
四
時
歌
か
ら
相
聞
四
時
歌
へ

　

子
夜
歌
が
子
夜
来
（
あ
な
た
、
今
夜
来
て
）
の
歌
で
あ
る
と
す
る
時
、

そ
の
よ
う
な
歌
は
『
万
葉
集
』
に
多
く
見
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
他
田
弘

津
娘
子
と
い
う
女
性
が
「
真
木
の
上
に
降
り
置
け
る
雪
の
し
く
し
く
も
思

ほ
ゆ
る
か
も
さ
夜
訪
へ
わ
が
背
」（
巻
八
・
一
六
五
九
）
と
歌
う
の
も
、

明
ら
か
に
子
夜
来
の
歌
で
あ
る
。
娘
子
の
表
記
は
『
遊
仙
窟
』
に
基
づ
く

呼
称
と
思
わ
れ
、
遊
行
女
婦
を
も
含
め
た
女
性
た
ち
を
広
く
呼
ぶ
称
で
あ

る
が
、
女
郎
や
郎
女
な
ど
と
同
じ
く
『
万
葉
集
』
で
は
歌
に
熟
練
し
た
女

性
た
ち
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
男
女
が
紐
を
結
ぶ
の
も
「
二
人
し
て

結
び
し
紐
を
一
人
し
て
わ
れ
は
解
き
見
じ
直
に
逢
ふ
ま
で
は
」（
巻
十
二
・

二
九
一
九
）
と
詠
ま
れ
、
愛
の
堅
い
約
束
が
男
女
の
同
心
の
紐
結
び
で

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
男
女
相
悦
の
歌
は
、『
万
葉
集
』
の
特
質
で
あ
る

が
、
そ
の
背
後
に
は
客
を
相
手
と
す
る
歌
妓
や
娼
妓
の
「
子
夜
来
」
の
影

が
忍
び
寄
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
『
万
葉
集
』
の
巻
八
・
巻
十
に
見
る
四
季
分
類
歌
巻
が
、
楽
府
の
「
子

夜
四
時
歌
」
に
基
づ
く
こ
と
を
早
く
に
指
摘
し
た
の
は
中
西
進
氏
で
あ
っ

た
が）

11
（

、
そ
の
こ
と
を
少
し
詳
し
く
検
討
し
て
み
た
い
。『
楽
府
詩
集
』（
第

四
十
四
巻
）「
清
商
曲
辞
」
の
「
呉
声
歌
曲
」
に
「
子
夜
歌
」
に
続
い
て

「
子
夜
四
時
歌　

七
十
五
首
」（
春
歌
二
十
首
・
夏
歌
二
十
首
・
秋
歌
十
八

首
・
冬
歌
十
七
首
）「
子
夜
四
時
歌　

七
首
」（
春
歌
・
夏
歌
三
首
・
秋
歌

二
首
・
冬
歌
）「
子
夜
四
時
歌
八
首
」（
春
歌
三
首
・
夏
歌
二
首
・
秋
歌
二

首
・
冬
歌
）
が
載
る
。
呉
声
は
、
江
南
呉
地
方
の
歌
謡
で
あ
る
。「
楽
府
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解
題
」
の
子
夜
歌
の
解
説
に
よ
れ
ば
「
後
人
更
為
四
時
。
行
楽
之
詞
、
謂

之
子
夜
四
時
歌
。
又
有
大
子
夜
歌
、
子
夜
警
歌
。
子
夜
変
歌
。
皆
曲
之
変

也
」（
前
掲
『
楽
府
詩
集
』
に
よ
る
）
と
説
明
す
る
。
後
の
人
が
子
夜
歌

を
四
時
に
分
類
し
て
子
夜
四
時
歌
と
し
た
と
い
う
。
そ
の
説
明
か
ら
す
れ

ば
、
子
夜
四
時
歌
は
男
女
相
悦
の
子
夜
歌
を
四
時
の
季
節
分
類
に
し
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
恋
歌
は
そ
の
情
を
訴
え
る
方
法
で
あ
る
か
ら
、
直
接

