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71
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84
頁

正
徹

「
草
根
集
」
命
名

の
背
景

白
詩

の
利
用

丹

羽

博

之

要

旨
進
士
科

の
受
験
勉
強
に
励
ん
で
い
た
白
楽
天
は
十
六
歳
の
時
、

の
詩

離
離
原
上
草

一
歳

一
枯
栄

野
火
焼
不
尽

春
風
吹
又
生

遠
芳
侵
古
道

晴
翠
接
荒
城

又
送
王
孫
去

萎
萎
満
別
情

離
離
た
り

一
歳
に

芒又 晴苫遠先春 野
蕊た 翠ま芳響風 火力

 

萎
萎
た
る
に

原
上
の
草

こ

え
い

一
た
び
枯
栄
す

焼
け
ど
も

尽
き
ず

吹
き
て
又
た
生
ず

古
道
を
侵

し

荒
城
に
接

す

王
孫
を
送

り
て
去
り

別
情
満

つ

長
安
に
赴
き
、
と
き

の
大
詩
人
顧
況
に
面
会
す
る
機
会
を
得
た
。
そ
の
際
、
「賦
得
古
原
草
送
別
」

(71)
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を
見
せ
た
。
五
代
、
王
定
保
の

『唐
撫
言
』
巻
七
に
は
以
下

の
逸
話
を
載
せ
る
。

白
楽
天
初
め
て
挙
げ
ら
れ
る
る
や
、
名
未
だ
振
る
は
ず
、
歌
詩
を
以
て
顧
況
に
謁
す
。
況
之
に
誰
れ
て
曰
く

「長
安
は
百
物
貴
し
、
居
る
に
大

い
に
易
か
ら
ざ

ら
ん
」
と
。
読
み
て

「原
上
の
草

を
賦
し
得
た
り
、
友
人
を
送
る
」
詩
に
至
る
に
及
び
、
曰
く

「野
火
焼
け
ど
も
尽
き
ず
、
春
風
吹
き
て
又
た
生
ず
」
と
。
況

な
ん

之
を
歎
じ
て
曰
く
、
「句

の
此
の
如
き
あ
ら
ば
、
天
下
に
居
る
も
甚

の
難
き
こ
と
有
ら
ん
や
。
老
夫
の
前
言
は
之
に
戯
れ
し
の
み
」
と
。

こ
れ
が
出
世
作
と
な
り
、
以
後
、
楽
天

の
名
声
は

一
挙
に
高
ま

っ
た
と

い
う
。
彼
の
早
熟

の
才
を
示
す
有
名
な
逸
話
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
詩
が
平
安
文
学
に
は
利
用
さ
れ
た
形
跡
は
未
見
で
あ
る
。
今
回
、
「草
根
集
」
の
序
を
読
ん
で
い
て
、
当
該
詩

の
利
用
が
有
る
こ
と
に
気
づ

い

た
。
「草
根
集
」

の
序
は

一
条
兼
良

の
手

に
な
る
。
そ
れ
に
は
、
東
山

の
正
徹
の
庵
が
全
焼
し
、
蔵
書

・
草
稿
が
灰
儘
に
帰
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、

心
に
根
ざ
せ
る
思
ひ
の
種
を
、
や
や
も
す
れ
ば
言
の
葉
に
あ
ら
は
れ
て
、
切
れ
ど
も
失
せ
ず
焼
け
ど
も
尽
き
せ
ず
。
秋

の
霜
を
置

い
て
は
枯
れ
は
つ
る
や
う
な

れ
ど
、
春

の
風
に
吹
か
れ
て
は
又
も
え

い
つ
る
に
似
た
る
ゆ
ゑ
に
、
草
根
と
な
づ
け
ら
れ
け
る

と
あ
る
。

一
読
、
前
掲
白
詩
に
拠
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「野
焼
き
の
火
が
焼
き
払

っ
て
も
尽
き
る
こ
と
な
く
、
春
風
が
吹
く
と
ま
た
新
芽
が
生
ず
る
。」

一

幻

度
は
焼
け
て
も
ま
た
生
え
る
野
草
の
た
く
ま
し
さ
と
正
徹
の
家
集
を
再
編
集
す
る
不
屈
の
精
神
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「草
根
集
」

の
命
名
も
白
詩
に

σ

基
づ
く
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
中
心
に

「
草
根
集
」
と
白
詩
の
関
係
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
た
い
。

キ

ー

ワ

ー
ド

"
正

徹

・
「
草

根

集

」
・
白

楽

天

・
『
白

氏

文

集

』



一

正

徹

と

「
草

根

集
」

室
町
時
代
を
代
表
す
る
歌
人
正
徹
に

つ
い
て
は
幾
多
の
先
学

の
考
察
が
あ
り
、
彼
自
身
大
変
有
名
な
歌
人
で
あ
る
が
、
最
近

で
は
日
本
文
学
者
の
専
家
も
少
な
い

よ
う
感
じ
ら
れ
る
の
で
、
正
徹
及
び

「
草
根
集
」
に
つ
い
て
簡
単
に
解
説
す
る
。

【正
徹
】
室
町
前
期

の
歌
僧
。
字

は
清
岩
、
ま
た
清
巌
。
号
は
松
月
。
東
福
寺

の
書
記
で
あ

っ
た
の
で
世
に
徹
書
記
と

い
う
。
歌
を
冷
泉
為
サ

・
今
川
了
俊
に

学
び
、
沈
滞
し
た
当
時

の
二
条
家

の
歌
風
を
排
し
、
定
家

へ
の
復
帰
を
強
調
。
そ
の
歌
は
夢
幻
的

・
象
徴
的
。
歌
集

「草
根
集
」
、
歌
論
書

「正
徹
物
語
」
な

ど
。

(
一
三
八

一
～

一
四
五
九
)

