
仙
郷
と
し
て
の
蓬
莱
山

H
本
に
お
け
る

〈
蓬
莱
山
〉

人
々
は
、
古
い
時
代
か
ら
、
彼
ら
に
と
っ
て
未
知
の
世
界
で
あ
っ

た
高
い
山
、
海
の
彼
方
、
海
の
底
、
地
平
線
の
向
こ
う
、
地
の
底
な

ど
に
、
自
分
た
ち
の
世
界
と
は
全
く
違
う
別
の
世
界
を
空
想
し
て
き

た
。
古
代
中
国
で
生
ま
れ
た
〈
蓬
莱
山
〉
思
想
も
そ
の
―
つ
で
あ
る
。

四
世
紀
か
ら
五
世
紀
ご
ろ
、
大
陸
か
ら
日
本
へ
渡
来
人
た
ち
が

や
っ
て
き
た
。
そ
し
て
彼
ら
の
文
化
・
思
想
は
、
新
し
い
刺
激
と
し

て
、
日
本
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
中
の
一
っ
に
神
仙
思
想
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
日
本
に
も
神
仙
郷
と
い
う
新
し

い
異
郷
観
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
。
〈
蓬
莱
山
〉
は
、
そ
の
中

で
も
最
も
古
代
日
本
の
人
々
に
親
し
ま
れ
た
仙
山
だ
っ
た
。

〈
蓬
莱
山
〉
思
想
の
始
ま
り
は
古
く
、
中
国
に
お
け
る
神
話
伝
説

（
注
ー
）

の
源
泉
と
さ
れ
る
『
山
海
経
』
に
既
に
登
場
し
て
い
る
。
『
史
記
』

『
列
子
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

え
い

…
…
人
を
し
て
海
に
入
り
、

11．
方
丈
．
濠
洲
を
求
め
し
む
。

此
の
三
神
山
は
、
其
の
伝
に
、
渤
海
の
中
に
在
り
、
人
を
去
る

こ
と
遠
か
ら
ず
、
且
に
至
ら
ん
と
す
れ
ば
則
ち
船
、
風
に
引
か

れ
て
去
る
を
患
ふ
。
蓋
し
嘗
て
至
れ
る
者
有
り
。
諸
ヽ
の
仙
人

及
び
不
死
の
薬
皆
焉
に
在
り
。
其
の
物
禽
獣
尽
く
白
く
し
て
、

黄
金
・
銀
を
も
て
宮
閾
と
為
す
。
未
だ
至
ら
ず
し
て
之
を
望
め

ば
雲
の
如
く
、
到
る
に
及
び
て
、
三
神
山
反
つ
て
水
下
に
居
り
、

之
に
臨
め
ば
風
輻
ち
引
き
去
る
。
終
に
能
＜
至
る
も
の
莫
し
と

云
ふ
。
世
主
、
焉
に
甘
心
せ
ざ
る
も
の
莫
し
。

（
『
史
記
』
「
封
禅
書
」
第
六
）

渤
海
の
東
、
幾
億
万
里
な
る
を
知
ら
ず
、
大
堅
有
り
。
…
…
其

の
中
に
五
山
有
り
。
一
に
日
く
、
岱
輿
。
―
一
に
日
く
、
員
喬
゜

．
三
に
日
＜
へ
方
壺
。
四
に
日
く
、
温
洲
。
五
に
日
く
、
紺
菊
。

…
…
其
の
上
の
台
観
は
皆
金
玉
、
其
の
上
の
禽
獣
は
皆
純
縞
゜

し
ゅ
か
ん

珠
汗
の
樹
皆
叢
生
し
、
華
実
皆
滋
味
有
り
、
之
を
食
へ
ば
、
皆

の
受
容
に
つ
い
て

松

下

裕

美
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第
一
章
）

老
い
ず
死
な
ず
。
居
る
所
の
人
は
、
皆
仙
聖
の
種
に
し
て
、

日
一
夕
、
飛
ん
で
相
往
来
す
る
者
、
数
ふ
可
か
ら
ず
。
而
る
に

五
山
の
根
は
、
連
著
す
る
所
無
く
、
常
に
潮
波
に
随
つ
て
、
上

下
し
往
還
し
て
、
藍
く
も
峙
ど
ま
る
を
得
ず
。

（
『
列
子
』
「
湯
問
」
第
五

「
渤
海
」
と
い
う
具
体
的
な
地
名
。
そ
し
て
、
「
到
る
に
及
び
て
、

三
神
山
反
つ
て
水
下
に
居
り
」
、
「
常
に
潮
波
に
随
つ
て
、
上
下
し
往

還
し
て
、
暫
く
も
峙
ど
ま
る
を
得
ず
」
と
い
う
表
現
。
こ
れ
ら
を
あ

わ
せ
て
考
え
る
と
、
こ
の
仙
郷
の
イ
メ
ー
ジ
の
元
と
な
っ
た
の
は
、

蜃
気
楼
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

水
平
線
上
に
時
々
現
れ
、
ゆ
ら
ゆ
ら
と
揺
れ
る
幻
の
地
。
見
え
て

い
る
の
に
、
そ
こ
に
は
近
づ
く
こ
と
さ
え
で
き
な
い
。
蜃
気
楼
が
光

の
屈
折
に
よ
る
も
の
だ
と
知
っ
て
い
る
現
代
の
私
た
ち
に
と
っ
て
も
、

そ
れ
は
と
て
も
幻
想
的
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
。
古
代
中
国
の
人
々

は
、
こ
の
よ
う
な
不
思
議
な
現
象
を
目
の
前
に
し
て
、
そ
こ
は
空
を

飛
ぶ
仙
人
た
ち
だ
け
が
往
来
で
き
る
世
界
だ
と
考
え
て
空
想
を
広
げ

て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
目
に
見
え
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
人
々
は
こ
の

仙
郷
を
手
に
入
れ
た
い
と
思
っ
た
。
不
死
の
薬
や
果
実
、
真
っ
白
な

動
物
た
ち
、
金
銀
宝
石
で
で
き
た
宮
殿
な
ど
が
そ
こ
に
あ
る
と
信
じ

て
い
た
。
秦
の
始
皇
帝
も
、
不
死
の
薬
を
求
め
て
徐
福
に
三
神
山
を

探
さ
せ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
ど
う
や
っ
て
も
触
れ
る
こ
と
は
で
き

蓬
莱
山
と
常
世
国

常
世
国

な
い
。
こ
れ
に
よ
り
、
ま
す
ま
す
人
々
は
そ
こ
に
憧
れ
を
持
つ
こ
と

に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

渡
来
人
た
ち
に
よ
っ
て
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
だ
ろ
う
こ
の
〈
蓬
莱

山
〉
と
い
う
仙
郷
は
、
平
安
時
代
に
入
る
と
、
古
代
日
本
人
に
も
深

く
浸
透
し
て
い
っ
た
。
漢
詩
文
に
多
く
引
用
さ
れ
た
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
く
、
『
竹
取
物
語
』
『
宇
津
保
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
な
ど
の