に
思
い
を
述
べ
る
方
法
が
取
ら
れ
る
の
を
正
当
と
す
る
。『
万
葉
集
』
が

恋
歌
を
「
正
述
心
緒
」
と
い
う
分
類
を
す
る
の
は
そ
こ
に
理
由
が
あ
り
、

一
方
に
「
寄
物
陳
思
」
の
分
類
も
恋
歌
の
表
現
法
に
あ
り
、
そ
の
両
者
の

中
に
恋
歌
が
存
在
し
た
。
し
か
し
、
恋
を
季
節
分
類
す
る
こ
と
は
歌
の
詠

法
と
は
異
な
り
、
か
な
り
高
度
に
恋
の
表
現
の
た
め
に
季
節
の
風
情
が
獲

得
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
恋
は
季
節
に
は
関
係
の

無
い
無
季
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
有
季
の
中
に
詠
む
の
は
恋
の
心
よ
り

も
季
節
へ
の
関
心
へ
と
移
行
し
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
。
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
、
恋
の
実
態
を
離
れ
て
季
節
の
風
情
と
恋
の
風
情
と
が
重
ね
合
わ

さ
れ
て
恋
情
が
季
節
の
中
に
作
り
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
恋
と
季
と
を

重
ね
る
こ
と
で
、
新
た
な
表
現
世
界
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
背
後
に
は
子
夜
四
時
歌
へ
の
理
解
が
及
ん
で
い
た
こ
と
が
想
定

さ
れ
、
漢
文
学
の
時
代
に
い
ち
早
く
対
応
し
た
額
田
王
の
歌
の
、「
君
待

つ
と
わ
が
恋
ひ
を
れ
ば
わ
が
屋
戸
の
す
だ
れ
動
か
し
秋
の
風
吹
く
」（
巻

四
・
四
八
八
）
の
よ
う
な
、
秋
風
の
中
に
閨
情
を
詠
み
、
男
を
待
つ
恋
情

は
秋
風
の
中
に
重
ね
ら
れ
る
。
そ
の
情
が
待
つ
女
の
閨
に
お
け
る
秋
風
の

発
見
へ
と
向
か
う
の
は
、
子
夜
来
か
ら
子
夜
四
時
歌
へ
の
展
開
で
あ
る
。

　

季
節
に
よ
り
分
類
さ
れ
る
恋
歌
は
、『
万
葉
集
』
の
巻
八
・
巻
十
に
見

ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
春
夏
秋
冬
ご
と
の
雑
歌
と
相
聞
に
分
類

さ
れ
る
。
例
え
ば
、
巻
十
の
四
季
の
歌
で
は
、

春　

梅
の
花
降
り
覆
ふ
雪
を
裹
み
持
ち
君
に
見
せ
む
と
取
れ
ば
消
に

つ
つ 

（
巻
十
・
一
八
三
三
）　

夏　

逢
ひ
難
き
君
に
逢
へ
る
夜
霍
公
鳥
他
時
ゆ
は
今
こ
そ
鳴
か
め

 

（
巻
十
・
一
九
四
七
）　

秋　

秋
萩
の
咲
き
散
る
野
辺
の
夕
露
に
濡
れ
つ
つ
来
ま
せ
夜
は
更
け

ぬ
と
も 

（
巻
十
・
二
二
五
二
）　

冬　

沫
雪
は
千
重
に
降
り
敷
け
恋
し
く
の
日
長
き
わ
れ
は
見
つ
つ
偲

は
む 

（
巻
十
・
二
三
三
四
）　

の
よ
う
に
、
春
は
梅
花
と
雪
に
恋
を
重
ね
、
夏
は
夜
の
霍
公
鳥
に
恋
を
重

ね
、
秋
は
萩
の
散
る
野
辺
に
恋
を
重
ね
、
冬
は
頻
り
に
降
る
沫
雪
に
恋
を

重
ね
る
。
こ
れ
ら
は
四
季
の
景
に
我
が
想
い
の
情
を
重
ね
な
が
ら
恋
す
る

思
い
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
そ
の
表
現
は
洗
練
さ
れ
て
い
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る
。
梅
花
の
よ
う
な
新
し
い
素
材
を
取
り
込
ん
で
恋
を
歌
う
の
も
、
天
平

時
代
の
都
市
的
な
雅
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
恋
歌
は
ど
の
よ

う
に
し
て
成
立
し
た
も
の
な
の
か
。

　

古
代
日
本
に
季
節
感
を
歌
に
詠
む
の
は
、
先
の
額
田
王
の
歌
が
草
創
期

に
当
た
り
、
そ
の
背
後
に
は
近
江
朝
の
漢
文
学
が
想
定
さ
れ
る
。
日
本
人

の
季
節
感
は
、
漢
文
学
の
理
解
か
ら
出
発
す
る
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ

う
。
そ
の
根
拠
は
『
万
葉
集
』
と
同
時
代
的
に
展
開
す
る
『
懐
風
藻
』
の

季
節
感
が
先
行
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
大
伴
旅
人
が
主
催
し
た
大
宰
府
の

「
梅
花
の
歌
」（
巻
五
）
の
梅
花
が
和
歌
史
上
で
は
最
初
の
梅
の
花
で
あ
る

が
、『
懐
風
藻
』
で
は
そ
れ
に
先
立
っ
て
持
統
朝
の
葛
野
王
に
「
春
日
翫

鶯
梅
」
が
あ
り
、
ま
た
釈
智
蔵
に
も
「
翫
花
鶯
」
が
あ
る
。
季
節
の
特
別

な
景
物
を
取
り
上
げ
て
思
い
を
述
べ
る
方
法
は
、
こ
の
よ
う
な
漢
詩
文
学

が
先
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
漢
文
学
を
理
解
し
た
者
の
中
か

ら
、
歌
は
新
た
な
生
命
を
得
る
の
で
あ
る
。『
万
葉
集
』
が
季
節
分
類
す

る
根
拠
も
、
漢
文
学
の
知
識
に
負
う
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
具
体

化
し
た
の
は
楽
府
の
子
夜
四
時
歌
で
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
に
推
測
さ
れ

る
。
子
夜
四
時
歌
は
、
次
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
。

　
　
　

春
歌

　
　

光
風
流
月
初
、　

春
の
風
光
は
月
を
輝
か
せ
始
め
、

　
　

新
林
錦
花
舒
。　

新
緑
の
林
で
は
錦
の
花
を
開
か
せ
る
。

　
　

情
人
戯
春
月
、　

あ
の
人
は
春
の
月
に
戯
れ
、

　
　

窈
窕
曳
羅
裾
。　

お
し
と
や
か
に
ス
カ
ー
ト
の
裾
を
引
い
て
い
る
。

　
　
　

夏
歌

　
　

朝
登
涼
台
上
、　

朝
に
涼
し
い
台
上
に
登
り
、

　
　

夕
宿
蘭
池
裏
。　

夕
べ
に
は
蘭
池
の
辺
を
散
歩
す
る
。

　
　

乗
月
採
芙
蓉
、　

月
の
明
か
り
の
中
で
芙
蓉
を
摘
み
、

　
　

夜
夜
得
蓮
子
。　

夜
ご
と
に
あ
の
人
と
一
緒
。

　
　
　

秋
歌

　
　

清
露
凝
如
玉
、　

清
ら
か
な
露
は
玉
の
よ
う
に
輝
き
、

　
　

涼
風
中
夜
発
。　

涼
し
い
風
は
夜
中
に
吹
き
始
め
ま
し
た
。

　
　

情
人
不
還
臥
、　

あ
の
人
は
臥
し
た
ま
ま
で
帰
る
こ
と
な
く
、

　
　

冶
遊
歩
明
月
。　

楽
し
く
明
月
の
中
を
遊
び
ま
す
。

　
　
　

冬
歌

　
　

天
寒
歳
欲
暮
、　

空
は
寒
々
と
し
て
歳
も
暮
れ
て
、

　
　

朔
風
舞
飛
雪
。　

北
風
は
雪
を
舞
わ
せ
て
い
ま
す
。

　
　

懐
人
重
衾
寝
、　

あ
の
人
は
夜
具
を
重
ね
て
寝
る
の
で
、

　
　

故
有
三
夏
熱
。　

褥
の
中
は
ま
る
で
夏
の
よ
う
に
火
照
り
ま
す
。

　

春
は
月
光
の
中
で
男
女
が
戯
れ
、
夏
は
夕
涼
み
に
月
明
か
り
の
中
で
芙
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蓉
を
摘
み
、
秋
は
涼
や
か
な
風
に
吹
か
れ
て
恋
人
と
満
月
の
夜
を
遊
び
、

冬
は
夜
具
を
重
ね
て
夏
の
日
の
よ
う
に
体
を
火
照
ら
す
の
で
あ
る
。
春
は

空
の
朧
月
、
夏
は
池
の
芙
蓉
、
秋
は
涼
風
の
中
の
明
月
、
冬
は
褥
を
重
ね

る
共
寝
が
歌
わ
れ
、
情
人
た
ち
が
楽
し
む
姿
態
が
描
か
れ
る
。
恋
人
た
ち

の
世
界
は
、
季
節
の
移
ろ
い
の
中
で
、
そ
の
愛
を
展
開
さ
せ
る
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
が
常
に
喜
び
ば
か
り
で
は
な
い
。
秋
の
詩
に
は
、

