
「
国
語
国
文
学
研
究
」
第
四
十
九
号
抜
刷

平

成

二

十

六

年

三

月

六

日

発

行

『
菅
家
後
集
』
所
載
「
央
奥
州
藤
使
君
」

の
構
成
論
考

焼

山

康

志



『
菅
家
後
集
』

所
載

「
突
奥
州
藤
使
君
」

の
構
成
論
考

『
菅
家
後
集
』
所
載
の
「
術
央
奥
州
藤
使
君
九
月
二
十
二
日
、
四

十
韻
」
は
五
言
人
十
匂
古
詩
の
ス
タ
イ
ル
で
、
「
銭
意
一
百
韻
」
に
次
ぐ

長
編
の
作
品
で
あ
る
。
題
注
に
も
あ
る
よ
う
に
、
道
真
五
十
七
歳
時
、
太

宰
府
左
遷
の
当
該
年
の
秋
、
九
月
二
十
二
日
に
詠
ま
れ
た
と
あ
る
。
そ
の

内
容
は
、
人
の
呪
誼
を
受
け
て
亡
く
な
っ
た
と
伝
え
聞
く
旧
友
の
陸
奥
守

藤
原
掛
錨
の
死
を
京
都
か
ら
の
家
族
の
手
紙
と
そ
れ
を
太
宰
の
諦
居
に
届

け
に
来
た
使
者
よ
り
知
り
、
そ
の
死
を
悼
み
、
さ
ら
に
今
の
我
が
身
を
鑑

み
、
と
も
に
こ
の
世
の
非
情
を
嘆
く
心
情
が
、
鬼
気
迫
る
筆
致
で
貫
か
れ

て
い
る
。
太
宰
府
で
の
道
真
の
心
情
の
変
遷
を
知
る
、
?
え
で
注
視
す
べ
き

作
品
で
あ
る
。
こ
の
詩
に
つ
い
て
は
、
既
に
注
釈
書
Z
を
公
に
し
た
。
又
、

そ
の
作
品
内
容
よ
り
窺
え
る
こ
と
を
「
総
括
」
の
形
で
、
前
稿
Z
で
提
起

し
て
み
た
ロ
し
か
し
な
が
ら
紙
頁
の
制
限
が
あ
り
、
そ
の
中
で
十
分
意
を

尺
ミ
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
恨
み
が
あ
り
、
今
稿
は
、
再
度
、
全
文
を

取
り
挙
げ
、
構
成
論
に
視
点
を
置
き
、
更
に
考
察
を
深
め
る
こ
と
が
大
き

な
意
図
で
あ
る
。

焼

贋

志

山

具
体
的
に
は
、
前
稿
Z
で
提
起
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
改
め
て
こ
こ

に
整
理
し
考
察
を
深
め
る
。

そ
れ
は
本
詩
の
第
七
十
九
句
・
八
十
句
に
あ
る
「
拙
詞
四
百
言
/
以
代

使
君
諌
(
拙
調
四
百
言
/
以
て
使
君
の
諜
に
代
へ
ん
)
」
の
句
内
容
の
意

味
す
る
も
の
、
と
り
わ
け
「
諒
」
の
使
い
方
に
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
点
。

そ
し
て
こ
こ
か
ら
本
詩
の
構
成
の
仕
方
の
糸
口
が
見
え
る
点
の
一
三
白
川
で
あ

る。
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ま
ず
「
諒
」
の
使
い
方
に
つ
い
て
の
考
察
を
再
度
以
下
に
整
理
し
て
み

