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「
社
甫
・
秦
州
時
代
に
お
け
る

隠
逸
的
傾
向
の
主
因
に
つ
い
て
い

人

見

丘註
玉至．

｝土

め

じ

隠
逸

果
た
す
果
た
さ
な
い
は
別
に
し
て
、
古
来
、
中
国
文
人
一
般
に
関
し
て
、
こ
の
こ
と
を
云
々
す
る
の
は
非
常
に
難
し
い
。
と
い
う
の
も
、

我
々
は
、
こ
の
こ
と
を
口
に
す
る
文
人
自
身
が
ど
こ
ま
で
真
剣
に
そ
の
実
現
を
考
え
て
い
る
か
判
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
現
世
に
汲
々
と
し

た
人
間
で
も
、

一
方
で
隠
逸
に
関
す
る
こ
と
を
口
に
す
る
か
ら
で
あ
る
（
こ
れ
は
一
種
の
中
国
文
人
の
取
る
常
査
的
な
形
で
あ
る
が
）
。
で
あ

る
以
上
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
こ
の
こ
と
に
取
り
掛
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
時
代
の
杜
市
の
隠
逸
的
傾
向
（
隠
逸
・
隠
棲
へ
の
思
い
と
い
う
概
念
も
合
む
《
以
下
便
宜
的
に
隠
逸
的
傾
向
と
の
み
記
す
ご
と
い
う

（

1
）
 

こ
と
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
、
鈴
木
修
次
氏
「
秦
州
時
代
の
杜
甫
の
詩
し

に
そ
の
詳
細
に
渡
る
優
れ
た
研
究
が
あ
る
が
、
私
は
同
氏
が
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こ
の
書
で
言
及
さ
れ
て
お
ら
れ
る
隠
逸
的
傾
向
の
主
因
に
つ
い
て
、

か
ね
て
よ
り
疑
問
の
念
を
抱
き
、
今
こ
こ
に
上
記
の
よ
う
な
テ
l
マ
を

挙
げ
て
論
ず
る
次
第
で
あ
る
。

社
市
に
お
け
る
奈
州
（
甘
粛
省
天
水
県
）

は
、
永
く
官
職
を
求
め
る
運
動
を
し
間
十
四
歳
（
天
主
十
四
年
七
五
五
）

に
し
て
始
め
て
本
山
川

の
参
軍
事
の
官
職
を
得
、
安
保
山
の
乱
、
左
拾
遺
へ
の
界
進
、
華
州
問
功
参
軍
へ
の
左
選
、
そ
し
て
四
十
八
歳
（
乾
元
二
年
七
五
九
）

ぴ〉

J七

月
、
そ
の
官
を
離
れ
る
と
い
っ
た
長
安
集
辺
で
の
目
ま
ぐ
る
し
い
事
態
を
経
て
、
そ
の
雨
後
に
辿
り
着
い
た
西
城
へ
の
玄
関
口
に
当
た
る
町

で
あ
り
、

ま
た
以
後
、
結
果
的
に
見
て
、
再
び
部
へ
帰
る
こ
と
の
な
い
放
浪
生
活
の
出
発
点
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
故
に
、
人
生
の
一

大
岐
路
と
な
っ
た
地
点
で
も
あ
る
。

（

2
）
 

こ
の
地
に
社
市
は
約
．
二
ヶ
月
滞
夜
し
、
約
九
卜
首
に
も
及
ぶ
多
く
の
詩
を
作
っ
た
。
取
り
分
け
こ
の
朋
の
こ
れ
ら
の
作
品
に
、
以
前
に
は

一 時 一

な
か
っ
た
与
激
で
し
か
も
強
い
隠
逸
的
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
先
ず
、
鈴
木
氏
の
前
細
書
前
項
の
隠
逸
の
主
悶
と
隠
岐
に
関
す
る
一
一
二
川
及
を
紹
介
し
よ
う
。

同
氏
は「

官
を
や
め
た
社
市
は
、
始
め
て
、
隠
逸
と
い
う
こ
と
を
自
己
に
ひ
き
つ
け
て
考
え
る
に
い
た
っ
た
。
こ
れ
ま
で
、
観
念
的
に
隠
桔
と

い
う
こ
と
を
考
え
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
そ
こ
に
は
現
実
が
な
か
っ
た
。
華
州
を
離
れ
て
放
浪
の
旅
に
上
る
に
と
も
な
い
、

い
ま
や
隠
棲
は
社
市
自
身
の
現
実
に
な
っ
た
。
「
一
栄
州
雑
詩
し
に
お
い
て
も
、
隠
逸
の
生
活
に
思
い
を
は
せ
る
。
し



と
述
べ
ら
れ
、

そ
し
て
具
体
的
な
地
名
人
名
を
挙
げ
て
隠
楼
の
生
活
に
思
い
を
は
せ
る
詩
を
例
に
引
か
れ
て
お
ら
れ
る
。

そ
れ
は
次
に
挙
げ

る
川

Jω
番
ま
で
で
あ
る
。

(1) 

層部民
公籍

行
く
ゆ
く
興
多
か
ら
ん

陥
籍
行
多
興

髪 東
毛利
のに
斑隠
を疎それ
鋸1;1頼：て
むを還
を 遂k ら
休ゃげず
め ん
ん

鹿
公
隠
不
還

東
桐
遂
疎
傾

休
錨
髪
毛
斑

（
「
奈
州
雑
詩
一
一
十
首
」

〈
其
十
五
〉

杜
佐
が
住
ん
で
い
た
東
判
、

そ
の
地
に
社
市
は
士
地
を
買
い
、
実
際
に
隠
使
し
よ
う
と
し
た
お
り
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
秦
州
雑
詩
」
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〈
其
十
六

V
に
は
、

東
伺
の
地
を
た
た
え
て
、

五
日
将
に
老
い
ん
と
す
る
も

児
童
に
は
、
未
だ
聞
か
遣
め
ず

採
薬
五
日
将
老

ω
薬
を
採
り
て

児
童
未
遺
開

（
「
秦
州
雑
詩
－
一
十
首
L

〈
其
十
六
〉

と
も
い
う
。

（
中
略
）

社
甫
は
、
こ
の
賛
公
の
一
局
の
近
く
に
も
、
土
地
を
求
め
よ
う
か
と
考
え
た
。



(3) 

斯こ茅
意こ屋
ぞ

買
ふ
に
土
を
兼
ね
ん

茅
屋
買
兼
土

心
の
求
む
る
所
な
り

斯
罵
心
所
求

（
云
云
）

,,........ 