自
従
別
歓
来
、　

あ
の
人
と
別
れ
て
か
ら
は
、

何
日
不
相
思
。　

一
日
た
り
と
も
思
わ
な
い
日
は
無
か
っ
た
。

常
恐
秋
葉
零
、　

い
つ
も
恐
れ
る
こ
と
は
秋
の
木
の
葉
が
散
る
よ
う

に
、

無
復
蓮
条
時
。　

再
び
あ
の
人
を
恋
す
る
機
会
が
失
わ
れ
る
こ
と
で

す
。

と
歌
わ
れ
、
男
と
の
別
れ
が
木
の
葉
が
散
る
よ
う
に
再
び
逢
え
な
い
こ
と

を
恐
れ
る
の
だ
と
い
う
。
季
節
の
移
ろ
い
の
中
で
、
恋
の
移
ろ
い
へ
の
不

安
が
詠
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
「
子
夜
四
時
歌
」
の
季
節
と
恋
と
の
重
ね
は
、
や
は
り

『
万
葉
集
』
巻
十
の
季
節
の
相
聞
歌
に
も
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。

　

春
の
相
聞

春
日
野
の
友
鶯
の
鳴
き
別
れ
帰
り
ま
す
間
も
思
ほ
せ
わ
れ
を

 

（
巻
十
・
一
八
九
〇
）　

　

夏
の
相
聞

霍
公
鳥
来
鳴
く
五
月
の
短
夜
も
独
り
し
寝
れ
ば
明
か
し
か
ね
つ
も

 

（
同
・
一
九
八
一
）　

　

秋
の
相
聞

雁
が
ね
の
初
声
聞
き
て
咲
き
出
た
る
屋
前
の
秋
萩
見
に
来
わ
が
背
子

 

（
同
・
二
二
七
八
）　

　

冬
の
相
聞

わ
が
背
子
が
言
う
つ
く
し
み
出
で
行
か
ば
裳
引
き
し
る
け
む
雪
な
降

り
そ
ね 

（
同
・
二
三
四
三
）　

　

男
と
夜
明
け
に
友
鶯
の
泣
き
別
れ
の
よ
う
に
別
れ
る
が
、
帰
り
の
道
々

に
も
私
の
こ
と
を
思
っ
て
欲
し
い
と
訴
え
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
鳴
く
五
月
の

短
い
夜
で
も
独
り
寝
は
長
い
の
だ
と
嘆
き
、
雁
の
初
音
を
聞
い
て
咲
き
出

し
た
萩
を
見
に
逢
い
に
来
て
欲
し
い
と
誘
い
、
恋
人
の
言
葉
が
あ
ま
り
に

も
真
実
の
よ
う
だ
っ
た
の
で
逢
い
引
き
に
出
掛
け
る
が
、
雪
が
降
る
と
ス

カ
ー
ト
の
跡
が
残
る
か
ら
雪
よ
降
る
な
と
訴
え
る
。
こ
こ
で
は
春
は
鶯
、

夏
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
、
秋
は
萩
、
冬
は
雪
を
取
り
出
し
て
恋
の
思
い
を
詠
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む
。
む
し
ろ
季
節
の
中
に
恋
の
情
緒
が
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、〈
季

と
恋
〉
と
い
う
和
歌
史
の
伝
統
を
形
成
す
る
草
創
期
の
歌
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
季
節
の
中
に
恋
の
情
緒
を
重
ね
る
こ
と
で
、
恋
歌
は
一
段
と
洗
練

さ
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
〈
子
夜
歌
〉
か
ら
〈
子
夜
四
時

歌
〉
へ
と
展
開
し
た
男
女
相
悦
の
歌
の
様
相
を
当
て
嵌
め
れ
ば
、
そ
れ
と

同
じ
よ
う
に
『
万
葉
集
』
も
〈
相
聞
歌
〉
か
ら
、〈
相
聞
四
時
歌
〉
へ
の

展
開
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
男
女
相
悦
の
歌
が
な
ぜ
か
く
も
多
く
歌
わ
れ

て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
は
残
る
に
違
い
な
い
。
恋
は
極
め
て
私
的
な
世