ゑ
制
。

道
真
は
、
第
七
十
九
匂
八
十
句
で
(
「
五
言
四
十
韻
」
の
古
詩
で
も
っ

て
、
「
諒
」
の
代
用
を
し
た
)
と
詠
む
。
そ
の
「
諒
」
と
は
、
「
G
死
者
の

生
前
の
功
績
を
た
た
え
、
そ
の
死
を
悼
む
」
と
、
又
「
②
し
の
び
ご
と
。

死
者
を
哀
悼
す
る
文
章
」
の
こ
と
で
あ
る
が
、
前
稿
で
提
起
し
た
よ
う
に
、



こ
こ
で
の
使
わ
れ
方
は
、
「
諒
」
を
死
者
を
追
悼
す
る
文
章
「
し
の
び
ご

と
」
の
漢
訳
語
と
し
て
で
は
な
く
、
古
代
中
国
本
来
の
「
諒
」
の
文
体
を

指
し
て
い
る
と
考
え
る
。

井
上
和
歌
子
氏
の
論
文
(
「
『
空
也
連
座
考
上
文
体
、
成
立
の
指
示
、
評

価

l
」
)
(
「
和
漢
比
較
文
学
」
」
一
号
)
に
次
の
よ
う
な
言
及
が
あ
る
。

漢
文
の
諒
は
「
|
|
諒
井
序
」
、
即
ち
散
文
の
序
と
韻
文
の
諌
の
一
一
部

で
構
成
さ
れ
る
誌
は
、
四
字
句
で
押
韻
す
る
績
で
綴
る
の
が
通
例
で
あ
っ

た
。
(
中
略
)
諒
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
な
説
明
は
『
文
心
雌
龍
』
等
の

文
体
論
に
見
え
る
。
(
中
略
)
こ
の
諒
に
関
す
る
文
体
論
は
、
以
下
の
五

点
に
温
め
ら
れ
る
。
(
中
略
)
⑤
記
述
の
方
法
。
伝
の
ス
タ
イ
ル
で
記
述
し
、

鎮
の
文
を
用
い
、
生
前
の
徳
を
誉
め
、
そ
し
て
死
を
悲
し
む
。
称
え
る
事

と
哀
悼
す
る
事
が
両
立
す
る
記
述
が
必
要
で
あ
る
。
(
中
略
)
死
者
の
徳

行
を
伝
に
よ
っ
て
記
述
し
、
更
に
哀
悼
の
調
を
述
べ
、
か
っ
声
に
出
し
て

朗
読
き
れ
る
こ
と
が
諒
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
」

こ
こ
で
、
こ
の
「
突
奥
州
藤
使
君
」
の
詩
に
目
を
移
す
。
井
上
氏
の
言

及
す
る
「
諌
」
の
文
体
と
ど
う
関
連
す
る
の
か
、
又
こ
の
詩
の
構
成
と
ど

う
関
わ
る
の
か
、
全
人
O
匂
を
便
宜
上
人
句
ず
つ
十
段
落
に
分
け
考
察
を

進
め
る
。

段

l 

家
害
告
君
畏

約
略
寄
行
李

病
源
不
可
樺

被
人
厭
魅
死

曾
経
共
侍
中

了
知
心
表
裏

雌
有
過
直
失

矯
曲
執
相
比

2 3 4 5 6 7 8 

矯 過 が 了 曾 士人病約家
曲直t知経てに源略書

市〈す厭t
執22 共魅み醤E行君
か套心にせす李が
相在官の侍ら ベに喪せ
比ひ Z表中れか寄し
せ ιぃ裏たてらすこ
ん難E り死ず と

もきす を
告
ぐ
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V

〔
藤
原
滋
実
の
陸
奥
で
の
国
守
と
し
て
の
功
績
・
徳
行
〕
(
そ
の
一
)

妻
か
ら
の
藤
原
滋
実
の
死
を
告
げ
る
家
書
が
届
き
、
太
宰
に
派
遣
さ
れ

た
使
者
よ
り
、
そ
の
死
に
至
る
ま
で
の
い
き
さ
つ
が
つ
か
め
た
。
そ
れ
は

病
気
キ
事
故
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
呪
誼
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が