Z三
-:z:;. 
、』J

柴
刑

そ
な

茶
若
を
具
へ

柴
刑
具
茶
方
引

淫
路

二林
老 丘
とに
成な通
り lま

し
め

淫
路
通
林
丘

7

丁
ル
」

血
ハ
子
成
二
老

来
往
せ
ん
は

亦

風
流

来
往
亦
風
流

（
「
寄
賛
上
人
」
）

-soー

以
上
が
同
氏
か
ら
の
引
用
文
で
あ
る
が
、
今
こ
こ
で
は
、
そ
の
主
肉
に
つ
い
て
は
後
に
論
ず
る
こ
と
に
し
て
、
そ
の
隠
棲
に
つ
い
て
、
同

氏
の
挙
げ
ら
れ
た
詩
に
若
干
考
察
を
加
え
言
及
し
、
そ
れ
以
外
に
見
ら
れ
る
も
の
を
挙
げ
、
史
に
隠
逸
的
傾
向
全
般
に
渡
っ
て
論
じ
よ
う
と

思
う
。ま

ず
、
氏
は
、
後
漢
末
、
名
利
を
求
め
ず
、
妻
子
を
携
え
て
鹿
門
山
に
逃
が
れ
、
薬
を
採
っ
て
、
隠
棲
し
た
隠
遁
者
、
鹿
公
（
嬬
徳
公
）
の

こ
と
を
、
一
二
国
貌
の
侃
籍
と
共
に
、
上
記
川
番
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
隠
棲
へ
の
思
い
の
一
例
と
し
て
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
隣

公
に
関
し
て
氏
は
、
前
掲
書
同
項
で
、
漢
の
隠
者
鹿
皮
翁
や
陶
淵
明
等
と
共
に
れ
市
が
共
感
し
た
隠
遁
者
の
一
人
と
し
て
記
し
て
お
ら
れ
る
。

川
刊
昔
者
鹿
徳
公

し
か
し
、
こ
の
鹿
公
に
於
け
る
隠
棲
に
関
し
て
は
、
次
に
隠
逸
的
・
隠
棲
的
傾
向
を
有
す
る
も
の
と
し
て
挙
げ
る
川
・

ω番
の
二
例
、
即
ち
、

む
か
し
は
ほ
う
と
く
こ
う

昔

者

願

徳

公

い

ま

か

っ

し

う

ふ

未
だ
曽
て
州
府
に
入
ら
ず

未
曲
目
入
州
府



（
云
々
）

挙
家
隠
鹿
門

劉
表
鷲
得
取

ω劉
表
難
遺
恨

願
公
至
死
蔵

事u~ 家三云
表えを 々

う挙ぁ）

嵩与げ
ん〈て

ぞ鹿そ
取と門i
るに
こ隠マ
とる
を
得え
む

層部劉u~
公；表ミ q

う遺
死し恨2興
に をA 五
至主遺2首
るす」
もと八
蔵f雄に其
すも｛二

〉

上
に
、

等
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
氏
が
単
に
具
体
的
な
地
名
を
自
記
し
て
で
の
隠
使
、
ま
た
は
隠
逸
者
そ
の
人
へ
の
思
い
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
以

（
「
寄
彰
州
高
三
十
五
使
君
適
、
税
州
帯
二
十
七
長
史
参
、
一
二
十
部
L
）

い
る
。

ま
た
そ
れ
は
別
に
し
て
も
、
社
甫
は
こ
の
隠
者
に
自
己
を
投
影
し
て
、
出
て
仕
え
ず
隠
岐
し
た
い
と
い
う
願
い
を
繰
り
返
し
歌
っ
て

- 51ー

実
に
、
こ
の
時
期
、
社
甫
は
個
人
的
に
は
ど
の
隠
者
よ
り
も
、
胤
公
の
よ
う
に
あ
り
た
い
と
願
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
氏
は
上
記

ω番
を
挙
げ
、
先
の
よ
う
に
具
体
的
な
隠
棲
へ
の
思
い
の
一
例
と
し
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
別
に
し
て
も
、
こ
の
詩

と
同
様
の
、

仙
川
嘱
薬
能
無
婦

即
ち
薬
草
を
採
培
し
た
い
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
も
、

ゃ

く

さ

ら

あ

っ

ま

な

薬
を
瞬
す
に
能
に
婦
無
か
ら
む
や

も

ん

お

う

ま

た

こ

門
に
応
ず
る
に
亦
児
あ
り

応
門
亦
有
児

次
の
二
例

と
あ
っ
て
、
薬
草
を
作
る
に
も
妻
子
の
手
助
け
が
あ
る
と
述
べ
口

（
「
秦
州
雑
詩
二
十
首
」
〈
其
二
十
V

）



問
何
当
宅
下
流

余
潤
通
薬
闘

ニ
春
湿
黄
精

一
食
生
毛
羽

－：；三2余E何三
食k春与潤2か
〈ん当5

毛1黄；薬？に
羽ぅ精t圃ほ下か
ををに流！
生午湿；通？に
ずうしほじ 宅マ
ベし
き

と
述
べ
て
、
採
薬
隠
伎
と
更
に
は
、
羽
化
登
仙
へ
の
志
向
を
表
わ
し
て
い
る
。

（
「
太
平
寺
泉
限
L
）

〈

3
）

以
上
見
ら
れ
た
よ
う
に
こ
の
よ
う
な
詩
篇
と
、
上
述
の
採
薬
隠
棲
し
た
臨
公
や
隠
棲
売
薬
を
こ
と
と
し
た
漢
の
鹿
皮
翁
の
こ
と
等
と
を
考

え
合
わ
せ
れ
ば
、
当
時
、
社
甫
は
採
薬
隠
棲
を
自
己
に
引
き
付
け
、

か
な
り
真
剣
に
考
え
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
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の
二
例
、

他
に
、
氏
が
一
一
一
一
口
及
さ
れ
た
も
の
以
外
で
、

つ
ま
り
明
確
な
地
名
を
記
さ
な
い
ま
で
も
、
隠
棲
的
傾
向
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
も
の
に
は
、
次

川
川
更
議
居
遠
村

避
喧
甘
猛
虎

川
何
時
一
茅
屋

送
老
’
日
雲
辺

喧1吏5
を に
避さ遠え
け村Z
て に
猛f居を
虎こら
をむ
甘あ .,.. 