界
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
恋
は
恋
歌
の
中
に
存

在
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
恋
歌
は
公
開
を
原
則
と
す
る
こ
と
に
基
づ
け

ば）
1（
（

、
こ
れ
ら
の
歌
は
男
女
が
秘
密
裏
に
歌
っ
た
閨
房
の
睦
言
や
独
白
の
恋

歌
で
は
な
く
、
あ
る
特
定
の
場
に
お
い
て
公
開
さ
れ
る
こ
と
で
機
能
し
た

歌
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
巻
十
の
相
聞
四
時
歌
は
作
者
未
詳
の
恋
歌
で

あ
り
、
ど
の
よ
う
な
場
に
公
開
さ
れ
た
も
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
一
方
の

巻
八
の
相
聞
四
時
歌
は
、

　

春
の
相
聞

闇
暗
な
ら
ば
宜
も
来
ま
さ
じ
梅
の
花
咲
け
る
月
夜
に
出
で
ま
さ
じ
と

や 

（
巻
八
・
一
四
五
二
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紀
女
郎

　

夏
の
相
聞

夏
の
野
の
繁
み
に
咲
け
る
姫
百
合
の
知
ら
え
ぬ
恋
は
苦
し
き
も
の
そ

 

（
同
・
一
五
〇
〇
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
伴
坂
上
郎
女

　

秋
の
相
聞

秋
の
野
を
朝
行
く
鹿
の
跡
も
な
く
思
ひ
し
君
に
逢
へ
る
今
夜
か

 

（
同
・
一
六
一
三
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

賀
茂
女
王

　

冬
の
相
聞

わ
が
背
子
と
二
人
見
ま
せ
ば
幾
許
か
こ
の
降
る
雪
の
嬉
し
か
ら
ま
し

 

（
同
・
一
六
五
八
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
皇
后

と
歌
わ
れ
る
。
春
は
朧
月
の
梅
、
夏
は
野
の
姫
百
合
、
秋
は
夜
明
け
に
鳴

く
鹿
、
冬
は
降
る
雪
に
重
ね
な
が
ら
恋
の
思
い
が
歌
わ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
作
者
を
見
る
と
高
級
貴
族
の
紀
氏
の
女
性
、
や
は
り
高
級
貴
族
の
大
伴

氏
の
女
性
、
さ
ら
に
は
長
屋
王
の
娘
の
賀
茂
女
王
、
聖
武
天
皇
の
皇
后
の

光
明
子
が
歌
い
手
で
あ
る
。
こ
こ
に
登
場
す
る
歌
い
手
は
、
天
平
期
に
活

躍
す
る
そ
れ
な
り
に
年
を
重
ね
た
女
性
た
ち
で
あ
り
、
若
い
未
婚
の
女
性
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た
ち
で
は
な
い
。
後
宮
や
高
級
貴
族
世
界
に
所
属
す
る
女
性
た
ち
が
男
女

相
悦
の
歌
を
ご
く
自
然
に
歌
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
の
必
然
性
は
何

か
。
こ
れ
を
必
然
と
す
る
の
は
、
恋
は
も
と
よ
り
公
開
を
前
提
と
す
る
装

わ
れ
た
恋
愛
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
恋
歌
に
お
け
る
私
が
も
う

一
人
の
私
を
装
う
擬
似
的
な
恋
が
あ
り
、
そ
う
し
た
疑
似
恋
愛
の
交
流
の

場
（
歌
垣
・
宴
楽
・
労
働
・
社
交
）
が
存
在
し
、
恋
を
装
う
恋
愛
関
係
の

中
で
相
手
の
真
の
心
を
探
り
、
あ
る
い
は
互
い
の
消
息
を
窺
う
手
段
と
し

て
の
恋
歌
が
存
在
し
た
歴
史
が
あ
る）

11
（

。
そ
れ
が
新
た
な
相
聞
四
時
歌
を
通

し
て
、
四
時
の
季
節
に
中
心
を
置
い
た
恋
歌
に
関
心
が
持
た
れ
て
、
互
い

に
季
節
ご
と
の
気
候
の
挨
拶
の
歌
へ
と
広
が
り
展
開
し
た
と
こ
ろ
に
起
因

し
て
い
る
の
だ
と
い
え
る
。
紀
女
郎
の
歌
の
主
旨
は
「
梅
の
花
が
咲
い
た

か
ら
見
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
」
と
い
う
観
梅
へ
の
誘
い
歌
で
あ
り
、
そ
れ
を