作
り
物
語
の
中
に
も
登
場
し
た
。
さ
ら
に
こ
の
時
代
に
は
、
「
蓬

莱
」
と
呼
ば
れ
る
祝
い
の
飾
り
物
ま
で
作
ら
れ
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
一

般
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
。

〈
蓬
莱
山
〉
は
こ
の
よ
う
に
広
く
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ

た
。
不
老
長
生
の
理
想
郷
と
い
う
点
に
は
誰
も
が
憧
れ
る
だ
ろ
う
し
、

何
よ
り
も
、
海
に
囲
ま
れ
た
日
本
に
住
む
人
々
に
と
っ
て
、
海
の
逢

か
彼
方
に
あ
る
と
い
う
点
が
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
日
本
に
も
イ
メ
ー
ジ
の
近
い
異
郷
観
が
存
在
し
て
い
た

こ
と
が
〈
蓬
莱
山
〉
浸
透
の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、

古
く
か
ら
日
本
の
人
々
が
持
っ
て
い
た
異
郷
観
〈
常
世
国
〉
で
あ
る
。

日
本
に
お
け
る
〈
蓬
莱
山
〉
の
受
容
に
つ
い
て
、
〈
常
世
国
〉
と

呼
ば
れ
る
異
郷
を
は
ず
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
数
多
く
残
さ
れ
て
い

る
浦
島
説
話
の
う
ち
、
そ
の
初
見
で
あ
る
『
日
本
書
紀
』
雄
略
二
十
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秋
七
月
に
、
丹
波
国
の
余
社
郡
の
管
川
の
人
瑞
江
浦
嶋
子
、
舟

た

ち

ま

ち

を

と

め

な

に
乗
り
て
釣
す
。
遂
に
大
亀
を
得
た
り
。
便
に
女
に
化
為

め

る
。
是
に
、
浦
嶋
子
、
感
り
て
婦
に
す
。
相
逐
ひ
て
海
に
入
る
。

と

こ

よ

の

く

に

ひ

じ

り

め

ぐ

み

蓬
莱
山
に
到
り
て
、
仙
衆
を
歴
り
親
る
。
語
は
、
別
巻
に
在
り
。

（
『
日
本
書
紀
』
巻
第
十
四
・
雄
略
二
十
二
年
）

こ
こ
で
は
、
「
蓬
莱
山
」
が
「
と
こ
よ
の
く
に
」
と
訓
ま
れ
て
い

る
。
〈
常
世
国
〉
は
、
〈
蓬
莱
山
〉
と
同
じ
く
海
の
彼
方
に
空
想
さ
れ

た
異
郷
で
あ
る
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
近
さ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
訓
み

が
当
て
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
日
本
で
生
ま
れ
た
〈
常

世
国
〉
と
い
う
異
郷
は
、
〈
蓬
莱
山
〉
と
い
う
仙
郷
世
界
に
限
ら
れ

な
い
も
っ
と
広
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

〈
常
世
国
〉
に
つ
い
て
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
（
小
学
館
）
に
は

次
の
よ
う
に
説
明
し
て
あ
る
。

古
代
人
が
、
海
の
む
こ
う
の
き
わ
め
て
遠
い
所
に
あ
る
と
考
え

て
い
た
想
像
上
の
国
。
現
実
の
世
と
は
あ
ら
ゆ
る
点
で
異
な
る

地
と
考
え
た
国
で
、
後
に
、
不
老
不
死
の
理
想
郷
、
神
仙
境
と

も
考
え
ら
れ
た
国
。
常
世
。

二
年
の
記
事
に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

〈
常
世
国
〉
の
神
仙
郷
と
し
て
の
姿
は
後
天
的
な
も
の
で
あ
る
こ

と
は
確
か
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
〈
常
世
国
〉
と
い
う
語
が
指
す
異
郷

が
も
と
も
と
ど
の
よ
う
な
世
界
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ

い
て
は
、
様
々
な
説
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
本
居
宣
長
は
『
古
事
記

伝
』
に
お
い
て
、

カ

ク

ナ

ヅ

常
世
ノ
国
と
は
、
如
此
名
け
た
る
国
の
一
ッ
あ
る
に
は
非
ず
、
た

イ

ヅ

カ

タ

ミ

ク

ニ

ュ

キ

カ

ヒ

ゞ
何
方
に
ま
れ
、
此
ノ
皇
国
を
逝
に
隔
り
離
れ
て
、
た
や
す
く
往
還

ヒ
ロ

が
た
き
処
を
廷
＜
云
名
な
り
、
故
レ
〔
常
世
は
借
字
に
て
、
〕
名
ノ

ソ

コ

ヨ

リ

グ

ニ

、

レ

ケ

義
は
、
底
依
国
に
て
、
た
ゞ
絶
遠
き
国
な
る
よ
し
な
り
、

一
代
古
い
処
で
は
、
と
こ
よ
が
常
夜
で
、
常
夜
経
く
国
、
闇
か

き
昏
す
恐
し
い
神
の
国
と
考
へ
て
居
た
ら
し
い
。

（注
3
)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

〈
常
世
国
〉
の
前
身
と
し
て
、
「
底
依
国
」
「
常
夜
国
」
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
賛
成
し
難
い
点
が
あ
る
。
松
村
武
雄
氏
が
、

わ
が
常
世
国
の
原
義
や
そ
の
観
念
・
信
仰
の
中
核
の
如
き
も
、

「
遥
遠
の
国
」
で
は
な
く
て
、
存
在
•
生
命
に
於
て
常
恒
と
い

（注
2
)

と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
折
口
信
夫
氏
は
、
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ふ
衆
庶
に
と
つ
て
極
め
て
「
望
ま
し
き
も
の
」
た
る
特
質
を
端

的
に
表
出
す
る
も
の
と
し
て
の
「
常
世
国
」
で
あ
っ
た
と
思
は

ざ
る
を
得
な
い
。
（
中
略
）
わ
が
常
世
国
も
、
そ
れ
を
発
生

•
成
立
さ
せ
た
直
接
の
母
胎
は
、
現
実
の
生
活
で
は
獲
得
し
難

い
さ
ま
ざ
ま
の
望
ま
し
き
も
の
・
願
は
し
き
も
の
へ
の
強
い
あ

く
が
れ
・
欲
求
で
あ
っ
て
、
折
口
氏
の
所
謂
「
常
夜
国
」
若
く

は
「
夜
見
の
国
」
で
は
な
い
。
「
常
夜
国
」
．
「
夜
見
の
国
」

は
、
さ
う
し
た
母
胎
か
ら
の
生
誕
に
―
つ
の
き
つ
か
け
若
く
は

素
材
を
供
給
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
思
ふ
。

（注
4
)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
考
え
る
方
が
自
然
で
は
な
い
か
と
思
う
。

確
か
に
、
〈
常
世
国
〉
が
死
者
の
霊
の
行
き
先
と
考
え
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
あ
っ
た
の
は
事
実
だ
ろ
う
。
記
紀
に
お
い
て
、
オ
オ
ク
ニ

ヌ
シ
ノ
神
と
共
に
国
作
り
を
行
な
っ
た
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
ノ
命
や
、
神