割

【草
根
集
】
正
徹

の
家
集
。
正
広

編
。
文
明
五
年

(
一
四
七
三
)
の

一
条
兼
良
序
が
あ
る
。
丹
鶴
叢
書
本
十
五
巻
十
五
冊
。
後
半
生
約
三
〇
年

の
詠
約

一
万

一

ー

○
○
○
首
。

(以
上

『広
辞
苑
』
)

二

白

楽

天

の

「
賦

得
古

原

草
送

別

」
詩

進
士
科

の
受
験
勉
強
に
励
ん
で
い
た
白
楽
天
は
十
六
歳
の
時
、
長
安
に
赴
き
、
と
き

の
大
詩
人
顧
況
に
面
会
す
る
機
会
を
得
た
。
そ
の
際
、
「賦
得
古
原
草
送
別
」

(〇
六
七

一
)
の
詩

離
離
原
上
草

離
離
た
り

原
上

の
草

正
徹

「草
根
集
」
命
名
の
背
景

白
詩
の
利
用



一
歳

一
枯
栄

野
火
焼
不
尽

春
風
吹
又
生

遠
芳
侵
古
道

晴
翠
接
荒
城

又
送
王
孫
去

萎
妻
満
別
情

萎
萎
た
る
に

(『白
氏
文
集
』
は
那
波
道
円
本
に
よ
る
。

を
見
せ
た
。

白
楽
天
初
挙
、

之
日
、

五
代

・
王
定
保
の

名
未
振
、

有
句
如
此
、

白
楽
天
初
め
て
挙
げ
ら
れ
る
る
や
、

ら
ん
」
と
。
読
み
て

之
を
歎
じ
て
曰
く
、

こ
れ
が
出
世
作
と
な
り
、

及
す
る
記
事
は
、

唐

・
張
固

『幽
閑
鼓
吹
』

大
手
前
大
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(
2
0
1
1
)

こ

え
い

一
歳
に

一
た
び
枯
栄
す

や

カ

野
火

焼
け
ど
も
尽
き
ず

春
風

吹
き
て
又
た
生
ず

え
ん
ぽ
う

遠
芳

古
道
を
侵
し

せ
い
す

い

晴
翠

荒
城
に
接
す

又
た

王
孫
を
送
り
て
去
り

せ
い
せ
い

別
情
満

つ作
品
番
号
は
花
房
英
樹
氏

『白
氏
文
集
の
批
判
的
研
究
』
所
収

の

「綜
合
作
品
表
」
に
よ
る
)

『唐
撫
言
』
巻
七
に
は
以
下

の
逸
話
を
載
せ
る
。

以
歌
詩

謁
顧
況
。
況
誰
之
日
長
安
貴
百
物
、
居
大
不
易
。
及
読
至
賦
原
上
草
送
友
人
詩
、
日
、
野
火
焼
不
尽
、
春
風
吹
又
生
。
況
嘆

居
天
下
有
甚

難
、
老
夫
前
言
戯
之
耳
。

(本
文
は

『四
庫
全
書
』
に
よ
る
)

た
は
む

名
未
だ
振
る
は
ず
、
歌
詩
を
以
て
顧
況
に
謁
す
。
況
之
に
誰
れ
て
曰
く

「長
安
は
百
物
貴
し
、
居
る
に
大

い
に
易
か
ら
ざ

「原
上
の
草

を
賦
し
得
た
り
、
友
人
を
送
る
」
詩
に
至
る
に
及
び
、
曰
く

「野
火
焼
け
ど
も
尽
き
ず
、
春
風
吹
き
て
又
た
生
ず
」
と
。
況

な
ん

「句

の
此
く
の
如
き
あ
ら
ば
、
天
下
に
居
る
も
甚
の
難
き
こ
と
有
ら
ん
や
。
老
夫

の
前
言
は
之
に
戯
れ
し
の
み
」
と
。

以
後
、
楽

天
の
名
声
は

一
挙
に
高
ま

っ
た
と

い
う
。
彼

の
早
熟
の
才
を
示
す
有
名
な
逸
話
で
あ
る
。
そ
の
他
、
白
楽
天

の
こ
の
詩
に
言

(74)



宋

・
呉
曾

『能
改
斎
漫
録
』
巻
八

宋

・
萢
晴
文

『対
林
夜
語
』
巻
三

明

・
蒋

一
葵

『尭
山
堂
外
記
』
巻
三
十
二

等

の
諸
書
に
見
え
る
。

三

一草
根
集
」
序
文

古
原
草

の
詩
は
、
白

の
早
熟
の
才
を
示
す
逸
話
と
し
て
後
世
喧
伝
さ
れ
た
が
、
こ
の
詩
が
平
安
文
学
に
利
用
さ
れ
た
形
跡
は
未
見
で
あ
る
。
今
回
、
室
町
時
代