判
明
す
る
。
そ
の
想
定
外
の
友
の
死
に
、
道
真
は
言
葉
を
失
う
。
と
同
時

に
、
滋
実
の
生
前
の
在
り
し
姿
が
道
真
の
脳
裏
に
あ
り
あ
り
と
建
っ
て
く

る
。
こ
の
【
一
段
】
で
は
、
滋
実
と
自
分
と
の
関
わ
り
の
契
機
、
そ
し
て

滋
実
の
顕
著
な
性
格
、
(
そ
れ
は
正
置
過
ぎ
て
一
本
気
な
所
は
あ
る
が
、



と
に
か
く
不
正
に
対
し
て
つ
ゆ
と
も
妥
協
し
な
い
潔
白
さ
が
あ
っ
た
こ

と
)
を
ま
ず
こ
の
【
一
段
】
で
特
記
す
る
。

段

9 

東
涯
第
一
州

分
憂
為
刺
史

盈
日
告
白
氷
雪

焼
身
帯
弦
矢

僚
属
銅
臭
多

錬
人
煎
骨
髄

土
風
絶
布
悪

股
勤
責
細
美

16 15 14 13 12 11 10 

段 土 人 僚 身 口憂東
動風を属ににひ涯
に布鎌主銅線号盈みをの
細の L 臭 らた分第
美悪て多ししけー
なし骨しててて州
るき髄 弦氷 刺

長t畠皇 宮君主
むちる 帯舎り

ぷみ

V

〔
藤
原
滋
実
の
陸
奥
で
の
国
守
と
し
て
の
功
績
・
徳
行
〕
(
そ
の
二
)

【
二
段
】
で
は
【
一
段
】
の
内
容
を
受
け
て
、
藤
原
滋
実
の
陸
奥
の
囲

守
と
し
て
の
功
績
及
ぴ
こ
の
徳
行
を
具
体
的
に
記
す
。

十
一
句
・
十
三
句
の
「
ロ
に
盈
た
し
て
氷
雪
を
含
み
/
身
に
続
ら
し
て

弦
矢
を
帯
ぷ
」
の
句
意
は
、
先
の
注
釈
害
Tv
の
中
で
須
藤
修
一
氏
が
具
体

的
に
考
察
し
て
い
る
よ
う
に
玉
、
滋
実
の
奥
州
固
守
と
し
て
の
実
直
な
仕

事
ぶ
り
を
活
写
し
て
い
る
内
容
に
と
ど
ま
ら
ず
、
滋
実
の
性
格
そ
の
も
の
、

つ
ま
り
、
「
口
に
巧
言
な
く
実
直
、
誠
実
で
、
わ
が
身
を
持
す
こ
と
に
は

厳
し
く
、
自
他
と
も
に
不
正
を
容
赦
し
な
か
っ
た
こ
と
」
を
高
く
評
価
し

て
い
る
点
に
注
視
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
対
極
と
し
て
、
悪
に
染
ま
っ
た

汚
職
ま
み
れ
の
人
聞
や
社
会
風
潮
を
次
の
段
か
ら
次
々
に
暴
露
し
て
い
く
。

段

24 23 22 21 20 19 18 17 

兼
金
又
重
裏

鷹
馬
相
共
市

市
得
於
何
慮

多
是
出
遺
跡

遁
都
最
猿
俗

震
性
皆
狼
子

債
直
甚
蛍
舷

弊
衣
朱
奥
紫

雲iZi告訴T25驚i整
"'" はの

?時宜ff堅持ま又

TiL?締結:zi
与Fソ Eι:ふ

、;空
ソる
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V

〔
藤
原
滋
実
の
陸
奥
で
の
国
守
と
し
て
の
功
績
・
徳
行
〕
(
そ
の
三
)

こ
の
【
三
段
】
で
は
【
二
段
】
を
受
け
て
、
藤
原
滋
実
の
人
と
な
り
と

対
極
に
位
置
す
る
、
人
聞
や
社
会
風
潮
を
具
体
的
に
列
記
す
る
。
こ
こ
で

は
京
の
法
秩
序
や
文
化
の
及
ぱ
ぬ
陸
奥
の
住
民
の
野
卑
さ
、
横
暴
き
を
記



す
。
こ
れ
は
こ
の
詩
の
先
に
制
作
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
「
銭
意
一
百
韻
」