武
天
皇
の
兄
で
あ
る
ミ
ケ
イ
リ
ヌ
ノ
命
が
「
常
世
国
（
常
世
郷
）
」

へ
と
渡
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

少
彦
名
命
、
行
き
て
熊
野
の
御
崎
に
至
り
て
、
遂
に
常
世
郷
に

い

で

ま

の

ぽ

適
し
ぬ
。
亦
日
は
く
、
淡
嶋
に
至
り
て
、
粟
茎
に
縁
り
し
か

ば
、
弾
か
れ
渡
り
ま
し
て
常
世
郷
に
至
り
ま
し
き
と
い
ふ
。

（
『
日
本
書
紀
』
巻
第
一
・
神
代
上
）

す

ゑ

ふ

三
毛
入
野
命
、
…
…
則
ち
浪
の
秀
を
距
み
て
、
常
世
郷
に
往
で

ま
し
ぬ
。
（
同
巻
第
三
・
神
武
天
皇
即
位
前
紀
戌
午
年
）

ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
ノ
命
、
ミ
ケ
イ
リ
ヌ
ノ
命
は
、
「
常
世
郷
」
へ
渡
り
、

帰
っ
て
は
来
な
か
っ
た
。
地
上
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う

こ
と
は
つ
ま
り
、
死
を
意
味
す
る
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ

（注
5
)

、。

ろ
う
カ

し
か
し
、
こ
こ
で
言
う
「
常
世
郷
」
は
、
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
命
の
住
む

と
さ
れ
る
「
黄
泉
国
」
の
よ
う
に
暗
く
檬
れ
た
死
者
の
世
界
と
し
て

恐
れ
ら
れ
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
祖
先
の

霊
が
住
ま
う
国
と
し
て
慕
わ
れ
、
敬
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
。
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
ノ
命
は
、
そ
の
後
、
酒
の
席
で
の
め
で
た
い
歌

の
中
に
歌
わ
れ
て
い
る
。

み

き

く

し

か

み

い

ま

此
の
御
酒
は
吾
が
御
酒
な
ら
ず
神
酒
の
司
常
世
に
坐
す

い
は
た
た
す
奴
血
阻
の
豊
知
き
寿
き
即
ほ
し
翫
寿
き

を

寿
き
狂
ほ
し
奉
り
来
し
御
酒
そ
あ
さ
ず
飲
せ

（
『
日
本
書
紀
』
巻
第
九
・
神
宮
皇
后
摂
政
十
三
年
）

「
常
世
」
に
お
ら
れ
る
、
「
酒
の
司
」
で
あ
る
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
ノ
命

が
た
い
へ
ん
な
祝
福
を
し
て
、
献
上
さ
れ
た
御
酒
な
の
だ
か
ら
ど
ん

ど
ん
飲
み
な
さ
い
、
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
歌

さ
さ
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ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
ノ
命
の
い
る
場
所
は
、

の
中
で
は
、

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
ミ
ケ
イ
リ
ヌ
ノ
命
と
共
に
居
た
イ
ナ
ヒ
ノ
命
は
、
海
に

人
っ
て
「
鋤
持
神
」
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
続
け
て
記
さ
れ
た
ミ
ケ

イ
リ
ヌ
ノ
命
も
、
「
常
世
郷
」
に
渡
る
と
い
う
形
で
、
や
は
り
神
格

化
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
「
常
世

郷
」
は
、
明
る
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
た
世
界
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
常
世
国
〉
は
、
常
に
続
く
世
界
、
永
遠
の
世
界
と
い
う
人
々
の

憧
れ
の
対
象
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
。
現
実
に
は
あ
り
得
な
い
も
の

で
あ
る
が
故
に
、
そ
こ
は
遠
く
に
遠
く
に
存
在
す
る
と
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
っ
た
。
人
々
は
そ
れ
を
自
分
の
住
む
領
域
の
外
、
つ
ま

り
未
知
の
世
界
に
求
め
て
い
た
。
文
明
が
進
み
、
既
知
の
世
界
が
広

が
っ
て
い
く
に
つ
れ
、
島
国
日
本
に
住
む
人
々
に
と
っ
て
の
”
遠

v
“
が
、
”
海
の
彼
方
“
と
な
っ
て
い
っ
た
の
は
自
然
の
成
り
行
き

だ
ろ
う
。

暗
い
死
の
世
界

〈
常
世
国
〉
は
、
海
の
彼
方
に
存
在
す
る
と
さ
れ
、
そ
の
上
、
も

と
も
と
憧
れ
の
地
・
理
想
郷
と
い
う
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の

だ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
〈
常
世
国
〉
は
、
何
の
抵
抗
も
な
く
、
〈
蓬

莱
山
〉
と
同
一
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
〈
蓬
莱
山
〉
と
い
う
異
郷
が
日
本
で
親
し
ま
れ
た
の
も
、
理

想
郷
と
し
て
近
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
、
こ
の
〈
常
世
国
〉
の
存
在
が

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
神
仙
的
な
修
飾
が
加
え
ら
れ
て
い
く
う
ち
に
、
〈
常
世

国
〉
自
体
も
神
仙
郷
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ

の
例
と
し
て
、
天
皇
の
命
に
よ
り
「
時
じ
く
の
香
の
実
」
を
求
め
て

「
常
世
国
」
に
渡
っ
た
タ
ジ
マ
モ
リ
の
記
事
が
あ
る
。

お

ほ

み

こ

と

み

か

ど

は

る

か

な

る

く

に

命
を
天
朝
に
受
り
て
、
遠
く
よ
り
絶
域
に
往
る
。

波
を
踏
み
て
、
遥
に
弱
水
を
度
る
。
是
の
常
世
国
は
、

か
く
れ
た
る
く
に
た
だ
ひ
と

の
秘
区
、
俗
の
辣
ら
む
所
に
非
ず
。

と
ほ
く

万
里

ひ
じ
り

神
仙

（
『
書
紀
』
巻
六
・
垂
仁
天
皇
後
紀
）

「
弱
水
」
と
い
う
の
は
、
神
仙
思
想
に
お
い
て
、
東
方
の
「
蓬
莱

山
」
や
、
そ
れ
と
並
ん
で
有
名
な
西
方
の
「
毘
裔
山
」
の
側
を
流
れ

る
川
の
名
で
あ
る
。
そ
こ
は
、
空
を
飛
ぶ
仙
人
以
外
渡
る
こ
と
が
出

来
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
「
弱
水
」
に
隔
て
ら
れ
た
「
神
仙
秘
区
」

で
あ
る
と
い
う
こ
の
「
常
世
国
」
は
、
完
全
に
神
仙
郷
と
し
て
扱
わ

れ
て
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
、
祖
先
の
霊
が
住
ん
で
い
た
は
ず
の
〈
常
世
国
〉
は
、

い
つ
の
ま
に
か
大
陸
的
な
神
仙
の
世
界
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の

こ
と
は
、
奈
良
と
平
安
初
期
に
さ
ま
ざ
ま
な
漢
文
で
書
か
れ
成
立
し

た
浦
島
説
話
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
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浦
島
説
話
の
蓬
莱
山