んと
ずを

議ぎ
す

老；何与
を れれぐミ
送マの胎
ら時S院
むか隠
白T 居
丘事手う 一一＿＼、 L 
玉三とん も」J

の茅T
辺主屋－~

「
秦
州
雑
詩
二
十
首
L

〈
其
十
四

vl）



等
が
あ
る
。

以
上
の
も
の
と
は
別
に
、
詩
を
例
示
す
る
こ
と
は
割
愛
す
る
が
、
こ
の
則
に
詩
題
、
或
い
は
持
中
に
、
隠
逸
者
（
隠
者
的
な
人
物
は
省
略

す
る
）
が
多
く
現
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

例
え
ば
、
す
で
に
少
し
触
れ
た
が
、
氏
が
隠
逸
者
へ
の
共
感
と
し
て
ベ
一
一
口
及
さ
れ
た
陀
皮
翁
・
陶
公
・
陶
淵
明
等
以
外
に
、
奈
州
の
隠
遁
者

〈

4
〉

似
防
、
以
前
隣
居
し
た
が
河
南
に
帰
っ
た
隠
者
張
彪
等
と
い
っ
た
人
物
が
い
る
。

史
に
ま
た
、
詩
中
に
、
隠
者
に
関
係
の
深
い
典
拠
を
持
つ
語
句
が
頻
出
す
る
。

せ
う
れ
い

例
え
ば
、

H

鱒
鶏
（
み
そ
さ
ざ
い
）
H

は
「
荘
子
』
泊
造
遊
篇
の
「
鮪
鵡
は
深
林
に
巣
く
ふ
も
一
一
校
に
過
ぎ
ず
し

き
え
い
の
き
ゃ
く

H

箕

頴

客
H

の
箕
頴
は
、
昔
、
尭
帝
の
時
、
許
山
と
い
う
隠
者
が
い
た
が
尭
が
天
下
を
譲
ろ
う
と
し
た
の
で
、
頴
水
の
北
、
作
品
山
の
干
に

ろ

く

し

ゆ

き

ん

こ

泊
れ
た
と
い
う
有
名
な
伝
説
に
よ
り
、

H

漉
酒
巾
H

は
平
日
書
』
陶
淵
明
伝
の
酒
を
愛
し
、
引
分
の
頭
巾
で
、
相
を
漉
し
た
と
い
う
故
事
に
基

（

5
）
 

H

桃
花
H

・H

武
陵
H

・H

桃
源
H

等
は
一
一
一
一
口
う
ま
で
も
な
く
同
じ
陶
淵
明
の
「
桃
花
源
記
」
に
見
え
る
語
句
に
基
づ
い
て
引
用
し

と
い
う
一
旬
に
基
づ
き
、
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づ
き
、

ま
た
、

て
い
る
と
い
っ
た
よ
う
に
数
多
く
あ
る
。
以
上
は
ほ
ん
の
一
例
に
過
ぎ
な
い
。

な
お
、
こ
の
時
代
の
作
品
の
傾
向
を
概
括
し
て
言
え
ば
、
こ
れ
ま
で
外
、
即
ち
社
会
に
向
い
て
い
た
け
が
、
こ
の
朋
に
至
る
と
、
逆
に
内
、

（

6
〉

即
ち
白
己
の
方
へ
と
向
か
う
と
い
っ
た
作
品
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

つ
ま
り
以
前
の
政
治
的
・
社
会
的
な
要
素
の
濃
厚
な
題
材
か
ら
、

よ
り
個
人
的
・
日
常
的
・
生
活
的
な
題
材
へ
と
移
項
し
て
い
る
と
い
う

現
象
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
奈
州
時
代
に
於
い
て
、
社
市
は
、
果
た
す
果
た
さ
な
い
は
別
問
題
に
し
て
、
こ
の
よ
う
な
隠
逸
的
傾
向
を
か



な
り
強
く
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
。

こ
の
秦
州
以
前
以
後
に
あ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
あ
る
に
は
あ
っ
た
が
、
こ
れ
程
強
く
、

し
か
も
急
激
に
こ
の
傾
向
を
持
つ
に
至

っ
た
時
期
は
、
こ
の
期
を
置
い
て
他
に
見
当
た
ら
な
い
と
言
え
る
。

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
華
州
よ
り
秦
州
へ
来
て
、

上
記
の
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
想
起
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
の
移
住
の
契
機
と
な
っ
た
華
州
で
の
官
職
を
離
れ
た
事
件
で
あ
る
。

と
い
っ
て
も
、
こ
の
官
職
を
離
れ
た
こ
と
の
経
緯
は
、
伝
記
的
な
こ
と
が
ほ
ぼ
知
ら
れ
て
い
る
社
甫
に
あ
っ
て
、
未
だ
に
不
明
な
部
分
の

こ
の
官
職
を
離
れ
た
こ
と
に
関
し
て
、
今
日
ま
で
様
々
な
説
が
行
な
わ
れ
て
来
た
。
そ
の
主
な
も
の
を
概
略
す
る
と
、

（

7
）
 

秦
州
に
走
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
宋
代
以
来
の
注
釈
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一
つ
で
あ
る

D

『
唐
書
』
は
、

当
時
、

長
安
一
帯
が
飢
俸
に
な
っ
た
の
で
、

官
を
棄
て
、

書
、
更
に
、
現
在
に
至
っ
て
は
吉
川
幸
次
郎
氏
等
の
多
く
の
社
甫
の
詩
の
研
究
家
が
、
こ
の
唐
書
以
来
の
伝
統
的
な
説
を
採
っ
て
お
ら
れ