の
太
宰
の
地
の
野
卑
き
を
記
す
箇
所
、
「
苦
味
の
塩
、
木
を
焼
き
/
邪
庫

の
布
銭
に
嘗
つ
/
殺
傷
軽
し
く
手
を
下
し
/
軍
盗
穏
や
か
に
肩
を
差
す
/

魚
袋
出
し
て
釣
を
垂
れ
/
扉
筆
舷
を
叩
く
に
換
ふ
/
貧
禁
販
米
を
輿
し
/

行
産
官
綿
と
し
て
貢
す
/
飽
蜂
方
に
息
を
遣
し
/
琴
聾
未
だ
絃
を
改
め

ず
」
(
七
十
一
句
l
八
十
匂
【
八
段
】
)
の
口
吻
と
酷
似
す
る
。

【
四
段
】

32 31 30 29 28 27 26 25 

分
寸
背
平
商

野
心
勃
然
起

自
士
口
夷
民
嬰

交
開
成
不
軌

遁
逗
嘗
無
事

兼
蔵
如
意
指

惣
領
走
京
都

議
前
顔
色
喜

議官惣i兼か運t交?士E乎分tm
f領3ね遁5関品ロとλ、主寸ん凶

め，うてし んよ勃埋も E"] 
前Iレ aeてt) ~た1平2 日

R idまi5:まit前回
ぱ"'"こき忌のて I』ぞ

跨去最重宇警2FZ
喜iすそ
ぷ如は

し

V

〔
藤
原
滋
実
の
陸
奥
で
の
国
守
と
し
て
の
功
績
・
徳
行
〕
(
そ
の
四
)

こ
の
【
四
段
】
で
は
、
紛
争
の
絶
え
な
い
事
由
が
陸
奥
の
住
民
の
性
格

に
拠
る
こ
と
を
記
す
。
そ
れ
は
裏
を
か
え
せ
ば
、
こ
の
よ
う
な
地
に
勇
ん

で
赴
き
、
統
治
し
よ
う
と
し
た
、
滋
実
の
多
大
の
労
苦
と
尽
力
を
、
改
め

て
読
み
手
に
想
起
さ
せ
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
後
半
よ
り
、
こ

う
し
た
住
民
を
利
用
し
、
わ
が
私
欲
を
肥
す
た
め
に
、
や
っ
き
に
な
っ
て

い
る
、
汚
職
ま
み
れ
の
受
領
た
ち
と
そ
の
悪
事
に
便
乗
す
る
京
の
小
役
人

ど
も
の
悪
事
を
赤
裸
々
に
活
写
し
て
い
く
。

【
五
段
】

40 39 38 37 36 35 34 33 

使
是
買
官
者

秩
不
知
年
幾

有
司
記
暦
注

細
書
三
四
紙

蹄
来
連
座
席

公
堂
倫
眼
視

欲
酬
他
日
費

求
利
失
綱
紀

利他公蹄細有秩E栢E
を日堂り書司 :ァ
求 の 来 す 年 ii

iiおiffi 
FX令書面記 2買
失 L 視に紙すか?

ふ春るき 自著
レり ら

ず
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V

〔
藤
原
滋
実
の
陸
奥
で
の
国
守
と
し
て
の
功
績
・
徳
行
〕
(
そ
の
五
)

こ
の
【
五
段
】
で
は
【
四
段
】
を
受
け
て
汚
職
ま
み
れ
の
あ
く
ど
い
受

領
と
京
都
に
い
る
官
僚
た
ち
の
癒
着
ぶ
り
が
、
赤
裸
々
に
詠
ま
れ
て
い
る
。

潔
癖
さ
に
お
い
て
誰
よ
り
も
己
れ
に
厳
し
か
っ
た
滋
実
が
、
こ
う
し
た
小



役
人
の
犠
牲
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
憤
り
を
暗
示
す
る
匂
内
容
と
な
っ
て
い