現
在
の
浦
島
太
郎
の
物
語
に
お
け
る
「
竜
宮
城
」
に
当
た
る
の
が
、

先
に
挙
げ
た
『
書
紀
』
に
お
け
る
「
蓬
莱
山
」
で
あ
る
。
『
書
紀
』

の
記
事
は
、
浦
島
説
話
の
初
見
な
の
だ
が
、
「
仙
衆
を
歴
り
親
る
」

と
い
う
表
現
な
ど
か
ら
、
そ
れ
は
既
に
神
仙
説
話
と
し
て
描
か
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
書
紀
』
の
他
に
も
、
『
丹
後
国
風
土
記
』
逸
文
、
『
浦
島
子
伝
』

な
ど
、
古
い
段
階
の
浦
島
説
話
の
ほ
と
ん
ど
が
〈
蓬
莱
山
〉
を
舞
台

と
し
て
い
る
。
ま
ず
、
『
風
土
記
』
を
引
用
す
る
。

を

と

め

と

こ

よ

の

く

に

…
女
娘
日
ひ
け
ら
く
、
「
君
、
悼
を
廻
ら
し
て
蓬
山
に
赴
か

さ
ね
」
…
…
即
ち
不
意
の
間
に
海
中
の
博
く
大
き
な
る
嶋
に
至

り
き
。
其
の
地
は
玉
を
敷
け
る
が
如
し
。
閾
台
は
瞳
映
く
、
楼

堂
は
玲
瀧
き
て
、
目
に
見
ざ
り
し
と
こ
ろ
、
耳
に
聞
か
ざ
り

し
と
こ
ろ
な
り
。
（
『
丹
後
国
風
土
記
』
逸
文
）

こ
こ
で
の
「
蓬
山
（
蓬
莱
山
の
略
称
）
」
も
、
「
と
こ
よ
の
く
に
」
と

訓
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
描
写
を
見
る
と
、
そ
の
場
所
は
日

本
的
な
〈
常
世
国
〉
で
は
な
く
、
神
仙
郷
そ
の
も
の
を
表
し
て
い
る

と
言
え
る
。
こ
の
『
風
土
記
』
に
は
、
「
仙
都
」
「
神
仙
の
堺
」
な
ど

の
表
現
も
あ
り
、
神
仙
思
想
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
こ
と
が
う

2
 

か
が
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
『
浦
島
子
伝
』

く
な
っ
て
い
る
。

で
は
、
ま
す
ま
す
神
仙
的
色
合
い
が
濃

と
こ
よ

…
妾
は
是
れ
蓬
山
の
女
に
し
て
、
金
閾
の
主
な
り
。
不
死
の
金て

い

庭
、
長
生
の
玉
殿
は
妾
の
居
る
所
な
り
。
…
…
其
の
宮
の
為

た

ら

く

あ

か

き

う

へ

に

は

く

ろ

き

鉢
、
金
精
玉
英
を
丹
埠
の
内
に
敷
き
、
瑶
珠
珊
瑚
を
玄

し

た

に

は

き

よ

き

い

け

な

み

の

ま

な

か

は

ち

す

く

ち

び

る

圃
の
表
に
満
た
せ
り
。
清
池
の
波
心
に
、
芙
蓉
臀
を

ひ

ら

し

づ

か

な

る

い

づ

み

ほ

と

り

ゑ

み

開
き
て
栄
を
発
き
、
玄
泉
の
涯
頭
に
、
蘭
菊
咲
を
含
み
て

し

げ

た

ま

の

へ

や

か

を

り

よ

き

か

ぜ

桐
か
ら
ず
。
嶋
子
、
神
女
と
共
に
玉
房
に
入
り
き
。
薫
風

は
た
ぢ
災
を
吹
き
て

‘
a『
厨
に
香
を
添
へ
、
出
万
嵐
翡
翠

を
巻
き
、
か
巧
距
由
を
鳴
ら
し
、
こ
年
占
色
祖
に
如

m勺
即
ぬ
を

た

ま

の

す

だ

れ

あ

し

た

射
し
、
珠
簾
動
い
て
松
風
琴
を
調
べ
、
朝
に
金
丹
石
髄
を

の

ナ

、

し

ょ

う

服
み
、
暮
に
玉
酒
瑣
漿
を
飲
み
き
。
千
茎
の
芝
蘭
は
、
老
を

す

べ

て

だ

て

駐
む
る
の
方
、
百
節
の
菖
蒲
は
、
齢
を
延
ぶ
る
の
術
な
り
。

（
『
群
書
類
従
』
収
『
浦
島
子
伝
』
）

美
し
い
表
現
に
彩
ら
れ
た
こ
の
「
蓬
莱
仙
宮
」
は
、
ま
さ
に
神
仙

郷
で
あ
る
。
「
金
丹
石
髄
」
「
玉
酒
瑣
漿
」
な
ど
は
、
仙
薬
に
他
な
ら

な
い
。
こ
こ
に
は
、
日
本
的
な
〈
常
世
国
〉
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
全
く

と
言
っ
て
い
い
程
感
じ
ら
れ
な
い
。
浦
島
説
話
は
神
仙
説
話
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
。
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J

の
説
話
は
決
し
て 、

わ
が
国
に
全
然
発
生
し
た
り
受
容
し
得

と
こ
ろ
が 、

浦
島
説
話
の
最
も
古
い
形
を
残
し
て
い
る
と
言
わ
れ

（
注
6)

る
『
万
葉
集』

に
お
い
て
は 、

少
し
違
っ

て
い
る 。

そ
こ
で
は
神
仙

的
色
合
い
は
薄
く 、
〈
蓬
莱
山〉
の
語
は
見
当
た
ら
な
い 。

そ
の
か

わ
り
に
「
常
世
に
至
り」
「
常
世
辺
に」

と
い
う
表
現
が
あ
る 。

…
…

海
若
の

神
の
女
に

た
ま
さ
か
に

い
漕
ぎ
向
ひ

相
誂
ひ

こ
と
成
り
し
か
ば

か
き
結
び

常
世
に
至
り

海
若
の

神
の
宮
の

内
の
重
の

妙
な
る
殿
に

携
は
り

二
人
入
り
居
て

老
い
も
せ
ず

死
に
も
せ
ず
し
て

永
き
世

に

あ
り
け
る
も
の
を

…
…

常
世
辺
に

ま
た
帰
り
来
て

く
し
げ

ゆ
め

今
の
ご
と

逢
は
む
と
な
ら
ば

こ
の
箇

開
く
な
勤
と

…
…

玉
簑

少
し
開
く
に

白
雲
の

箱
よ
り
出
で
て

常
世

辺
に

棚
引
き
ぬ
れ
ば

…
…

常
世
辺
に
住
む
べ
き
も
の
を
剣
刀
己
が
心
か
ら
鈍
や
こ
の
君

（
巻
九
・

一
七
四
0 、
一
七
四
一
）

そ
れ
で
は 、

浦
島
説
話
の
本
来
の
形
は 、
〈
常
世
国〉
と
〈
蓬
莱

山〉
の
ど
ち
ら
を
基
に
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か 。

ど
ち
ら

（
注
7)