（

8
）
 

る。
一
方
こ
れ
に
対
し
て
、

鈴
木
虎
雄
氏
は
、
官
を
離
れ
た
そ
の
直
後
の
華
州
で
の
詩
、

（

9
〉

罷
め
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
し
て
お
ら
れ
、

－LM
秋
後
題
L

の
H

罷
官
亦
山
人
H

の
旬
に
よ
っ
て
、

官
は
他
人
の
せ
い
で

鈴
木
修
次
氏
は
、
上
記
鈴
木
虎
雄
氏
の
説
を
受
け
、

「
一
二
史
三
別
」
を
代
表
と
す
る
一
連
の
社
会
詩
の
筆
禍
に
よ
っ
て
静
め
手
さ
ろ
う
得
な



（
卯
）

く
な
っ
た
と
し
て
お
ら
れ
る
。

ま
た
、
現
在
中
国
の
文
学
者
、
出
至
氏
は
、
れ
れ
甫
が
属
し
て
い
る
M

川
市
一
派
の
失
脚
に
伴
い
、
政
治
上
の
活
路
を
失
い
、
自
発
的
で
あ
っ

（
日
）

た
と
し
て
も
、
官
職
を
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
説
が
あ
る
。

今
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
諸
家
が
説
か
れ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
酔
め
る
に
せ
よ
罷
め
さ
せ
ら
れ
る
に
せ
よ
、
こ
の
官
職
を
離
れ
た

こ
と
｜
｜
以
下
便
宜
的
に
「
離
官
」
と
い
う
語
を
用
い
る
1
1
1
即
ち
、
こ
の
離
官
を
境
に
し
て
、
隠
逸
的
傾
向
が
強
ま
っ
た
と
い
う
事
実
で

あ
る
。思

う
に
、
隠
逸
的
傾
向
が
こ
の
離
官
の
直
後
に
急
激
に
表
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
両
者
が
因
果
関
係
を
強
く
持
っ
て
い
る
と
い

つ
ま
り
、
離
官
に
対
す
る
反
応
、
即
ち
感
情
の
表
わ
れ
と
し
て
、
こ
の
隠
逸
的
傾
向
（
取
り
も
直
さ
ず
そ
の
対
極
に
あ
る
現
世
俗
的
な
も
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う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
故
、
逆
に
離
官
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
生
じ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

の
に
対
す
る
失
望
・
落
胆
・
消
極
等
の
表
わ
れ
）
が
生
じ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
。

離
官
、
こ
れ
は
確
か
に
れ
甫
に
と
っ
て
政
治
的
事
件
で
あ
り
え
た
。

と
す
る
な
ら
ば
、
当
然
こ
こ
で
そ
れ
以
前
の
政
治
的
事
件
後
の
反
応
と
し
て
夫
わ
れ
る
隠
逸
的
傾
向
に
つ
い
て
も
、
吏
に
湖
っ
て
考
え
て

み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
口

政
治
的
事
件
、
社
甫
は
こ
れ
ま
で
に
三
度
に
渡
っ
て
こ
れ
を
経
験
し
て
き
た
。

一
度
目
、
鳳
朔
の
行
在
所
で
左
拾
遺
の
官
職
を
得
た
直
後
、
ん
羽
子
相
一
尉
市
弁
護
に
よ
り
、
粛
ケ
ポ
皇
帝
の
怒
り
を
買
っ
た
こ
と
。

二
度
目
、
そ
の
房
璃
弁
護
が
遠
因
と
な
り
、
華
州
司
功
参
軍
に
誠
流
さ
れ
た
こ
と
口



二
度
目
、
今
回
の
離
官
で
あ
る
。

し
か
し
、
各
々
の
政
治
的
事
件
後
の
隠
逸
的
傾
向
に
関
し
て
は
、
先
に
少
し
触
れ
た
が
、

一・・
J

皮
口
の
後
は
、
詩
の
例
を
挙
げ
る
ま
で

も
な
く
、
一
二
度
目
に
較
べ
極
め
て
少
な
く
ほ
と
ん
ど
問
題
に
す
る
に
足
り
な
い
の
で
あ
る
u

乙
れ
は
一
一
円
、
つ
ま
で
も
な
く
、
隠
逸
的
傾
向
が
三

度
目
の
後
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

と
も
か
く
も
、
隠
逸
的
傾
向
の
集
中
は
は
明
確
で
あ
る
か
ら
に
は
、
次
に
視
点
を
挽
え
、
ト
ぃ
記
の
各
々
の
事
件
後
に
社
市
は
一
体
ど
の
よ

う
な
反
応
を
一
ポ
す
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
詩
を
挙
、
げ
、
具
体
的
に
そ
の
感
情
を
以
り
、

つ
い
で
、
隠
逸
的
傾
向
の
主
因
に
つ
い
て
論
じ
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ょ
う
口

何
用
浮
名
紳
此
身

長
安
で
の
作
、
例
え
ば
次
の
川
・

ω番、

こ

ま

か

ぶ

っ

り

お

す

べ

か

ら

か

う

ら

く

細
に
物
理
を
推
す
に
須
く
行
楽
す
べ
し

な

ん

も

ち

ふ

め

い

こ

み

ほ

だ

何
ぞ
用
ひ
む
浮
名
此
の
身
を
紳
す
こ
と
を

一
度
目
、
一
房
用
弁
護
後
、

同
制
推
物
理
須
行
楽

顧
歩
独
好
欝
／

顧こ古－~
歩ほ っ
し今I曲
て意、い江
独2何E二
りを首
府うか 」

欝3傷主〈
たむ其
りー

〉

川
五
円
今
意
何
傷

（
「
画
鵠
行
L
）

二
度
目
、
華
州
左
選
後
、
例
え
ば

ω・
ω番、



ω故
人
還
寂
実

削
迩
共
聞
紙
虞

ω何
人
却
憶
窮
愁
日

日
日
愁
随
一
線
長

三
度
目
、

華
州
離
官
後
、

仙
清
滑
無
情
極

愁
時
独
向
東

同
万
方
戸
一
概

五
日
道
寛
何
之

迩f故こ
を人：
自ij~
ら還ま
れ Tこ
て寂Z
共i実＇f

翼民2
虞ぐ

（
「
贈
高
式
顔
」
）

な

ん

び

と

か

へ

つ

お

も

き

う

し

う

ひ

何
人
か
却
て
憶
は
む
窮
秋
山
の
日

に

ち

に

ち

う

れ

ひ

い

っ

せ

ん

し

た

が

な

が

日
日
愁
は
一
線
に
随
っ
て
長
き
こ
と
を

（
「
至
日
遺
興
、
奉
寄
北
省
旧
閣
老
、
両
院
故
人
、
二
首
」
〈
其
一
〉
）

散し、、せ秦
J凸 tう問、、州、｜
時じ伺い .....r,.