の

正
徹
の

「草
根
集
」
序
を
読
ん
で
い
て
、
当
該
詩
の
利
用
が
有
る
こ
と
に
気
づ

い
た
。
「草
根
集
」
の
序
は

一
条
兼
良
の
手
に
な
る
。
そ
れ
に
は
、
東
山
の
正
徹

の

庵
が
全
焼
し
、
蔵
書

・
草
稿
が
灰
儘
に
帰
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

(75)

草
根
和
歌
集
は
、
招
月
庵
正
徹

老
人
の
詠
藁
な
り
、
か
の
老
人
の
か
き
な
か
せ
る
水
茎
の
跡
を
う
か
か
ひ
み
る
に
、
は
た
ち
あ
ま
り
よ
り
よ
み
を
け
る
歌
二

万
六
七
千
首
、
三
十
余
帖
に
お
よ

へ
り
と

い
へ
る
は
、
五
十
と
せ
あ
ま
り
の
事
に
や
有
け
む
、
か
く
て
八
そ
ち
に
い
ま

一
と
せ
た
ら
す
し
て
世
を
さ
り
給

へ

れ
は
、
そ
の
あ
ひ
だ
に

つ
も
れ
る
こ
と
の
葉
、
か
れ
こ
れ
か
き
あ

つ
め
あ
み
と
と
め
た
ら
ば
、
ふ
て
の
塚
を
な
し
紙

の
あ
た
ひ
を
た
か
く
せ
む
物
を
や
、
し

か
あ
れ
ど
東
山
の
ふ
も
と
草

の
庵

の
焼
け
野
の
く
さ
と
な
り
に
し
ち
な
み
に
、
和
歌
の
浦
の
も
し
ほ
草
も
お
な
し
け
ふ
り
に
立
の
ほ
り
し
こ
そ
、
い
ひ
て
も