の
説
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
が 、
〈
常
世
国〉
と
結
論
づ
け
て
い
る
下

（
注
8)

出
積
輿
の
次
の
説
が
最
も
的
を
射
て
い
る
と
思
う 。

る
因
子
が
な
い
の
に 、

大
陸
と
の
交
渉
に
よ
り
齋
ら
さ
れ
た 、

道
教
の
蓬
莱
山
思
想
を
機
縁
と
し
て
形
成
さ
れ
た
と
い
ふ
如
き

も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る 。

も
し
さ
う
し
た
種
類
の
も
の
で

あ
っ
た
な
ら
ば 、

全
然
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
か 、

ま
た
は
一
時

は
好
奇
心
や
珍
ら
し

気
か
ら
も
て
は
や
さ
れ
て
も 、

間
も
な
く

霧
散
す
る
と
い
ふ
人
類
思
想
上
の
共
通
現
象
の
枠
内
に
入
る
べ

き
運
命
を
た
ど
っ
た
で
あ
ら
う 。

し
か
し
な
が
ら
浦
島
子
説
話

は
事
実
に
お
い
て
発
生
以
後
数
世
紀
に
亙
っ

て
生
命
を
保
つ
て

ゐ
る
の
で
あ
り 、

こ
と
に
浦
島
子
を
祭
神
と
す
る
神
社
が
各
地

に
発
生
し
て
ゐ
る
の
は
正
に
そ
の
逆
と
い
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ 。

即
ち
元
来
古
代
人
の
有
し
て
ゐ
た
世
界
観
と
し
て
の
常
世
国
思

想
が 、

そ
の
具
体
的
な
表
出
を
浦
島
子
説
話
に
求
め
た
の
で
あ

り 、

そ
れ
が
お
そ
ら
く
五
・

六
世
紀
頃
か
ら
大
陸
の
蓬
莱
山
の

概
念
と
渾
融
さ
れ
た
も
の
と
解
す
る
の
が
よ
り
至
当
で
あ
ら
う 。

そ
の

〈
常
世
国〉
思
想
か
ら
生
ま
れ
た
浦
島
説
話
は 、

大
陸
と
の
交
渉

の
中
で 、

神
仙
思
想
の
影
響
を
受
け 、
〈
蓬
莱
山〉

と
融
合
し
て

い
っ
た 。

浦
島
説
話
は
神
仙
説
話
と
し
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た 。

古
い
時
代
に
は
そ
の
原
形
と
な
る
も
の
が
存
在
し
て
い
た
は
ず
だ
が 、

記
載
の
時
代
に
入
る
頃
に
は 、

既
に
神
仙
思
想
と
結
び
つ
い
て
し

ま
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う 。

そ
し
て
『
書
紀』
『
風
土
記』

『
浦
島
子
伝』

な
ど
の
よ
う
に
漢
文
で
描
か
れ
た
が
ら
こ
そ 、
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人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
〈
蓬
莱
山
〉
は
、
『
竹
取
物
語
』
『
宇
津

保
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
な
ど
、
平
安
時
代
を
代
表
す
る
、
有
名
な

作
り
物
語
の
中
に
も
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。
浦
島
説
話
で
は
〈
蓬

莱
山
〉

1
1

〈
常
世
国
〉
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
神
仙

郷
今
逢
莱
山
〉
そ
の
も
の
が
登
場
し
て
い
る
。
〈
常
世
国
〉
を
間
に

置
か
ず
と
も
、
人
々
は
〈
蓬
莱
山
〉
と
い
う
異
郷
を
理
解
す
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

文
学
の
中
の
蓬
莱
山

『
竹
取
』
『
宇
津
保
』
『
源
氏
』
の
蓬
莱
山

影
響
は
よ
り
強
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
万
葉
集
』
に
お
い
て
は
ど
こ
に
で
も
い
る
漁
師
で
あ
っ
た
浦
島

子
は
、
『
浦
嶋
子
伝
』
で
は
「
地
仙
」
と
呼
ば
れ
、
は
じ
め
か
ら
神

仙
の
資
格
を
持
っ
て
い
た
人
間
と
な
っ
て
い
る
。
〈
常
世
国
〉
は
神

仙
郷
と
し
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
神
仙
の
資
格
を
持
た
な
い
人

間
に
は
手
の
届
か
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
漢
文
に
よ
っ
て

美
し
く
描
写
し
よ
う
と
す
る
程
、
そ
こ
は
本
来
の
〈
常
世
国
〉
で
は

な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
神
仙
で
あ
る
こ
と
が

〈
常
世
国
〉
の
要
素
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
〈
蓬
莱
山
〉
と
い
う

枠
の
中
に
落
ち
着
い
て
し
ま
う
こ
と
と
な
っ
た
。
〈
蓬
莱
山
〉
の
受

容
は
、
日
本
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
だ
っ
た
と
言
え
る

だ
ろ
う
。

に
あ
る

『
竹
取
物
語
』
に
お
い
て
、
か
ぐ
や
姫
は
五
人
の
貴
公
子
に
難
題

を
出
す
。
そ
の
中
の
―
つ
が
「
蓬
莱
の
玉
の
枝
」
だ
っ
た
。
『
列

子
』
「
湯
問
」
「
珠
汗
の
樹
」
と
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
重
な
る
。

「
車
持
の
皇
子
に
は
、
東
の
海
に
圏
~
と
い
ふ
山
あ
る
な
り
。

そ
れ
に
白
銀
を
根
と
し
、
黄
金
を
茎
と
し
、
白
き
玉
を
実
と
し

て
立
て
る
木
あ
り
。
そ
れ
一
枝
折
り
て
た
ま
は
ら
む
」

車
持
の
皇
子
は
、
「
蓬
莱
の
山
」
に
つ
い
て
語
る
。
五
百
目
の
漂

流
の
末
に
、
や
っ
と
た
ど
り
着
い
た
「
海
の
上
に
漂
へ
る
山
」
で

あ
っ
た
と
言
う
。
そ
し
て
、
そ
の
山
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
説
明
す

る。

そ
の
山
、
見
る
に
、
さ
ら
に
登
る
べ
き
や
う
な
し
。
そ
の
山

の
そ
ば
ひ
ら
を
廻
れ
ば
、
世
の
中
に
な
き
花
の
木
ど
も
立
て
り
。

金
・
銀
・
瑠
璃
色
の
水
、
山
よ
り
流
れ
出
で
た
り
。
そ
れ
に
は
、

い
ろ
い
ろ
の
玉
の
橋
渡
せ
り
。
そ
の
辺
に
照
り
輝
く
木
ど
も
立

て
り
。

そ
こ
に
は
、
「
天
人
の
よ
そ
ほ
ひ
し
た
る
女
」
が
居
た
と
も
語
っ

て
い
る
。
こ
の
場
所
は
ま
さ
に
神
仙
郷
〈
蓬
莱
山
〉
で
あ
る
。

ま
た
、
『
宇
津
保
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
に
登
場
す
る
〈
蓬
莱
山
〉
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の
例
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
か
め