る
。
三
十
五
匂
・
三
十
六
匂
の
「
有
司
暦
注
を
記
す
/
細
書
す
る
こ
と

三
四
紙
」
三
十
七
匂
・
三
十
人
匂
の
「
蹄
り
来
た
ら
ば
座
席
に
連
な
り
/

公
堂
眼
を
倫
み
て
視
る
」
と
い
、
ヱ
ま
現
内
容
は
余
り
に
具
体
的
で
、
そ
こ

に
は
道
真
の
過
去
に
見
聞
し
た
国
司
時
代
の
実
体
験
が
投
影
さ
れ
て
い
る

と
考
え
る
し
か
な
い
よ
う
な
、
迫
力
が
あ
る
。

【
六
段
】

48 47 46 45 44 43 42 41 

官
長
有
剛
腸

不
能
不
切
歯

定
慮
明
札
察

屈
彼
無
廉
恥

盗
人
憎
主
人

致
死
融
所
以

精
霊
入
冥
漠

不
由
見
容
止

容精死盗彼定主歯官
止量を人のめを長
を冥致は廉tて切長
見漠し主恥ち慮Eら剛
るにて人無にぎ腸
に入所Eをき車L;る有
由り以ん憎を自主こら
あてをむ屈笠宮とば
ら 識しす晶能
ず る 叉は

巨ず
す

"" し

V

〔
藤
原
滋
実
の
陸
奥
で
の
国
守
と
し
て
の
功
績
・
徳
行
〕
(
そ
の
六
)

こ
の
【
六
段
】
で
は
【
五
段
】
の
受
領
と
京
都
在
住
の
役
人
と
の
癒
着

と
は
対
照
的
な
、
滋
実
の
筋
金
入
り
の
漂
白
さ
で
、
物
事
を
押
し
進
め
て

来
た
こ
の
こ
と
が
、
却
っ
て
悪
人
ど
も
の
恨
み
を
か
う
こ
と
に
な
り
、
命

を
落
と
す
こ
と
に
な
っ
た
無
念
き
を
、
強
い
慣
り
を
も
っ
て
詠
い
上
げ
る
。

そ
こ
に
は
、
太
宰
府
左
遷
に
到
る
我
が
身
の
顛
末
と
重
な
る
も
の
か
ら
く

る
心
情
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

【
七
段
】

56 55 54 53 52 51 50 49 

骸
骨
作
灰
塵

無
慮
停
音
旨

葬
来
十
五
旬

程
去
三
千
里

廻
環
多
日
月

重
複
幾
山
水

憶
昔
相
別
離

寧
知
濁
傷
設

事Z主義襲苦青書i管
知昔すす去てを
ら るよ停灰
む相幾多こりふ塵

ひ山くと来ζ ると
濁別水の三のに作な

日ぞ月五ffり

せと 五
らき 句
る
る
を
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V

〔
人
々
の
呪
誼
に
よ
り
命
を
落
と
し
た
藤
原
滋
実
へ
の
哀
悼
〕

(
そ
の
一
)

こ
の
【
七
段
】
よ
り
、
今
ま
で
滋
実
が
死
に
至
る
ま
で
の
い
き
さ
つ
の

推
測
か
ら
、
既
に
死
去
し
あ
の
世
に
旅
立
っ
た
滋
実
の
死
を
惜
し
み
悼
む

心
情
を
詠
む
も
の
に
変
わ
る
。



死
者
で
あ
る
滋
実
と
生
者
で
あ
る
自
分
自
身
と
が
二
人
だ
け
で
真
撃
に

対
時
し
、
赤
裸
々
な
心
情
を
吐
露
す
る
内
容
が
展
開
さ
れ
て
行
〈
。

【入段】

64 63 62 61 60 59 58 57 

君
閲
泉
壌
入

我
劇
泥
沙
委

天
西
奥
地
下

随
聞
第
英
始

英
罷
想
平
生

一
言
遺
在
耳

目
吾
被
陰
徳

死
生
将
報
爾

我君
はは
劇時間1
しか
くに
泥古泉Z

T持i
苧5・

-~突聞天
ますくの
Eるに西

将E菩りこ随主と
にてと Hr地
爾E陰E耳 罷 ゃ 干 の

ぢ徳tにみ人下
絵を在あ玉誉と
い被2りま是姶
んり 3Eいめ
とて 1 と
す 駅第
t zす

固
く

死
生

V

〔
人
々
の
呪
誼
に
よ
り
命
を
落
と
し
た
藤
原
滋
実
へ
の
哀
悼
〕

(
そ
の
二
)