tヱニ
独2無守；己
り情き lに

~t ~；例
丘，む~く F乙

2かば
(14) 

(15) 

番
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吾主万f
道2方1;c:; 

奈
克2声E州、｜
にーに雑
何与概？！詩
く二
に十
か首
之ゅ 」

か
む

〈
其
二
〉
）

（
「
秦
州
離
詩
二
十
首
」
〈
其
四
〉
）

そ
れ
は
、

以
上
の
よ
う
に
、
政
治
的
事
件
以
後
の
反
応
と
し
て
各
々
の
感
情
が
表
わ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
政
治
性
を
情
び
た
事
件
に
伴
う
憂
秋
山
の
感
情
、
即
ち
挫
折
感
、

一
見
し
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
憂
愁
の
感
情
で
あ
る
。

約
言
す
れ
ば
、
政
治
的
挫
折
感
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

上
記
の
も
の
を
概
略
す
れ
ば
、

一
度
目
一
房
瑠
弁
護
以
後
は
、
酒
に
託
し
、
絵
に
事
寄
せ
て
自
ず
か
ら
消
遺
し
て
お
り
、
二
度
目
華
州
左
遷



以
後
は
、
左
遷
後
の
困
難
を
嘆
き
、
朝
廷
の
知
人
に
窮
愁
を
吐
露
し
て
お
り
、
一
二
度
目
華
州
離
官
以
後
は
、
東
の
か
た
都
長
安
へ
独
り
流
れ

る
滑
水
に
極
ま
り
な
い
無
情
を
感
じ
、
自
分
の
進
む
べ
き
道
す
ら
判
ら
な
い
と
慨
嘆
し
て
い
る
。

の
も
の
は
、

今
挙
げ
た
作
品
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
各
々
の
政
治
的
事
件
以
後
の
感
情
と
し
て
、
様
々
に
憂
愁
を
述
べ
る
が
、
三
度
目
華
州
離
官
以
後

わ
が

4
ち

つ

い

い

づ

ゆ

一
度
目
・
二
度
目
の
も
の
に
比
べ
、
例
え
ば
上
記
同
番
に
於
い
て

H
d道
克
に
何
く
に
か
之
か
む
u

と
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、
同
じ
憂
愁
を
歌
っ
て
も
遣
り
場
の
な
い
絶
望
的
な
憂
秋
山
を
表
わ
し
て
い
る
こ
と
が
容
易
に
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
三
度
目
の
華
州
で
の
離
官
以
後
の
感
情
は
、
以
前
の
よ
う
な
も
の
と
質
的
に
全
く
異
な
っ
て

い
る
。事

実
か
ら
し
で
も
、
今
回
の
こ
の
感
情
は
官
吏
か
ら
無
官
に
降
る
と
い
う
衝
撃
的
な
事
態
を
伴
っ
て
起
こ
る
感
情
の
現
わ
れ
を
十
分
に
表

出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、

ま
た
そ
れ
が
故
に
も
、

以
前
の
二
度
の
事
件
（
一
度
日
一
房
用
弁
護
以
後
、

社
市
は
な
お
左
拾
遣
の
官
に
あ
っ

。。

て
、
長
安
で
酒
に
浸
り
憂
愁
を
紛
ら
わ
し
て
い
た
。
例
え
ば
「
曲
江
二
首
L

「
曲
江
対
一
泊
し
っ
曲
江
対
雨
」
等
。
二
度
目
華
州
左
遷
以
後
、
杜

甫
は
上
述
の
よ
う
な
憂
愁
は
あ
っ
た
も
の
の
華
州
司
功
参
軍
の
官
に
あ
っ
て
、

一
方
で
盛
ん
に
一
連
の
社
会
詩
を
作
っ
て
い
た
。
例
え
ば

ゴ
二
吏
三
別
」
を
代
表
と
す
る
政
治
性
・
社
会
性
を
濃
厚
に
帯
び
た
作
品
等
。
）

と
同
等
に
は
論

J

ぜ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う

つ
ま
り
、
華
州
で
の
離
官
は
社
甫
に
と
っ
て
致
命
的
な
政
治
的
問
折
感
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
と
よ
口
え
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
三
度
目
の
感
情
は
以
上
の
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
史
に
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
て
く
れ
る
も
の
に
、
次
の
よ
う
な
事
実
が
見
出
さ

れ
る

D



即
ち
、

そ
れ
は
秦
州
以
前
ま
で
一
定
し
て
持
続
し
て
い
た
言
動
が
、
奈
州
へ
来
て
急
変
す
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

同
致
君
尭
舜
上

ま
だ
長
安
周
辺
で
官
職
を
求
め
て
い
た
時
代
、
次
の
詩
に
、

き

み

げ

う

し

ゅ

ん

う

え

い

た

君
を
完
舜
の
上
に
致
し

ふ

た

た

ふ

う

ぞ

く

じ

ゅ

ん

再
び
風
俗
を
し
て
淳
な
ら
し
め
む
と

再
使
風
俗
浮

最
初
の
官
職

と
述
べ
、

y
H分
は
、
人
7

上
陀
ド
を
い
に
し
え
の
聖
天
子
尭
・
舜
の
位
置
に
導
き
、
天
卜
の
風
俗
を
作
正
に
し
よ
う
H

と一一一口った一一一一口葉が、

（
「
奉
贈
章
左
近
、
二
十
二
韻
」
）

間

生

逢
h
N
U

舜
君 （

右
衛
率
府
兵
曹
参
軍
事
）
に
就
い
た
直
後
の
次
の
詩
に
於
い
て
も
、

げ

う

し

ゅ

ん

き

み

あ

生
れ
て
尭
舜
の
君
に
逢
ふ

す

な

わ

ち

え

い

け

っ

し

の

便
ち
永
一
決
す
る
に
忍
び
ず
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不
忍
便
、
水
訣