か
ひ
な
く
お
し
み
て
も
あ
ま
り

あ
り
し
か
、
そ
の
・
ち
手
箱
の
う
ち
に
の
こ
れ
る
玉
を
ひ
ろ
ひ
あ

つ
め
た
る
は
、
九

の
う
し
の

一
す
ち
の
毛
に
も
あ
た
ら
す

と

い
へ
と
、
猶
十
四
五
巻
は
か
り
そ
あ
り
け
る
。
俊
頼
朝
臣
の
散
木
、
吉
水
僧
正

の
拾
玉
と

い
へ
る
そ
、
認
か
す
な
と
も
世
に
す
く
れ
て
見
お
よ
ひ
し
、

い

ま
こ
れ
を
お
も

へ
は
物
の
か
す

に
も
あ
ら
さ
り
け
り
、
そ
も
く

宇
治
山
の
喜
撰
は
、
わ
つ
か
に

一
首
も
て
六
人
の
中
に
名
を
の
こ
し
け
る
は
、
世
あ
か
り

 て
の
事
な
る
へ
し
、
す
ゑ
の
世
と
な
り
て
は
、

い
か
に
も
そ
の
か
す
を
よ
み
て
こ
そ
、
み
つ
か
ら
の
さ
え

の
ほ
れ
、
唐

の
太
子
賓
客
は
、
た
わ
れ
た
る
こ
と

葉
を
も

て
仏
を
ほ
め
法
を
ひ
ろ
む
る
縁
と
し
て
も
、
七
千
の
巻
と
な
し
て
世
に
の
こ
し
け
ら
し
、
ま
こ
と
に

一
こ
と
に
て
た
り
ぬ

へ
く
は
、
な
に
を
し
て
木

正
徹

「草
根
集
」
命
名

の
背
景

白
詩

の
利
用
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の
は
の
も
し
を
う

つ
し
て
花

の
こ
と
葉
と
な
し
て
も
、
五
千
あ
ま
り
の
巻
の
か
す
を
ひ
ろ
む
や
、
老
人

の
朝
夕
の
三
昧
を

つ
た

へ
き
く
に
、
此
道
を
は
な
れ

て
は
心
を
わ
く
る
か
た
も
な
し
、
ね
に
ふ
し
と
ら
に
お
き

て
も
出
雲
の
雲
に
の
ぞ
み
を
か
け
、
薪
を
は
こ
ひ
水
を
む
す
ひ
て
も
難
波
の
な
み
に
心
を
よ
す
、

し
か
の
み
な
ら
す
と
こ
ろ
所

の
春
の
あ
そ
ひ
に

い
さ
な
は
れ
て
は
花
の
本
の
客
と
な
り
、
家

々
の
秋
の
え
ん
に
侍
り
て
は
月
の
前

の
友
と
な
る
、
人
丸
あ
か

人

の
ふ
る
き
風
を
あ
ふ
き
、
定

家
々
隆
の
妙
な
る
す
か
た
に
ふ
け
ら
す
と

い
ふ
事
な
し
、
さ
る
に
て
も
此
集
を
な

つ
け
し
こ
と
を
た

つ
ぬ
る
に
、
そ
の
か
み

此
道
に
を
き
て
物
う
き
こ
と

の
あ
り
し
お
り
く

は
、
な
か
く
筆
を
た
ち
た

・
ち
に
跡
を
け
つ
ら
ん
と
お
も

へ
れ
と
、
心
に
根
ざ
せ
る
思
ひ
の
種
を
、
や
や

も
す
れ
ば
言
の
葉
に
あ
ら
は
れ

て
、
切
れ
ど
も
失
せ
ず
焼
け
ど
も
尽
き
せ
ず
。
秋
の
霜
を
置

い
て
は
枯
れ
は
つ
る
や
う
な
れ
ど
、
春
の
風
に
吹
か
れ
て
は
又

も
え

い
つ
る
に
似
た
る
ゆ
ゑ
に
、
草
根
と
な
づ
け
ら
れ
け
る
。
こ

・
に
か
の
小
師

に
正
伝
と
い
ふ
僧
あ
り
、
此
集
を
世
に
ひ
ろ
め
た
き
心
さ
し
あ
る
に
よ
り

て
、

つ
た
な
き
お
き
な
に
ち
か
ら
を
あ
は
せ
こ
と
葉
を
く
は

へ
よ
と
あ
り
し
か
は
、
い
な
と
は
い
ひ
か
た
く
て
や
む
事
を
え
す
、
さ
せ
て
ふ
虫

の
さ
せ
る
ふ

し

は
な
け
れ
ど
も
、
綴
り

の
袖
の
綴
り
を
け
る
に
な
む
あ
り
け
る
、
時
に
文
明
五
の
年
文
月
の
末

つ
か
た
、
桃
華

の
三
関
禅
人
こ
れ
を
し
る
す
。

私
家
集
大
成

「草
根
集
」

と
あ
る
。

一
読
、
前
掲
白
詩
に
拠
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「野
火
焼
不
尽
、
春
風
吹
又
生
」

(野
焼
き

の
火
が
焼
き
払

っ
て
も
尽
き
る
こ
と
な
く
、
春
風
が

吹
く
と
ま
た
新
芽
が
生
ず
る
。)

一
度
は
焼
け
て
も
ま
た
生
え
る
野
草

の
た
く
ま
し
さ
と
正
徹
の
家
集
を
再
編
集
す
る
不
屈

の
精
神
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
「草
根
集
」

の
命
名
も
前
掲
白
詩
に
基
づ
く
。
正
徹

の
白
詩
に
対
す
る
深
い
知
識
無
く
し
て
は
、
命
名
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
和
歌
文
学
研
究
者
、

正
徹
の
研
究
者
が
気
づ
か
な
か

っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「心
に
根
ざ
せ
る
思
ひ
の
種
」
↓

「
や
や
も
す
れ
ば
言
の
葉
」
↓

「切
れ
ど
も
失
せ
ず
焼
け
ど
も
尽
き
せ
ず
」
↓

「枯
れ
は
つ
る
や
う
な
れ
ど
、
春

の
風
に
吹
か

れ
て
は
又
も
え

い
つ
る
に
似
た
る
」
↓

「草
根
と
な
づ
け
」
と
和
歌
の
縁
語
的
表
現
を
見
事
に
使

い
な
が
ら
も
、
白
詩
を
さ
り
げ
な
く
引
用
す
る
文
章
力

の
高
さ
に

敬
服
す
る
。

「草
根
集
」
の

「根
」
は
序
文
の

「
根
ざ
せ
る
」
か
ら
来
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
「心
根
」
「根
性
」
「性
根
」
「岩
根
」
「息
ね
」
「島
根
」
「
山
根
」
等

の
語
と
同

じ
く
、
和
語
で
あ
る
。

『万
葉
集
』

に
は
三
例
の
草
根
が
あ
る
。

(76)



君
が
よ
も
わ
が
よ
も
知
る
や
岩
代

の
岡
の
草
根
を
い
ざ
結
び
て
な

(巻

一

み

つ
み
つ
し
久
米

の
若
子
が

い
触

れ
け
む
磯

の
草
根
の
枯
れ
ま
く
惜
し
も

・

一
〇

・
中

皇

命

)

君

之

歯

母

貌
鳥

の
間
無
く
し
ば
鳴
く
春
の
野

の
草
根
の
繁
き
恋
も
す
る
か
も

(
一
〇

・

吾
代
毛
所
知
哉

磐
代
乃

岡
之
草
根
乎

去
来
結
手
名

(三

・
四
三
五

・
川
辺
宮
人
)

見
津
見
津
四

久
米
能
若
子
我

八
九
八

容
鳥
之

作
者
未

避

伊
触
家
武

礒
之
草
根
乃

干
巻
惜
裳

間
無
数
鳴

春
野
之

草
根
乃
繁

恋
毛
為
鴨

ね

(本
文

.
訓
は
新
編
呆

古
典
文
学
全
集
に
よ
る
)

割

「草
根
集
」
は
、
主
に
語
調
を
整
え

る
和
語
的
な

「根
」
に
白
詩
の
不
死
鳥
の
如
き

「春
草
」

の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
合
わ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
平
安
時
代
に
は