恋
歌
と
し
て
読
み
取
れ
る
よ
う
に
詠
む
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
そ
の
基
本
は

「
子
夜
来
」
を
離
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
坂
上
郎
女
の
歌
も
片
思
い
を
以

て
男
を
誘
う
歌
で
あ
り
、
賀
茂
女
王
の
歌
も
男
の
訪
れ
を
期
待
す
る
「
待

つ
女
」
の
誘
い
歌
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
「
待
つ
女
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
社

交
の
場
で
の
誘
い
歌
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
基
本
は
紀
女
郎
と
異
な
ら
な

い
。
藤
皇
后
の
歌
は
降
る
雪
に
寄
せ
た
誘
い
歌
で
あ
り
、
こ
れ
も
同
様
で

あ
る
。
い
ず
れ
も
季
節
の
景
物
に
寄
せ
て
相
手
を
誘
う
「
あ
な
た
、
今
夜

来
て
く
だ
さ
い
」
を
内
在
さ
せ
た
歌
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
が
「
梅
が
咲
い
た
の
で
、
今
夜
来
て
下
さ
い
」
へ
と
変
容
し
た

時
、
そ
の
誘
い
手
の
意
図
は
恋
に
限
定
さ
れ
な
い
社
交
的
な
誘
い
歌
の
中

に
現
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

こ
れ
ら
の
恋
歌
が
季
節
ご
と
の
景
物
に
寄
せ
た
挨
拶
歌
や
誘
い
歌
で
あ

る
こ
と
は
、
相
聞
四
時
歌
と
並
行
し
て
歌
わ
れ
る
雑
四
時
歌
の
存
在
か
ら

も
知
ら
れ
る
。
季
節
の
景
物
の
み
を
詠
む
か
、
あ
る
い
は
季
節
の
中
に
恋

を
詠
む
か
と
い
う
相
違
が
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
季
節
の
挨
拶
や
社
交
の

場
の
テ
ー
マ
に
よ
る
歌
で
あ
る
と
こ
ろ
へ
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

『
万
葉
集
』
の
相
聞
歌
か
ら
相
聞
四
時
歌
へ
の
展
開
は
、
楽
府
の
子
夜
歌

か
ら
子
夜
四
時
歌
へ
の
展
開
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。四

、
お
わ
り
に

　
『
万
葉
集
』
の
恋
歌
を
考
え
る
の
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
楽
府
系
歌
辞

の
子
夜
歌
と
子
夜
四
時
歌
で
あ
る
。『
万
葉
集
』
の
恋
歌
が
『
玉
台
新

詠
』
か
ら
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
楽
府
系
歌
辞
を
受
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
六
朝

楽
府
を
『
玉
台
新
詠
』
が
受
け
て
恋
愛
詩
を
完
成
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
『
万

葉
集
』
の
恋
歌
と
交
流
す
る
。
し
か
し
、
楽
府
系
歌
辞
の
本
質
は
民
間
歌
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謡
に
あ
り
、
民
間
歌
謡
の
中
心
は
小
歌
系
の
恋
歌
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

中
国
の
民
間
歌
謡
の
流
れ
は
、
詩
を
志
と
す
る
儒
教
的
教
化
主
義
に
沿
う

文
学
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
地
下
に
底
流
す
る
文
学
で
し
か
な
か
っ

た
。
そ
れ
に
対
す
る
『
万
葉
集
』
の
主
た
る
性
質
は
、
む
し
ろ
楽
府
系
歌

辞
の
民
間
歌
謡
の
側
に
存
在
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
歌
が
恋
を
本
流
と

す
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
紀
貫
之
ら
が
詩
は
志
な

り
と
い
う
理
解
に
あ
り
な
が
ら
も
、
和
歌
は
人
の
心
を
種
と
す
る
の
だ
と

い
う
確
信
へ
と
向
か
う
重
要
な
和
歌
前
史
で
あ
っ
た
。

　

恋
を
本
流
と
す
る
歌
は
、
中
国
六
朝
時
代
に
「
子
夜
歌
」
か
ら
「
子
夜

四
時
歌
」
へ
の
展
開
を
見
せ
た
が
、
こ
の
展
開
は
『
万
葉
集
』
に
お
け
る

「
相
聞
歌
」
か
ら
「
相
聞
四
時
歌
」
へ
の
展
開
を
予
想
さ
せ
る
も
の
で
あ

る
。
無
季
の
「
あ
な
た
、
今
夜
来
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
恋
歌
か
ら
、