と
述
べ

（
「
白
京
赴
奉
先
県
、
一
詠
懐
、
五
百
字
」

同
雛
乏
諌
諸
姿

一
房
瑠
弁
護
以
後
の
次
の
詩
に
於
い
て
も
、

か

ん

き

う

す

が

た

と

ほ

い

へ

ど

諌
諸
の
姿
に
之
し
と
雛
も

き
1
4

い

し

つ

あ

お

そ

君
に
遺
失
有
ら
ん
こ
と
を
恐
る

恐
君
有
遺
失

と
述
べ

（
「
北
征
」
）

ま
た
、
華
州
左
遷
直
前
の
次
の
詩
に
於
い
て
も
、



同
意
内
称
長
短

終
身
荷
聖
情

と
述
べ

児
に
は
、

。欠~ tkぃ
II・、ッ，＂＂＇
身k内f

聖l~~ 長主
情長短2
をうにん

荷Z称2
ふふ

（
寸
端
午
日
賜
衣
L

ω
近
侍
帰
京
巴

華
州
左
遷
へ
の
出
立
時
の
次
の
詩
に
あ
っ
て
さ
え
、

き

ん

じ

け

い

い

ふ

か

へ

近
侍
し
て
京

U
に
帰
る

い

か

ん

あ

し

そ

ん

移
官
白
に
至
尊
な
ら
む
や

移
官
位
至
尊

（
「
至
徳
二
載
、
市
p

け
い
爪
金
光
門
出
、
間
道
帰
鳳
湖
、
乾
元
初
、
従
ト
比
治
遺
、
移
華
州
地
味
、
向
ハ
親
故
別
、
因
出
此
門
、
有
悲
往
事
L
）

と
こ
ろ
が
、

等
と
述
べ
、
皇
帝
に
対
す
る
献
心
・
忠
誠
・
信
頼
等
を
表
わ
す
一
一
一
日
動
が
、
一
栄
州
以
前
ま
で
一
定
し
て
持
続
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

- 60 -

凶
唐
尭
真
白
聖 華

州
離
官
後
、
奈
州
の
作
、
次
の
詩
で
は
、

た

う

ヴ

う

し

ん

お

の

つ

か

せ

い

唐

尭

真

に

白

ら

聖

な

り

や

ろ

う

ま

な

に

し

野
郎
復
た
何
を
か
知
ら
む

野
郎
復
何
知

る。 と
述
べ
、

H

帝
は
自
ず
か
ら
取
れ
明
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
の
で
自
分
の
よ
う
な
何
も
知
ら
な
い
者
は
か
れ
こ
れ
一
一
一
一
口
う
べ
き
で
な
い
H

と
一
一
日
う
の
で
あ

（
っ
奈
州
雑
詩
二
十
首
」
〈
其
二
十
V

更
に
は
ま
た
、
今
の
よ
う
な
感
情
を
暗
に
表
明
す
る
も
の
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
詩
が
あ
る
。



真
宰
意
た
た

真之声：
宰tを

呑の
惹；いみ
たすて
だす復ま
7こた
り道ぃ

ふ

と
勿2
れ

ω
呑
声
勿
復
道

（
「
遺
興
二
首
〈
其
一
〉

と
述
べ
、

ま
た
、蒼

蒼
理
又
玄

中十さ 斗・き

潤う二広ょ

蒼f去：
理り才ご

又i得ぇ
玄史難ど
な し
り

ω
去
去
才
難
得

（
っ
寄
岳
川
買
司
馬
六
丈
、

巴
州
厳
八
使
君
、
両
閣
老
、
五
十
組
L
）
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と
も
述
べ
て
、
天
意
は
一
体
奈
辺
に
あ
る
の
か
判
ら
な
い
と
慨
嘆
し
、
懐
疑
を
投
げ
掛
け
、
時
に
天
子
に
対
す
る
一
一
一
一
口
う
に
い
え
な
い
不
満
と

不
信
感
を
漂
わ
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

何
れ
に
し
て
も
、
あ
れ
程
、
官
職
を
求
め
る
こ
と
に
燃
え
た
男
が
、
ま
た
、
あ
れ
程
、
政
治
に
執
着
を
燃
や
し
た
男
が
、
官
職
を
離
れ
白

由
に
も
の
が
一
一
一
日
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
い
え
、

一
時
的
に
せ
よ
こ
の
よ
う
に
深
く
慨
嘆
す
る
裏
に
は
、
華
州
で
の
離
官
が
政
治
に
対
す
る

手
ひ
ど
い
打
撃
を
彼
に
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
上
述
の
よ
う
に
、
離
官
以
前
の
挫
折
感
は
そ
れ
程
の
も
の
で
な
く
、
逆
に
離
官
後
の
挫
折
感
は
彼
に
と
っ
て
、
決
定

的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
絶
望
的
で
致
命
的
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
た
政
治
的
拘
折
感
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
。



四

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
、

「
奈
州
で
急
激
に
表
わ
れ
る
隠
逸
的
傾
向
の
主
同
は
、
華
州
離
官
で
の
致
命
的
な
政
治
的
作
折
感
で
あ
っ

た
。
」
と
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
そ
の
厭
位
的
な
奈
州
で
の
急
激
に
し
て
、
し
か
も
強
い
隠
逸
へ
の
傾
斜
は
、
政
治
性
を
濃
厚
に
帯
び
た
、
深
く
精
神
性
に
基
づ

く
と
こ
ろ
の
内
折
感
か
ら
来
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
放
に
、
最
初
の
と
こ
ろ
で
紹
介
し
た
が
、
鈴
木
修
次
氏
は
、
隠
逸
を
日
己
に
ひ
き
つ
け
て
考
え
る
に
い
た
っ
た
の
は
、
官
を
貯
め