ー

く
さ

ね

く
さ

ね

「草
根
」

の
例
は
未
見
で
あ
り
、
漢
語
と

し
て
の

「草
根
」
の
例
は
見

い
だ
し
が
た
く
、
『万
葉
集
』
以
来
の
和
語

「草
根
」

の
イ
メ
ー
ジ
を
伴

い
な
が
ら
も
、
白
詩

の
表
現
を
巧
み
に
用

い
て
命
名
さ
れ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
先
行
研
究
で

「草
根
集
」

の
命
名
の
由
来
に
つ
い
て
説
い
た
も

の
は
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
未
見
で
あ

る
。

四

そ
の
他

一
草
根
集
」

『正
徹
物
語
』
と

『白
氏
文
集
』

そ
の
他
、
「草
根
集
」
と

『白
氏
文
集
』
と

の
関
わ
り
を
示
す
例
を
挙
げ
る
。

①

「草
根
集
」
序
文

(但
し
、

一
条
兼
良
の
手
に
な
る
)

正
徹

「草
根
集
」
命
名
の
背
景

白
詩
の
利
用
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唐
の
太
子
賓
客
は
、
た
わ
れ
た
る
こ
と
葉
を
も
て
仏
を
ほ
め
法
を
ひ
ろ
む
る
縁
と
し
て
七
千
の
巻
と
な
し
て
世
に
の
こ
し
け
ら
し
、

と
あ
る
が
、
唐

の
太
子
賓
客
は
、
白
楽

天
の
こ
と
。
『白
氏
文
集
』

(巻
七
十
)
の

「酒
功
賛
井
序
」
に
、

唐
太
子
賓
客
白
楽
天
亦
嗜
酒

作

酒
功
讃
以
継
之

唐
太
子
賓
客
白
楽
天
も
亦
た
酒
を
嗜
ん
で

酒
功
讃
を
作
り
て
以
て
之
に
継
ぐ

と
あ
る
。
こ
の
佳
句
は
、
『和
漢
朗
詠
集
』
に
も
採
ら
れ
て
い
る
。
更
に
同
集
に
は
、
藤
原
篤
茂

の
詩
句
と
し
て
、

四
三
二

晋
騎
兵
参
軍
王
子
猷

裁
称
此
君

晋
騎
兵
参
軍
王
子
猷

裁
ゑ
て
此
の
君
と
称
す

唐
太
子
賓
客
白
楽
天

愛
為
吾
友

唐
太
子
賓
客
白
楽
天

愛
し
て
吾
が
友
と
為
す

捌

篤
茂

ー

と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
『和
漢
朗
詠
集
』
に
よ
り
、
「唐
太
子
賓
客
白
楽
天
」
の
語
は
人
口
に
膳
表
し
た
た
め
か
、
日
本
で
は
そ
の
後
、
唐
太
子
賓
客
白
楽
天
の

呼
び
方
が

一
般
化
し
た
。

『本
朝
文
粋
』
に
も
、
以
下

の
例
が
見
え

る
。

「唐
太
子
賓
客
白
楽
天
」

三
二

一

「冬
夜
守
二庚
申

一

同
賦
二修
竹
冬
青

一

応
レ教
」
藤
篤
茂

「詠
下
唐
太
子
賓
客
之
於
二慈
恩
寺

一所
レ作

紫
藤
花
落
鳥
関
関
上」

三
二
二

「三
月
尽
日
遊
二
五
覚
院

一

同
賦

紫

藤
花
落
鳥
関
関

己

源
順

「写
唐
太
子
賓
客
之
北
窓
」

三

二
四

「暮
秋
陪
二左
相
府
書
閣

一、
同
賦
一寒
花
為
レ
客
栽

一

応
レ
教
」
江
匡
衡



更
に
は
、
和
文

の
世
界
に
も
、
「唐
太
子
賓
客
白
楽
天
」
は
現
れ
る
。

『平
家
物
語
』

(巻
三

・
「大
臣
流
罪

」)
「彼
の
唐
太
子
賓
客
白
楽
天
、
溝
陽
江
の
辺
に
や
す
ら
ひ
給
け
む
其
古
を
思
遣
り
」

『源
平
盛
衰
記
』

(巻
十
二

「大
臣
以

下
流
罪
事
」
「大
臣
彼
唐
太
子
賓
客
白
楽
天
の
元
和
十
五
年

の
秋
、
九
江
郡
の
司
馬
に
左
遷
せ
ら
れ
…
」

謡
曲

『白
楽
天
』
「唐
の
太
子
賓
客
」

等
が
そ
の
例
で
あ
る
。

一
方
、
中
国
で
は
後
世
、
白
楽
天
を

「唐
太
子
賓
客
」
と
い
う
呼
び
方
は
定
着
し
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
彼

の
晩
年

の
親
友
劉
禺
錫
も

「唐
太
子
賓
客
」
で

あ

っ
た
し
、
歴
代
の

「唐

の
太
子
賓
客

」
が

い
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。
『四
庫
全
書
』
『四
部
叢
刊
』
に
は

「唐
太
子
賓
客
」

の
例
は

い
く

つ
か
検
索
さ
れ
る
が
白
楽

天
を
指
す
こ
と
は
殆
ど
無

い
。
む
し
ろ
、
白
公
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
く
、
「小
畜
集
」
「林
和
靖
集
」
等
に
白
楽
天
を
白
公
と
呼
ぶ
例
が
見
え
る
。
ま
た
、
四
川
省