（注

g)

の
ヲ
の
山
」
「
亀
の
上
の
山
」
と
し
て
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。

『
宇
津
保
物
語
』
「
忠
こ
そ
」
巻

頂
の
上
を
、
蓬
莱
の
山
に
な
さ
ん
と
、
掌
の
中
に
、
黄
金
の
大

殿
を
つ
く
ら
ん
と
い
ふ
と
も
、
忠
こ
そ
が
い
は
ん
こ
と
は
た
が

へ
じ老

も
し
ぬ
べ
き

舟
の
う
ち
な
ら
ぬ
人
さ
へ

「
初
秋
」
巻

今
蓬
莱
の
山
へ
不
死
薬
取
り
に
渡
覧
こ
と
は
、
童
男
卯
女
だ

に
、
そ
の
使
に
た
ち
て
、
舟
の
中
に
て
老
い
、
島
の
浮
べ
ど
も

璽
を
見
ず
と
こ
そ
な
げ
き
た
め
れ
。

『
源
氏
物
語
』
「
帯
木
」
巻

か
か
れ
ど
、
人
の
見
及
ば
ぬ
蓬
莱
の
山
、
荒
海
の
怒
れ
る
魚
の

す
が
た
、
唐
国
の
は
げ
し
き
獣
の
形
、
目
に
見
え
ぬ
鬼
の
顔
な

ど
の
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
作
り
た
る
物
は
、
心
に
ま
か
せ
て
ひ

「
菊
の
宴
」
巻

か
め
の
ヲ
の
山
に
は
た
れ
も
い
た
り
な
ん
君
を
ま
つ
に
ぞ

「
絵
合
」
巻

ま
づ
、
物
語
の
出
で
来
は
じ
め
の
親
な
る
竹
取
の
翁
に
宇
津
保

の
俊
蔭
を
合
は
せ
て
あ
ら
そ
ふ
。
（
中
略
）
車
持
の
親
王
の
、

ま
こ
と
の

11の
深
き
心
も
知
り
な
が
ら
、
い
つ
は
り
て
玉
の

枝
に
瑕
を
つ
け
た
る
を
、
あ
や
ま
ち
と
な
す
。

「
胡
蝶
」
巻

亀
の
上
の
山
も
た
づ
ね
じ
舟
の
う
ち
に
老
い
せ
ぬ
名
を
ば
こ
こ

に
残
さ
む

「
宿
木
」
巻

た
だ
今
も
、
は
ひ
寄
り
て
、
世
の
中
に
お
は
し
け
る
も
の
を
、

と
言
ひ
慰
め
ま
ほ
し
。

11ま
で
尋
ね
て
、
欽
の
か
ぎ
り
を
伝

へ
て
見
た
ま
ひ
け
ん
帝
は
な
ほ
い
ぶ
せ
か
り
せ
ん
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
時
代
に
は
、
〈
蓬
莱
山
〉
は
〈
蓬
莱
山
〉

そ
の
も
の
と
し
て
和
文
で
も
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
い
ず

れ
を
見
て
も
、
そ
の
作
者
は
〈
蓬
莱
山
〉
と
い
う
神
仙
郷
の
姿
を
理

解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
が
今
に
至

と
き
は
目
驚
か
し
て
、
実
に
は
似
ざ
ら
め
ど
、
さ
て
あ
り
ぬ
べ

し。
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る
ま
で
読
み
継
が
れ
て
い
る
こ
と
は
、
作
者
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
ら

を
読
ん
だ
平
安
期
の
人
々
に
も
神
仙
郷
〈
蓬
莱
山
〉
が
浸
透
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

漢
詩
文
の
中
の
蓬
莱
山

時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
人
々
の
共
通
理
解
と
な
っ
た
〈
蓬
莱

山
〉
は
、
今
度
は
そ
れ
自
身
の
意
味
が
広
が
っ
て
い
く
。
〈
蓬
莱

山
〉
の
語
が
多
く
引
用
さ
れ
た
漢
詩
文
を
見
る
と
そ
れ
が
よ
く
わ
か

る。
神
仙
説
話
が
多
く
伝
え
ら
れ
た
八
世
紀
か
ら
九
世
紀
頃
、
日
本
で

は
中
国
文
化
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
和
歌
よ
り
も
漢
詩
が
重
ん
じ
ら

れ
て
い
た
。
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
、
漢
詩
文
の
知
識
は
出
世
に
も

つ
な
が
る
よ
う
に
な
り
、
律
令
社
会
で
の
教
養
と
し
て
当
然
の
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
数
多
く
の
漢
詩
文
集
が
作
ら
れ
た
唐
風
謳

歌
の
時
代
を
迎
え
る
。
こ
の
時
代
は
、
国
風
暗
黒
時
代
と
も
呼
ば
れ

て
い
る
。
日
本
的
な
〈
常
世
国
〉
と
い
う
異
郷
が
、
中
国
的
な
神
仙

郷
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
一
因
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
時
代
の
下
で
、
〈
蓬
莱
山
〉
な
ど
の
仙
郷
は
、
日
本

漢
詩
文
の
中
に
数
多
く
詠
み
込
ま
れ
て
い
た
。
た
だ
、
そ
の
〈
蓬
莱

山
〉
と
い
う
語
（
蓬
洞
、
蓬
壺
な
ど
と
も
表
現
さ
れ
る
）
が
表
す
内

容
を
見
て
み
る
と
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
、
仙
郷
と
し
て
の
姿
と
は

別
の
扱
い
方
を
し
て
い
る
も
の
が
増
え
て
い
く
こ
と
が
わ
か
る
。
平

安
期
の
漢
詩
文
中
の
〈
蓬
莱
山
〉
の
意
味
は
、
大
き
く
、
①
仙
郷
、

②
宮
中
・
内
裏
、
③
日
本
、
④
殿
上
人
、
と
い
う
四
つ
の
種
類
に
分

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
本
来
の
姿
、
仙
郷
と
し
て
詠
ま
れ
た

漢
詩
文
が
最
も
多
い
。
『
懐
風
藻
』
か
ら
一
例
を
挙
げ
る
。

安
に
か
王
喬
が
道
を
得
て
、

た
づ鶴

を
控
き
て
紺
瀾
に
入
ら
む
。

（
『
懐
風
藻
』

l
l

「
王
喬
」
は
王
子
喬
の
こ
と
で
、
周
の
霊
王
の
太
子
で
あ
り
、
仙

術
を
学
び
、
つ
い
に
仙
人
と
な
っ
て
、
白
い
鶴
に
乗
っ
て
天
に
の

ぼ
っ
た
と
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
そ
し
て
「
蓬
濠
」
は
、
『
史
記
』

『
列
子
』
に
も
出
て
き
た
三
神
山
の
う
ち
の
「
蓬
莱
」
と
「
濠
州
」

を
指
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
、
仙
郷
と
し
て
の
〈
蓬
莱
山
〉
を
詠
ん
だ
詩
は
、
平