華
州
を
離
れ
放
浪
の
旅
に
出
る
に
伴
っ
て
、

つ
ま
り
状
況
的
・
環
境
的
変
化
の
要
内
に
よ
っ
て
、
現
実
化
し
た
と
さ
れ
、
隠
棲
へ
の
思
い
の
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具
体
的
な
例
を
引
か
れ
て
実
証
さ
れ
て
お
ら
れ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
単
な
る
外
的
山
内
山
だ
け
で
は
な
く
（
言
わ
ば
そ
れ
は
現
象
面
に
過
ぎ
な

い
。
し
か
し
ま
た
そ
れ
も
事
実
の
一
而
に
違
い
な
い
が
）
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
根
源
的
に
は
、
華
州
離
官
の
致
命
的
な
政
治
的
問
折
に
ょ
っ

て
さ
い
な
ま
れ
、
概
度
に
昂
揚
し
尖
鋭
化
さ
れ
た
神
経
の
然
ら
し
め
た
も
の
で
あ
る
と
J
H

え
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
そ
の
隠
逸
的
傾
向
こ
そ
は
、
そ
の
昂
揚
し
尖
鋭
化
さ
れ
た
神
経
の

PH然
な
帰
趨
と
し
て
、
そ
の
対
極
的
な
位
置
に
あ
る
反
政
治
的

な
逃
げ
場
・
安
ら
ぎ
の
場
・
安
息
の
場
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
た
と
え
、
再
度
に
渡
る
官
職
復
帰
へ
の
一
種
の
ポ
l
ズ
と

し
て
の
こ
の
よ
う
な
傾
向
の
表
明
で
あ
ろ
う
と
も
。

悶
に
、

奈
川、｜

歳ti直
々t後

向
谷
（

H
粛
省
成
県
）
で
の
れ
市
に
若
干
触
れ
て
お
け
ば

し

ゃ

う

り

つ

ひ

ろ

そ

こ

一

つ

し

た

が

株
高
木
を
拾
う
て
狙
公
に
随
ふ
H

な
ど
と
歌
う
よ
う
に
、

生
活
上
の
悶
窮
は

「
乾
元
中
寓
居
間
谷
県
、
作
歌
、
七

首
」
共
一
で

奈
州
よ
り
も
そ
の
困
窮
の
度
を
深
め
て
い
る
、
が
、

奈
川
で
の



昂
揚
し
た
神
経
は
か
な
り
沈
静
し
、
幾
ら
か
自
瑚
的
な
詩
を
作
り
、

一
種
の
諦
観
に
も
似
た
気
分
を
表
出
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

ま
た
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
政
治
的
挫
折
感
の
存
在
が
明
確
に
な
れ
ば
、
上
述
の
『
唐
書
』
の
説
を
始
め
、

一
連
の
伝
統
的
な
注
釈
書
、
及

び
研
究
家
が
一
一
一
一
口
わ
れ
る
よ
う
に
、
単
に
当
時
飢
能
だ
け
で
官
を
棄
て
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
経
緯
は
明
ら
か
に
な
ら

な
い
ま
で
も
、
そ
の
聞
に
は
強
く
政
治
性
を
帯
び
た
尋
常
一
様
な
ら
ぬ
悶
着
が
存
在
し
た
と
見
る
方
が
妥
当
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
意
味
合
い
か
ら
、
上
述
し
た
鈴
木
虎
雄
氏
・
鈴
木
修
次
氏
や
病
至
氏
等
の
説
を
、
そ
の
説
に
関
し
て
は
今
後
ま
だ
ま
だ
考
究

せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
私
は
支
持
す
る
次
第
で
あ
る
。

お

わ

り
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す
で
に
前
章
の
冒
題
で
、
秦
州
で
急
激
に
表
わ
れ
る
隠
逸
的
傾
向
の
主
因
に
つ
い
て
は
結
論
を
述
べ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
、
な
お
そ
の
傾

向
の
主
因
と
な
っ
た
華
州
離
官
で
の
致
命
的
な
政
治
的
挫
折
感
の
存
在
を
明
確
に
す
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
補
則
し
て
お
く
。

私
は
、
表
面
に
顕
わ
れ
る
隠
逸
的
傾
向
は
さ
り
な
が
ら
、
そ
の
傾
向
の
主
因
と
な
っ
て
裏
面
に
潜
む
政
治
的
挫
折
感
の
存
在
は
非
常
に
重

要
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
華
州
で
の
致
命
的
な
政
治
的
挫
折
感
の
有
無
は
秦
州
時
代
の
詩
｜
｜
例
え
ば
、
こ
の
期

に
社
甫
は
生
涯
に
あ
っ
て
最
も
鬼
気
迫
る
尖
鋭
な
詩
を
書
い
た
こ
と
に
関
し
て
も
、
古
川
幸
次
郎
氏
が
言
わ
れ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
状
況
的

（ロ）

・
環
境
的
変
化
の
要
因
は
勿
論
の
こ
と
、
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
根
源
的
に
は
華
州
離
官
に
伴
う
挫
折
感
に
よ
っ
て
昂
揚
し
砥
ぎ
澄
ま
さ
れ

た
神
経
が
、
杜
甫
を
し
て
そ
の
よ
う
な
尖
鋭
な
詩
を
書
か
し
め
た
と
言
え
る
よ
う
に
ー
ー
ま
た
ひ
い
て
は
以
後
の
詩
l
l
l
例
え
ば
、
同
谷
を

経
て
辿
り
着
い
た
四
川
成
都
で
の
詩
は
、
非
常
に
喜
び
に
溢
れ
た
も
の
だ
と
し
、
生
活
は
彼
に
と
っ
て
人
生
で
最
も
幸
福
で
あ
っ
た
と
一
般



に
一
一
一
叶
わ
れ
て
い
る
が
、
上
記
の
離
官
の
致
命
的
な
政
治
的
強
折
と
い
う
こ
と
を
重
視
し
、
社
市
の
よ
り
深
く
内
奥
な
る
精
神
性
か
ら
推
し
測

れ
ば
、
こ
れ
す
ら
あ
く
ま
で
小
康
を
得
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、

一
概
に
そ
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
簡
単
に
決
め
つ
け
る
こ
と
は
難
し
い