忠
州
に
は
、
現
在
も
白
楽
天
を
祀
る
白

公
祠
が
あ
り
、
洛
陽
郊
外

の
龍
門
に
あ
る
墓
も

「唐
少
傅
白
公
」
と
あ
る
。

②

「草
根
集
」
に
は
白
詩
に
基
づ
く

歌
題
も
散
見
す
る
。

留
春
春
不
住

春
を
留
む
れ
ど
も

春
住
ま
ら
ず

春
帰
人
寂
真

春
帰
り
て

人
寂
輿

た
り

の
詩
句
か
ら
、
次
の
歌
題
が
生
ま
れ
た
。

春
不
留

一
九
四
六

暮
れ
て
行
く
霞
の
袖
は
ひ
か
ふ
と
も
春

の
衣
は
て
に
も
か
か
ら
じ

留
春
不
駐

一
九
四
七

春
ぞ
猶
ひ
ま
行
く
駒

の
行

く
こ
と
は
ま
さ
き
の
綱
も

つ
な
ぎ
と
と
め
じ

正
徹

「草
根
集
」
命
名

の
背
景

白
詩

の
利
用

「落
花
」

(二
二
四
〇
)

国
歌
大
観

「草
根
集
」

(79)
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ま

だ

、

十

分

に

「
草

根

集

」

を

読

ん

で

い
な

い
が

、

た

。

以

下

そ

の
例

を

挙

げ

る

。

彼
の
詠
草

の
中
に
は
白
詩

の
顕
著
な
影
響
は
認
め
に
く

い
。
「春
不
留
」
の
題
は
定
家
等
に
も
好
ま
れ
て
い

「拾
玉
集
」
巻
四

・
春

・
一
九
二
〇

留
春
春
不
留

春
帰
人
寂
箕

惜
し
め
ど
も
と
ま
ら
ぬ
今
日
は
吉
野
山
梢
に
ひ
と
り
残
る
春
風

「拾
遺
愚
草
員
外
」
四
二
〇

留
春
春
不
留

春
帰
人
寂
箕

恨
む
と
て
も
と
の
日
数

の
限
り
あ
れ
ば
人
も
静
か
に
春
も
と
ま
ら
ず

145

次
ぎ
に
、
『正
徹
物
語
』
と

『白
氏
文
集
』
と
の
関
わ
り
を
示
す
例
を
挙
げ
る
。

定
家

の
申
さ
れ
け
る
は
、
「
歌
を
案

ぜ
ん
時
は
、
常
に
白
氏
文
集

の

「故
郷
母
有
秋
風
涙
、
旅
館
に
無
レ人
暮
雨
魂
」

の
詩
を
吟
ぜ
よ
。
こ
の
詩
を
吟
す
れ
ば
、

心
が
た
け
た
か
く
な
り
て
、
よ
き

歌
の
よ
ま
る
る
な
り
」
云
々
。
「
「蘭
省
花
時
錦
帳
下
、
盧
山
雨
夜
草
庵
中
」
の
詩
を
吟
ぜ
よ
」
と
あ
り
。
「旅
館
無
レ人
暮
雨

魂
」
と
い
へ
る
、
旅
の
宿

に
た
だ
独
り
ゐ
た
る
に
、
ほ
ろ
ほ
ろ
と
雨

の
う
ち
降
り
た
る
は
、
誠
に
心
細
き
物
な
り
。
「
な
き
人
こ
ふ
る
宿

の
秋
か
ぜ
」
の
歌
は
、

こ
の
詩

の
心
に
か
な
ひ
た
る
な
り

。

*
本
文
番
号
は
、
小
川
剛
生
訳
注

『正
徹
物
語
』

(角
川
文
庫

・
二
〇

一
一
年
)
に
よ
る

こ
う
し
た
例
か
ら
も
、
正
徹
の
定
家

や

『白
氏
文
集
』

へ
の
傾
倒
ぶ
り
が
窺
わ
れ
る
。
な
お
、
「故
郷
母
有
秋
風
涙
、
旅
館
に
無
レ人
暮
雨
魂
」
の
詩
は
、
実
は
白

(so)



詩
で
は
無
く
、
『新
撰
朗
詠
集
』

(巻
下

・
行
旅

・
源
為
憲
)
所
収
の
源
為
憲

の
作
で
あ
る
。
こ
の
詩
句
は

『了
俊
弁
要
抄
』
も
白
詩
と
し
て
お
り
、
当
時
は
白
楽
天

の
作
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
ら
し

い

(小

川
剛
生
訳
注

『正
徹
物
語
』
注
)
。

ま
た
、
『隠
涼
軒
日
録
』

(延
徳
三
年

〈
一
四
九

一
〉
)
五
月
四
日
条
に
は
、
正
徹
は

「蘭
省
花
時
錦
帳
下
」
如
き
和
歌
を
詠
む
こ
と
が
望
み
で
あ

っ
た
と
伝
え
ら

れ
る
。
正
徹
は
定
家
を
通
じ
、
白
詩

の
世
界

へ
の
愛
着
は
強

い
も
の
が
あ

っ
た
。

(小
川
剛
生
訳
注

『正
徹
物
語
』
補
注
)