「
梅
が
咲
い
た
の
で
、
今
夜
来
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
有
季
の
子
夜
歌
が

成
立
し
た
の
は
、
恋
歌
が
新
た
な
装
い
の
中
に
歌
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
恋
歌
は
そ
の
内
容
と
は
対
極
の
極
め
て
社
交
性
の
強
い
歌
で
あ
る

こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
恋
の
情
を
通
し
て
人
々
と
の
心
的
交
流
が
行
わ

れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
多
く
は
歌
垣
や
遊
楽
や
社
交
の
場
な
ど
で
あ
る

が
、
こ
と
の
ほ
か
歌
妓
に
よ
る
歌
の
創
作
や
歌
声
の
妙
は
、
社
交
の
場
の

花
形
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
青
楼
や
遊
郭
に
お
け
る
歌
妓
の
活
躍
は
、
民
間

歌
謡
を
完
成
度
の
高
い
歌
謡
へ
と
変
容
さ
せ
た
に
違
い
な
い）

11
（

。
江
南
の
妓

女
た
ち
の
歌
謡
（
清
商
曲
辞
）
は
、
楽
府
の
中
の
注
目
さ
れ
る
民
間
歌
謡

で
あ
る
。
こ
う
し
た
楽
府
系
歌
辞
が
、『
万
葉
集
』
の
恋
歌
を
季
節
ご
と

の
恋
歌
（
相
聞
四
時
歌
）
へ
と
向
か
わ
せ
た
事
情
も
、
以
上
の
民
間
歌
謡

史
か
ら
理
解
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

注（１
）
本
文
は
、『
漢
書　

六　

志
〔
三
〕』（
中
華
書
局
／
中
国
）
に
よ
る
。
旧
漢
字
は

新
漢
字
に
改
め
た
。
以
下
同
じ
。

（
２
）
本
文
は
、『
羣
書
類
従　

百
二
十
五　

上
』（
温
故
学
会
）
に
よ
る
。

（
３
）
郭
茂
倩
編
『
楽
府
詩
集
』
参
照
。

（
４
）
本
文
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

（
５
）
本
文
は
「
区
旎
羅
」
と
あ
り
、
こ
れ
を
「
鷹
」
と
す
る
解
釈
も
あ
る
が
、「
鯨
」

の
方
が
山
と
海
と
い
う
食
い
違
い
を
み
せ
て
そ
れ
を
楽
し
ん
で
い
る
と
見
ら
れ

る
。
な
お
、
こ
の
歌
謡
は
『
古
事
記
』
で
も
一
連
の
歌
と
さ
れ
て
い
る
が
、
お
そ

ら
く
二
首
が
一
連
と
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
辰
巳
正
明
監
修
『
古
事
記
歌
謡

注
釈　

歌
謡
の
理
論
か
ら
読
み
解
く
古
代
歌
謡
の
全
貌
』（
新
典
社
）
参
照
。

（
６
）
辰
巳
『
詩
の
起
原　

東
ア
ジ
ア
文
化
圏
の
恋
愛
詩
』（
笠
間
書
院
）、
同
『
詩
霊
論　

人
は
な
ぜ
詩
に
感
動
す
る
の
か
』（
笠
間
書
院
）
参
照
。

（
７
）
辰
巳
『
詩
の
起
原　

東
ア
ジ
ア
文
化
圏
の
恋
愛
詩
』（
笠
間
書
院
）
参
照
。

（
８
）
中
西
進
「
末
期
万
葉
の
形
相
」『
中
西
進
万
葉
論
集 

第
二
巻　

万
葉
集
の
比
較
文

学
的
研
究
（
下
）』（
講
談
社
）

（
９
）『
隋
書
』「
文
学
伝
」
に
は
『
玉
台
新
詠
』
を
「
亡
国
之
音
」
と
す
る
。

（
10
）
本
文
は
、
明
趙
寒
山
覆
刻
・
宋
陳
玉
父
本
『
玉
台
新
詠
』（
世
界
書
局
印
行
／
台

湾
）
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

（
11
）
馮
夢
龍
等
編
『
明
清
民
歌
時
調
集
』
に
は
「
掛
枝
児
」「
山
歌
」「
夾
竹
桃
」
が
集
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め
ら
れ
て
い
て
、
内
容
は
男
女
相
悦
の
恋
歌
で
あ
る
。