【
七
段
】
に
続
き
、
死
者
の
滋
実
と
生
者
で
あ
る
自
身
と
の
一
対
一
の

対
時
が
な
さ
れ
て
い
る
。
滋
実
の
東
北
の
地
で
の
無
念
の
死
と
西
府
の
太

宰
の
地
で
諦
居
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
生
き
る
屍
と
な
り
つ
つ
あ
る
自

身
を
「
泉
壌
」
「
泥
砂
」
と
対
比
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
か
つ
て
道
真
に
誇
っ

た
滋
実
の
言
葉
を
想
い
起
こ
す
。
そ
こ
に
は
、
「
銭
意
一
百
韻
」
の
中
に

お
い
て
も
、
「
秋
夜
」
の
中
で
も
繰
り
返
し
詠
ま
れ
て
い
る
「
絶
望
的
な

孤
独
」
の
心
情
が
、
亡
き
友
滋
実
に
対
し
て
初
め
て
、
心
を
開
く
か
の
よ
う

に
、
自
分
の
今
の
心
情
を
語
り
か
け
よ
う
と
す
る
の
は
他
な
ら
ぬ
、
「
滋

実
」
が
「
死
者
」
(
あ
の
世
の
人
間
)
で
あ
る
こ
と
に
因
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
世
で
の
絶
望
が
あ
の
世
で
の
光
で
あ
っ
て
欲
し
い
切
な
る
願
い
が
込

め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

【九段】

72 71 70 69 68 67 66 65 

惟
魂
而
有
霊

莫
忘
奮
知
己

唯
要
持
本
性

終
無
所
傾
情

君
廠
我
凶
悪

撃
我
如
神
鬼

君
察
我
無
事

潟
我
請
冥
理

我君我君終唯奮惟ζ

が を にだきれ
矯我撃我傾目要tW'魂
にがつが情ぃ42'じきに
冥事Zこ凶す-l-をし
理無と患tる;;Ji:忘て
にき神を所 E る霊
請を鬼隊み無 iL"る有
へ察のばかヤν こら

せ如 ら iFとば
ばく し、莫な
せめか
よよれ
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曹
〔
人
々
の
呪
誼
に
よ
り
命
を
落
と
し
た
藤
原
滋
実
へ
の
哀
悼
〕

(
そ
の
三
)

【
人
段
】
を
受
け
こ
の
【
九
段
】
は
亡
き
友
滋
実
に
、
よ
り
具
体
的
に



今
の
心
情
を
、
激
情
が
ほ
と
ば
し
る
よ
う
に
、
声
高
に
詠
み
上
げ
る
。
今

生
き
て
い
る
人
間
に
働
き
か
け
る
術
を
持
た
ぬ
遺
真
に
と
っ
て
、
又
、
生

き
て
い
る
人
聞
が
自
分
の
無
実
を
晴
ら
し
、
京
に
呼
び
戻
し
て
く
れ
る
気

配
の
全
く
な
い
絶
望
感
の
中
で
、
今
、
道
真
が
す
が
り
た
い
の
は
、
「
公

正
な
神
」
の
存
在
で
あ
り
「
天
の
神
に
よ
る
公
正
な
裁
き
」
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
れ
を
滋
実
に
必
死
に
訴
え
願
つ
の
は
、
そ
の
「
自
分
」
と
「
天
の

神
」
と
の
仲
立
ち
の
役
目
で
あ
る
。
滋
実
が
「
死
者
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ

頼
め
る
願
い
で
あ
る
。
私
が
「
無
実
」
で
あ
る
か
否
か
、
公
正
な
る
天
の

神
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
必
ず
白
黒
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
く
れ
る
は
ず
だ
。

自
分
に
疾
し
さ
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
命
を
落
と
す
こ
と
も
辞
さ
な
い
。

も
し
無
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
天
下
の
者
に
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
欲

し
い
と
叫
喚
す
る
。
裏
を
返
せ
ば
「
無
実
」
が
晴
れ
な
い
の
は
、
「
天
の

神
」
の
不
在
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
言
う
。
こ
れ
は
須
藤
修
一
氏
の
論
ず