参
考

"

『愚
見
抄
』
に
は
、
次
の
よ
う

に
あ
る
。
(小
川
剛
生
訳
注

『正
徹
物
語
』
補
注
)

常
に
よ
き
詩
を
吟
じ
て
、
心
を
す

ま
す
べ
き
也
。
詩
は
心
を
高
く
す
ま
す
も
の
に
て
侍

る
か
ら
、

「蘭
省
花
時
錦
帳
下
、
盧
山
雨
夜

草
庵
中
」
此
の
詩
を
亡
父
卿
は
詠
ぜ
ら
れ
し
。
「故
郷
母
レ有
秋
風
涙
、
旅
館
に
無
レ
人
暮
雨
魂
」

こ
れ
又
す
ぐ
れ
た
る
こ
と

に
て
、
感
を
動
か
す
た
ぐ
ひ
な
り

。
白
氏
文
集

の
中
に
大
要
の
巻
あ
り
。
常
に
披
見
せ
よ
と
古
人
も
申
し
た
め
る
。

D

*

『愚
見
抄
』
定
家
に
仮
託
さ
れ
た
歌
論
書
。
鎌
倉
時
代
後
期

の
成
立
。
鵜
鷺
系
偽
書

の

一
つ
。

6

結

び

正
徹
は
定
家
を
崇
拝
し
て
お
り
、
定

家
が
愛
読
し
た

『白
氏
文
集
』
を
当
然
読
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た

『白
氏
文
集
』

へ
の
親
し
み
が
草
庵
焼
亡
と

い
う
悲
劇
に
遭
遇
し
た
と
き
、
白
詩
が
脳
裏
に
浮
か
び
、
自
分

の
不
屈
の
精
神
に
重
ね
合
わ
せ
て

「草
根
集
」
と
名
付
け
た

の
で
あ
ろ
う
。
草
庵
焼
亡
と
い
う
悲
劇

が
な
け
れ
ば
、
白
詩
に
基
づ
く

「草
根
集
」
と

い
う
命
名
も
無
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

正
に
人
生
万
事
塞
翁
が
馬
で
あ
る
。

*
本
稿
は
和
漢
比
較
文
学
会
第
四
回

特
別
例
会

(中
国
西
安
市
西
北
大
学

・
二
〇

一
一
年
九
月
三
日
)
に
お
い
て
発
表
し
た
も
の
に
基
づ
く
。
発
表
後
多
く

の

正
徹

「草
根
集
」
命
名
の
背
景

白
詩
の
利
用
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方

か

ら

有

益

な

質

問

・
助

言

を

得

た

こ

と

に
お

礼

申

し

上

げ

ま

す

。

付
、
白
詩

「
野
火
焼
不
尽
」
詩

の
後
世

へ
の
影
響

①
松
本

一
男

『中
国
故
事
国
故
事

一
日

一
話
』

(P
H
P
研
究
所

一
九
八
九
年

六
六
頁
)
に
は
、
当
該
句
を
挙
げ
た
後
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

中
国
人
民
の
抗
日
意
識
の
尽
き
な

い
の
に
も
使
わ
れ
た
。

②
平
川
祐
弘

『平
和
の
海
と
戦

い
の
海
』

(新
潮
社

一
九
八
三
年

二
〇
八
頁
)
に
は
、
次

の
記
述
が
あ
る
。

こ
こ
に
伝
聞
で
あ
る
の
で
確
証
は
な

い
が
、
そ
の
挿
話
の

一
つ
を
引
く
と
1

日
本
の
海
軍
省
の
建
物
は
そ
の
年

の
五
月
二
十
五
日
の
空
襲

で
全
焼
し
た
。
米
内
光
政
海
軍
大
臣
は
そ
の
海
軍
省
敷
地
内

の
大
防
空
壕
で
空
襲
の
な
い
時
も
執
務

し
て
い
た
が
、
六
月
初
旬
、
第
三
国
を
仲
介
と
す
る
和
平
の
動
き
が
見
ら
れ
始
め
た
頃
、
山
梨
大
将
が
ぶ
ら
り
と
訪
れ
た
。
米
内
は
山
梨

の
四
期
後
輩
に
当
る
。
か

つ
て
山
本
五
十
六
と
と
も
に
三
国
同
盟

に

一
番
反
対
し
た
の
は
こ
の
米
内
で
あ

っ
た
。
山
梨
が
米
内

の
血
圧
を
心
配
し
て
い
う
と
、
米
内
は
、

「
い
や
あ
、
海
軍
省
ま
で
焼
か
れ
る
よ
う

で
は
、
自
分
の
体
な
ん
か
考
え
て
は
お
ら
れ
ま
せ
ん
よ
」
と
答
え
た
。
す
る
と
山
梨
が
急
に
思
い
も
よ
ら
ぬ
話
題
に
転
じ
た
、

「君
、
白
楽
天
の
詩
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
か
ね
。
ぼ
く
は
い
ま
白
楽
天
を
勉
強
し
て
お
る
が
ね
、
い
い
詩
が
あ
る
よ
。