（
12
）『
袁
枚
全
集　

二
』（
江
蘇
古
籍
出
版
社
）「
答
蕺
園
論
詩
書
」
に
「
夫
詩
者
由
情

生
者
也
。
有
必
不
可
解
之
情
、
而
后
有
不
可
朽
之
詩
。
情
所
最
先
、
莫
如
男
女
」

と
い
う
。
ま
た
『
李
贄
全
集　

巻
三
』（
中
華
書
局
）「
焚
書
」
に
「
童
心
者
、
人

之
初
也
、
童
心
者
、
心
之
初
也
。
夫
心
之
初
曷
可
失
也
」
と
い
う
。

（
13
）
本
文
は
、
郭
茂
倩
編
『
楽
府
詩
集
』（
台
湾
中
華
書
局
）
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

（
14
）
本
文
は
、『
旧
唐
書
』（
中
華
書
局
）「
志
第
九　

音
楽
二
」
に
よ
る
。

（
15
）
本
文
は
、『
宋
書
』（
中
華
書
局
）「
志
第
九　

楽
志
第
一
」
に
よ
る
。

（
16
）「
六
朝
楽
府
与
民
歌
」『
中
国
学
術
類
編
』（
鼎
文
書
局
／
台
湾
）。

（
17
）
蘇
小
小
は
「
南
斉
的
杭
州
名
妓
」
で
、
そ
の
伝
説
で
は
「
她
姿
色
過
人
、
聡
明
絶

頂
、
但
紅
顔
薄
命
、
尤
其
是?

的
愛
情
故
事
曲
折
、
哀
艶
、
為
歴
代
文
人
歌
頌
不

輟
、
死
后
葬
西
湖
、
蘇
小
小
墓
成
為
名
勝
云
々
」
叶
一
青
他
著
『
中
国
歴
代
名
妓

大
観
（
上
）』（
延
辺
大
学
出
版
社
／
中
国
）
と
あ
る
。

（
18
）
石
観
海
「
宮
体
詩
派
的
文
学
伝
統
」『
宮
体
詩
派
研
究
』（
武
漢
大
学
出
版
社
／
中

国
）。

（
19
）『
玉
台
新
詠
』
に
は
、
男
が
女
の
閨
の
情
を
詠
む
と
い
う
特
色
が
あ
る
。
梁
の
簡

文
帝
は
そ
れ
を
得
意
と
し
た
。
お
そ
ら
く
文
人
た
ち
は
江
南
の
妓
女
た
ち
を
美
女

に
見
立
て
て
そ
の
姿
を
詠
み
、
あ
る
い
は
妓
女
ら
か
ら
江
南
の
恋
愛
歌
謡
を
学

び
、
そ
れ
を
詩
に
直
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
宮
体
詩
に
関
す
る
専
門

著
書
に
、
石
観
海
『
宮
体
詩
派
研
究
』（
前
掲
書
）、
胡
大
雷
『
宮
体
詩
研
究
』

（
商
務
印
書
館
／
中
国
）、
帰
青
『
南
朝
宮
体
詩
研
究
』（
上
海
古
籍
出
版
社
／
中

国
）
が
あ
る
。

（
20
）
中
西
進
「
万
葉
集
の
編
纂
」『
中
西
進
万
葉
論
集　

第
二
巻　

万
葉
集
の
比
較
文

学
的
研
究
（
下
）』（
講
談
社
）。

（
21
）
辰
巳
『
詩
の
起
原　

東
ア
ジ
ア
文
化
圏
の
恋
愛
詩
』
前
掲
書
参
照
。

（
22
）
辰
巳
『
詩
の
起
原　

東
ア
ジ
ア
文
化
圏
の
恋
愛
詩
』
前
掲
書
参
照
。

（
23
）
な
お
、『
全
唐
詩
』
に
は
妓
女
の
作
者
は
二
十
一
人
見
ら
れ
、
詩
篇
は
共
に
百
三

十
六
首
収
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
陶
慕
寧
『
青
楼
文
学
与
中
国
文
化
』（
東
方

出
版
社
／
中
国
）。

『
万
葉
集
』
の
訓
読
本
文
は
、
中
西
進
『
万
葉
集　

全
訳
注
・
原
文
付
』（
講
談
社
文
庫
）

に
よ
る
。