安
時
代
全
般
に
渡
っ
て
数
多
く
見
ら
れ
る
。
〈
蓬
莱
山
〉
は
人
々
の

間
に
深
く
浸
透
し
、
好
ま
れ
続
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

•
安
得
王
喬
道
。

控
鶴
入
恕
副
゜

①
仙
郷
と
し
て
の
蓬
莱
山

葛
野
王
）

-47-



●
幸
牽
蓬
洞
鶏
鸞
客

謬
接
松
門
翰
墨
遊

平
安
中
期
以
後
、
〈
蓬
莱
山
〉
と
い
う
語
を
用
い
て
宮
中
や
内
裏

を
表
す
漢
詩
文
が
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
仙
郷
表
現
を
加
え
る
こ

と
に
よ
り
、
天
皇
を
讃
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
宮

中
・
内
裏
と
い
う
場
所
は
、
手
が
届
き
に
く
い
け
れ
ど
、
美
し
い
憧

れ
の
対
象
と
し
て
、
〈
蓬
莱
山
〉
と
い
う
表
現
が
ぴ
っ
た
り
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
漢
詩
が
あ
る
。

ゑ

ん

ら

ん

ひ

幸
ひ
に
蓬
洞
の
鶏
鸞
の
客
に
牽
か
れ
て

あ

や

ま

か

ん

ぼ

く

ま

じ

は

謬
り
て
松
門
の
翰
墨
の
遊
び
に
接

れ
り

（
『
本
朝
無
題
詩
』
巻
八•
5
5
7

②
宮
中
・
内
裏
と
し
て
の
蓬
莱
山

大
江
匡
房
）

幸
い
に
も
宮
中
（
蓬
洞
）
の
貴
顕
（
鴎
鸞
客
）
に
誘
わ
れ
、
詩
文

の
遊
び
に
交
わ
る
と
い
う
身
に
余
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
、
と
い
っ
た

意
味
に
訳
さ
れ
る
。
「
蓬
洞
」
と
い
う
語
は
、
宮
中
を
管
え
て
言
う

の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
宮
中
・
内
裏
と
し
て
の
〈
蓬
莱
山
〉
の
例
も
数
多
い
。
こ
の

よ
う
な
例
が
現
れ
て
く
る
の
は
、
平
安
中
期
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。

当
時
の
王
朝
の
人
々
に
と
っ
て
、
宮
中
を
神
仙
郷
に
見
立
て
る
と
い

う
こ
と
は
共
通
の
理
解
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

●
蓬
島
李
門
尋
累
跡
蓬
島
李
門

〈
蓬
莱
山
〉
は
東
の
海
に
浮
か
ぶ
山
。
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
か
、

東
の
国
日
本
を
〈
蓬
莱
山
〉
に
見
立
て
る
漢
詩
文
も
詠
ま
れ
て
い
る
。

『
田
氏
家
集
』
の
漢
詩
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

か
う
り

行
李
礼
成
り
て

す。扶
桑
恩
極
ま
り
て

だ
す
。

（
『
田
氏
家
集
』
巻
中
・

1
1
4

「
夏
夜
於
二
鴻
腫
館
し
立
北
客
帰
郷
一
。
」
）

節
信
を
廻
ら

遠
い
地
へ
帰
っ
て
い
く
客
へ
の
は
な
む
け
の
詩
で
あ
る
。
こ
こ
で

の
「
蓬
壺
」
は
、
神
仙
郷
〈
蓬
莱
山
〉
そ
の
も
の
を
指
す
の
で
は
な

く
、
日
本
を
指
し
て
表
現
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
〈
蓬
莱
山
〉
は
、
殿
上
人
や
高
貴
な
人
を
表
す
語
と
し

て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
詩
が
あ
る
。

④
殿
上
人
と
し
て
の
蓬
莱
山

扶
桑
恩
極
出
二
蓬
壺
一
。

●
行
李
礼
成
廻
一
節
信
ー
。

③
日
本
と
し
て
の
蓬
莱
山

累
跡
を
尋
ね

蓬
蜀
を
出
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寄
望
高
仰
徳
風
馨

「
李
門
」
と
い
う
の
は
、
李
贋
の
門
下
生
が
よ
く
出
世
し
た
こ
と

に
よ
る
も
の
で
、
立
身
出
世
の
門
を
表
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

「
蓬
島
李
門
」
と
い
う
表
現
で
、
優
れ
た
人
物
の
こ
と
を
指
し
て
詠

ん
で
い
る
。
こ
の
様
な
用
例
は
、
平
安
後
期
の
漢
詩
文
の
中
に
存
在

す
る
よ
う
に
な
る
。

平
安
期
の
漢
詩
文
集
に
お
け
る
〈
蓬
莱
山
〉
の
用
例
は
、
引
用
し

た
も
の
も
含
め
て
、
下
の
表
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
を
見
る
と
、
神
仙
郷
と
し
て
の
〈
蓬
莱
山
〉
は
も
ち
ろ
ん
だ

が
、
宮
中
・
内
裏
を
指
し
て
の
〈
蓬
莱
山
〉
も
か
な
り
多
い
こ
と
に

気
が
付
く
。
平
安
中
期
以
後
は
、
仙
郷
と
い
う
本
来
の
意
味
か
ら
は

離
れ
た
扱
い
方
が
増
え
、
『
本
朝
文
粋
』
な
ど
に
な
る
と
、
そ
の
例

の
ほ
と
ん
ど
が
宮
中
・
内
裏
と
し
て
の
〈
蓬
莱
山
〉
に
な
っ
て
い
る
。

日
本
や
殿
上
人
と
し
て
の
扱
い
方
を
さ
れ
る
の
も
平
安
中
期
以
後
か

ら
が
多
い
。
そ
れ
だ
け
、
そ
の
頃
に
は
、
人
々
が
〈
蓬
莱
山
〉
が
ど

の
よ
う
な
場
所
か
を
理
解
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
〈
蓬
莱
山
〉
は
人
々
に
親
し
ま
れ
、
馴
染
ん
で

い
き
、
日
本
人
の
異
郷
観
の
一
っ
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

望
を
寄
せ
て

鮒
し
き
を

（
『
本
朝
無
題
詩
』
巻
十
•
7
7
5

藤
原
敦
光
）

高
く
仰
が
ん

徳風の
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日
本
で
は
、
古
代
か
ら
〈
常
世
国
〉
と
い
う
異
郷
が
空
想
さ
れ
て

い
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
大
陸
と
の
交
流
に
よ
り
、
新
し
い
要
素
を
含

ん
で
発
展
し
て
い
っ
た
。

た
だ
し
、
問
題
と
な
る
の
が
、
漢
文
に
よ
る
表
現
の
中
で
、
〈
蓬

莱
山
〉
の
イ
メ
ー
ジ
の
方
が
強
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
〈
蓬
莱
山
〉
が
蜃
気
楼
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
は
現
実
の
も

の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
〈
常
世
国
〉
は
人
々
の
空
想
の
世
界
だ

け
に
存
在
す
る
、
決
ま
っ
た
形
の
無
い
異
郷
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