の

ひ

野
火
焼
ケ
ド
モ
尽
キ
ズ
、
春
風
吹

イ
テ
又
生
ズ

ま
あ
、
今
は
焦

っ
て
も
ど
う
に
も
な
ら
ん
な
。
焼
野
の
草
も
、
い
ず
れ
春
風
が
吹
け
ば
、
ま
た
生
ず
、
さ
。
な
あ
君
、
白
楽
天
は
よ
い
こ
と
言

っ
て
い
る
じ

ゃ
な
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い
か
」

そ
れ
だ
け
い
う
と
ー
そ
し
て
そ
れ
だ
け
で
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
人
々
に
は
山
梨
大
将
が
和
平
を
大
臣
に
す
す
め
て
い
る
の
が
わ
か

っ
た
と

い
う
1
山
梨
大
将
は

祝
田
橋
の
方
に
歩
み
去

っ
た
、
と

い
う

の
で
あ
る
。
ま
た
そ

の
前
後
に
山
梨
大
将
か
ら
白
楽
天
の
詩
句
を
聞

い
た
人
の
中
に
高
木
惣
吉
海
軍
少
将
も

い
た
。
少
将
は

日
記

(『高
木
惣
吉
海
軍
少
将
覚
え
書
』
毎
日
新
聞
社
)
に
そ
の
詩
句
を
書
き
記
し
た
。

離
離
原
上
草

一
歳

一
枯
栄

野
火
焼
不
尽

春
風
吹
又
生

離
離
た
り

原
上

の
草

一
歳
に

一
た
び
枯
栄
す

の

ひ

野
火

焼
け
ど
も
尽
き
ず

春
風

吹
い
て
又
た
生
ず

丹
羽
注

"
野
火
は

「
ヤ
カ
」
と
音
読
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

正
徹

・
山
梨
大
将
と
も
に
、
焼
け
跡
か
ら
の
復
興
に
白
詩
を
引
用
し
て
、
不
屈
の
精
神
を
表
し
た
点
で
共
通
す
る
と
言
え
よ
う
。
十
五
世
紀
の
著
名
な
歌
人
と
二

十
世
紀
の
海
軍
提
督
と
が
、
共
通
し
て
焼
け
跡
か
ら
白
詩
を
連
想
し
、
白
詩
に
託
し
再
建

に
思

い
を
い
た
し
て
い
る
。
平
安
時
代
に
限
ら
ず
、
白
詩
が
日
本
人
の
心

を
打

つ
理
由
は
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
も

あ
る
。
但
し
、
十
六
歳

の
白
楽
天
は
こ
の
詩
に
そ
う
し
た
不
屈
の
精
神
を
詠
み
込
ん
で
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
別
の
問

題
で
あ
ろ
う
。

こ
の
詩
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う

な
解
釈
が
あ
る
。

こ
の
詩
句
を
含
む
も
と
の
詩
の
題

で
は

「賦
し
て
古
原
草
を
得
た
り
。
送
別
」
と
な

っ
て
い
る
。
送
別
と

い
う
テ
ー
マ
で
何
人
か
が
詩
を
作
り
あ

っ
た
と
き
に
、

白
居
易
に
は

「古
原
草
」
と

い
う

題
が
あ
た

っ
た
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
こ
の
詩
句
は
、
春
草
が
燃
え
尽
き
な
い
よ
う
、
自
分
の
離
別
の
悲
哀
も
ま
た
尽
き
な

い
の
意
を
言
外
に
こ
め
る
。

鎌
田
正

・
米
山
寅
太
郎

『漢
詩
名
句
辞
典
』

(大
修
館
書
店

一
九
八
〇
年

一
一
頁
)
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正
徹

「草
根
集
」
命
名

の
背
景

白
詩

の
利
用



大
手
前
大
学
論
集

第
12
号

(2
0
1
1
)

題
詠
詩
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
解

説
の
方
が
的
を
射
て
い
よ
う
。
白
楽
天
の
意
図
と
は
別
に

「野
火
焼
不
尽
」
の
詩
は
、
断
章
主
義
的
に
後
世
に
愛
唱
さ
れ
て

い
っ
た
。

白
楽
天
没
後
千
二
百
年
も
経

っ
た
二
十
世
紀
に
、
「野
火
焼
不
尽
」
詩
は
蘇
る
。
そ
れ
も
、
日
中
戦
争
中
や
第
二
次
世
界
大
戦
最
末
期

に
お
い
て
日
中
両
国
民

の

不
屈
の
精
神

の
象
徴
と
し
て
白
詩
は
詠

わ
れ
た
。

後
書
き

正
徹
が
眠
る
東
福
寺

の
栗
棘
院
に
、
大
手
前
大
学
で
同
僚
で
あ

っ
た
故
鈴
木
亨
氏

の
お
墓
も
あ
る
。
そ
れ
が
縁

で
正
徹

の
墓
に
も
参
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
ふ
と

し
た
こ
と
か
ら

「草
根
集
」
を
読
ん
で
み
て
、
白
詩
の
利
用
に
気
が
付
き
本
稿
を
著
す
こ
と
が
で
き
た
。
鈴
木
氏

の
霊
前
に
本
稿
を
捧
げ
た
い
。

(84)