こ
と
だ
と
言
え
る
よ
う
に
｜
｜
彼
の
死
に
到
る
ま
で
の
作
品
、
即
ち
約
四
分
の
三
を
占
め
る
多
く
の
作
品
を
見
る
場
合
、
ま
た
、
彼
の
人
生

一
般
に
社
ほ
の
生
慌
が
何
期
か
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
（
例
を
挙
げ
れ
ば
、
鈴
木
虎
雄
氏
は
八
朗
、

そ
の
も
の
を
考
え
る
場
合
｜
｜
例
え
ば
、

（口）

古
川
幸
次
郎
氏
は
四
期
）
、
こ
の
離
官
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を
合
わ
せ
れ
ば
、
求
官
・
仕
官
の
言
わ
ば
前
向
き
の
時
代
と
奈
州
以
後
の
放
浪
牛
．

活
と
い
う
後
向
き
の
時
代
の
二
つ
に
大
き
く
区
分
す
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
ー
ー
そ
の
底
流
と
な
る
精
神
性
に
於
い
て
、
非
常
に
重
大
な

ポ
イ
ン
ト
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

あ
る
臼 そ

れ
が
故
に
も
、
こ
の
華
州
離
官
で
の
政
治
的
作
折
感
の
存
在
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
極
め
て
喧
要
な
こ
と
で
あ
る
と
忠
わ
れ
る
か
ら
で
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注（

1
）
 

（

2
）
 

（

3
）
 

同
氏
古
『
山
川
代
山
内
人
論
』
（
鳳
出
版
・
昭
問
八
年
川
」
所
以
。

泊
、
仇
兆
蕪
『
杜
少
陵
集
詳
註
』
に
依
る
。

鹿
皮
翁
「
遺
興
三
百
」
〈
其
三
〉
に
、

H

但
河
川
脱
皮
翁
、
亡
心
機
対
芝
川
J

と
比
え
る
。
鹿
戊
翁
は
河
川
仙
伝
』
に
見
え
る
漢
の
隠
者
。

玩
防
、
「
胎
玩
隠
肘
」
「
秋
日
嗣
隠
店
致
薙
三
十
束
」
。
張
彪
、
「
寄
張
十
二
山
人
彪
、
一
一
一
十
韻
」
。
こ
の
張
彪
に
閲
し
て
は
、
鈴
木
氏
は
前
掲
存
同

項
で
、
長
川
で
詩
を
寄
せ
た
友
人
・
隣
人
と
し
て
一
一
一
バ
及
さ
れ
て
い
る
。

鰯
加
。
「
為
報
組
問
行
川
、
鰯
鵡
在
一
枝
」
（
「
秦
州
雑
詩
二
十
斤
」
八
北
二
十
〉
）

作
品
穎
存
。
「
足
明
箕
頴
客
、
栄
貴
如
党
士
」
（
「
胎
仁
川
隠
川
」
）

漉
澗
巾
。
「
謝
氏
尋
山
M
M
、
陶
公
漉
酒
巾
」
（
「
寄
張
十
二
山
人
彪
、
三
十
韻
」
）

桃
花
。
「
船
人
近
制
服
、
但
恐
失
桃
花
」
（
「
東
川
雑
河
川
二
十
円
」
〈
其
十
二
一

γ）

5 



6 

武
隈
。
桃
源
。
「
如
行
武
陵
暮
、
欲
間
桃
源
宿
」
（
「
赤
ハ
介
両
崎
人
家
」
）

こ
れ
主
で
の
就
職
運
動
の
詩
・
戦
争
、
戦
乱
開
係
の
詩
・
就
官
時
代
の
贈
符
、
送
別
等
の
詩
・
一
辿
の
社
会
詩
等
に
対
し
て
、
こ
の
時
期
は
、
消

遣
の
詩
・
二
十
首
に
も
及
ぶ
連
作
の
詩
・
日
常
集
辺
の
も
の
を
読
ん
だ
、
主
に
二
下
の
題
を
ト
付
す
る
詩
学
の
個
人
的
な
も
の
が
多
い
。

『
府
乃
』
巻
二
百
一
列
伝
第
一
百
二
十
六
文
芸
ト
ぃ
（
附
社
審
一

J

↓
口
伝
）
社
甫
い
い
に

ν
従
泣
京
師
、
山
為
草
州
斗
功
参
市
。
開
輔
飢
、
帆
棄
官
去
、
存

秦
州
、
負
薪
採
機
栗
白
給
μ

と
見
え
る
。

山
本
代
以
米
の
注
釈

3
0
南
米
の
『
分
門
集
註
杜
工
部
詩
』
（
阿
部
叢
刊
本
）
巻
円
「
奈
州
雑
詩
」
の
題
注
、
『
平
常
一
詩
筆
』
（
古
逸
叢
有
一
日
本
）
巻
十

五
同
詩
の
題
注
、
降
っ
て
清
の
朱
鶴
齢
輯
注
『
社
工
部
詩
集
』
（
杜
詩
又
叢
本
）
巻
五
「
丘
秋
後
出
店
」
の
題
注
、
史
に
、
古
川
幸
次
郎
氏
。
同
氏

辞
『
古
川
幸
次
郎
全
集
』
（
筑
摩

A
ぽ
刊
）
巻
十
一
一
「
奈
州
の
れ
甫
」
下
に
は
ら
れ
る
。

同
氏
苫
『
社
少
陵
詩
集
』
（
国
民
文
庫
刊
行
会
刊
）
を
．
「
総
説
」

前
川
仰
い
n
所
収
「
社
甫
『
三
吏
三
別
』
の
特
異
性
」

同
氏
再
『
社
甫
伝
』
（
人
民
文
学
山
版
社
刊
）
「
臨
ト
h
的
辺
警
与
制
服
険
的
山
川
」

同
氏
岳
、
前
川
向
汁
一
川
所
収
「
鼓
角
」
に

H
A
I
は
天
水
川
町
（
奈
州
）
と
呼
ば
れ
る
こ
の
同
境
の
町
の
異
様
な
風
物
は
、
れ
甫
の
神
経
を
極
度
に
刺
戟
し
て

病
的
に
ま
で
尖
鋭
な
詩
を
生
ん
だ
μ

と
あ
る
。

両
氏
、
作
々
前
柑
H

い
け
に
見
え
る
。
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