古
代
日
本
人
が
思
い
描
い
て
い
た
〈
常
世
国
〉
と
い
う
異
郷
は
、

目
新
し
い
〈
蓬
莱
山
〉
と
い
う
異
郷
観
を
取
り
入
れ
る
た
め
の
媒
体

と
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
自
身
も
、
神
仙
思
想
の
影
響
を
受
け
て
変

化
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
日
本
の
異
郷
が
本
来
の
形
か
ら

離
れ
て
い
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
が
、
神
仙
思
想
が
も
た
ら
し
た

〈
蓬
莱
山
〉
が
、
た
だ
の
一
時
の
流
行
な
ど
で
は
な
く
、
日
本
古
来

の
異
郷
観
を
含
み
込
ん
だ
場
所
と
し
て
、
人
々
の
心
に
浸
透
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
も
事
実
だ
ろ
う
。

神
仙
郷
〈
蓬
莱
山
〉
は
、
日
本
的
異
郷
観
〈
常
世
国
〉
本
来
の
姿

の
喪
失
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
面
を
も
た
ら
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
補
え

る
ほ
ど
の
親
し
み
や
す
さ
を
持
っ
た
理
想
郷
と
い
う
新
し
い
異
郷
観

四

結

び

を
も
っ
て
受
容
さ
れ
た
。
〈
蓬
莱
山
〉
は
、
日
本
の
異
郷
と
融
合
す

る
こ
と
に
よ
り
、
人
々
に
親
し
ま
れ
続
け
た
。

『
竹
取
物
語
』
『
宇
津
保
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
と
い
っ
た
平
安
時

代
を
代
表
す
る
よ
う
な
作
品
の
中
に
〈
蓬
莱
山
〉
が
扱
わ
れ
て
い
た

こ
と
、
漢
詩
文
の
中
に
新
し
い
意
味
を
持
つ
〈
蓬
莱
山
〉
が
生
ま
れ

て
き
た
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
現
象
が
起
こ
っ
た
の
も
、
そ
れ
だ
け

人
々
に
親
し
ま
れ
た
か
ら
こ
そ
だ
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
、
現
代

ま
で
も
残
さ
れ
、
読
み
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
本
で
も
中
国
で
も
、
さ
ら
に
世
界
に
お
い
て
も
、
憧
れ
の
対
象

と
し
て
の
異
郷
の
存
在
が
あ
っ
た
。
そ
の
存
在
は
語
り
継
が
れ
、
広

ま
っ
て
い
き
、
さ
ら
に
ま
た
新
し
い
要
素
を
加
え
て
発
展
し
て
い
っ

た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
現
代
の
私
た
ち
に
も
伝
え
残
さ
れ
、
単
な
る

空
想
世
界
で
は
な
い
奥
深
さ
を
感
じ
さ
せ
て
い
る
。

《
引
用
》

0

『
史
記
』
『
列
子
』
新
釈
漢
文
体
系
（
明
治
書
院
）

0

『
日
本
書
紀
』
『
風
土
記
』
『
万
葉
集
』
『
宇
津
保
物
語
』

『
懐
風
藻
』
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）

0

『
浦
島
子
伝
』

『
浦
島
子
伝
』
重
松
明
久
著
（
現
代
思
潮
社
）

0

『
竹
取
物
語
』
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
（
角
川
書
店
）

0

『
源
氏
物
語
』
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
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注
釈
（
新
典
社
）

『
群
書
類
従
』
第
九
輯
（
続
群
書
類
従
完
成
会
）

◎
引
用
文
に
つ
い
て
、
仮
名
遣
い
は
原
文
の
ま
ま
と
し
、

原
則
と
し
て
常
用
漢
字
に
改
め
た
。

0

『
本
朝
無
題
詩
』

『
本
朝
無
題
詩
全
注
釈
』
本
間
洋

0

『
田
氏
家
集
』

旧
字
体
は

《注》

ー
「
蓬
莱
山
在
海
中
」
（
『
山
海
経
』
第
十
二
「
海
内
北
経
」
）

2

『
本
居
宣
長
全
集
第
十
巻
』
大
野
晋
編
（
筑
摩
書
房
、
昭

和
四
三
年
）
八
頁

3

折
口
信
夫
「
批
が
国
ヘ
・
常
世
へ
」
（
『
折
口
信
夫
全
集
第
二
巻

古
代
研
究
（
民
族
学
篇
l
)
』
中
公
文
庫
、
一
九
七
五
年
）
一

二
頁

4

松
村
武
雄
『
日
本
神
話
の
研
究
第
四
巻
』
（
培
風
館
、
昭
和

三
三
年
）
四

01-四
―
―
頁

5

折
口
信
夫
氏
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
み
け
ぬ
の

命
の
常
世
は
、
別
に
わ
た
つ
み
の
宮
と
も
思
は
れ
ぬ
。
死
の
国
の

又
の
名
と
考
へ
て
も
、
よ
い
様
で
あ
る
」
（
前
掲
書
―
二
頁
）

6

高
木
敏
雄
氏
は
、
『
風
土
記
』
の
記
事
は
、
中
国
神
仙
諏
と
結

び
つ
い
た
も
の
で
、
純
粋
の
浦
島
説
話
で
は
な
い
、
少
し
も
彫
琢

g
 が

加
え
ら
れ
た
痕
跡
の
な
い
『
万
葉
集
』
の
長
歌
が
、
原
始
の
説

話
に
最
も
近
い
も
の
で
あ
る
と
信
じ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
「
浦
島
伝
説
の
研
究
」
『
日
本
神
話
の
研
究
2
』
東
洋
文
庫
二
五

三
、
平
凡
社
、
昭
和
四
九
年
）

〈
蓬
莱
山
〉
を
、
浦
島
説
話
を
修
飾
す
る
た
め
に
中
国
神
仙
説

の
模
倣
し
た
も
の
と
す
る
高
木
敏
雄
氏
の
説
（
前
掲
書
）
、
〈
蓬
莱

山
〉
と
〈
常
世
国
〉
は
区
別
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
神
仙
的
要
素

を
除
い
て
し
ま
っ
た
ら
浦
島
説
話
は
語
れ
な
い
と
す
る
三
浦
佑
之

氏
の
説
（
『
浦
島
太
郎
の
文
学
史
恋
愛
小
説
の
発
生
』
五
柳
書

院
、
平
成
五
年
）
な
ど
。

下
出
積
興
「
常
世
國
の
性
格
1

日
本
道
教
史
の
一
節
ー
」
（
『
東

方
宗
教
』
第
三
号
、
一
九
五
三
年
）
七
四
頁

「
か
め
の
ヲ
の
山
」
「
亀
の
上
の
山
」
は
〈
蓬
莱
山
〉
を
表
す

語
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
『
列
子
』
「
湯
問
」
の
部
分
の
続
き

に
、
漂
う
五
山
を
固
定
さ
せ
る
た
め
、
十
五
匹
の
巨
大
な
亀
の
首

の
上
に
五
山
を
載
せ
、
支
え
さ
せ
た
、
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

8
 

7
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