る
A
S
】
『
白
氏
文
集
』
「
突
孔
哉
」

Z
の
中
に
あ
る
、
優
れ
た
友
「
孔
哉
」
を

失
く
し
た
こ
と
に
対
し
白
居
易
が
、
天
の
神
に
訴
え
る
二
十
五
句
か
ら
三

十
二
匂
「
賢
者
の
生
民
を
矯
む
る
/
生
死
懸
っ
て
天
に
在
り
/
天
人
を

愛
せ
ず
と
謂
は
ぱ
/
胡
第
れ
ぞ
其
の
賢
を
生
ず
/
天
呆
し
て
人
を
愛
す

と
矯
さ
ば
/
胡
第
れ
ぞ
其
の
年
を
奪
ふ
/
註
荘
た
る
元
化
の
中
/
誰
か
此

の
知
き
権
を
執
る
」
の
匂
内
容
、
つ
ま
り
「
天
命
は
だ
れ
が
握
っ
て
い
る

の
か
」
と
い
う
切
な
る
問
い
掛
け
が
、
投
影
さ
れ
て
い
る
と
見
て
間
違
い

な
い
と
思
う
。

【十段】

80 79 78 77 76 75 74 73 

冥
理
遂
無
決

自
議
長
己
失

言
之
涙
千
行

生
路
今
如
此

聞
之
腸
九
嶋

幽
途
復
何
似

拙
詞
四
百
言

以
代
使
君
諒

冥
理
遂
に
決
す
る
こ
と
無
く
ん
ぱ

姦
れ
よ
り
長
く
己
み
な
ん

5
 

言
え
ば
涙
千
行

生
路
今
此
の
ご
と
し

聞
け
ば
腸
九
帥
押
す

い

か

幽
途
復
た
何
似
ん

拙
調
四
百
言

以
て
使
君
の
諒
に
代
へ
ん
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V

〔
人
々
の
呪
誼
に
よ
り
命
を
落
と
し
た
藤
原
滋
実
へ
の
哀
悼
〕

(
そ
の
四
)

そ
し
て
【
九
段
】
を
受
け
、
七
十
二
一
・
七
十
四
句
の
「
冥
理
遂
に
決

す
こ
と
無
く
ん
ぱ
/
葱
れ
よ
り
長
く
巳
み
な
ん
」
の
匂
意
が
前
述
し
た
白

詩
「
突
孔
蛾
」

Z
の
三
十
一
句
・
三
十
二
句
「
荘
荘
た
る
元
化
の
中
/
誰

か
此
の
如
き
権
を
執
る
」
の
内
容
と
表
裏
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す

る
ロ
白
居
易
が
直
接
的
に
天
の
神
の
「
在
」
「
不
在
」
を
問
い
掛
け
る
の

に
対
し
、
道
真
は
一
歩
ひ
か
え
た
腕
曲
的
な
表
現
に
徹
し
て
い
る
は
、
道

真
の
今
の
置
か
れ
て
い
る
立
場
の
不
安
定
さ
を
暗
示
す
る
。
そ
の
揺
れ
る

心
情
が
、
最
後
の
匂
へ
と
一
気
に
流
れ
て
行
く
。
そ
し
て
君
を
悼
む
気
持



ち
を
、
本
来
な
ら
ば
「
諌
」
の
文
体
で
綴
る
べ
き
だ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の

自
分
の
心
情
は
、
こ
の
五
言
古
詩
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
し
か
、
言
い
尽
せ

な
か
っ
た
と
、
こ
の
一
文
を
止
め
る
の
で
あ
る
。

四

以
上
、
全
人
十
匂
を
便
宜
上
、
人
句
ず
つ
十
段
落
に
分
け
て
概
略
を
述

べ
て
き
た
。
こ
こ
で
改
め
て
各
段
落
と
の
つ
な
が
り
を
考
察
し
て
み
る
。

す
る
と
、
前
述
の
井
上
氏
の
「
諌
」
の
言
及
に
、
こ
の
道
真
の
詩
を
充
て

て
考
察
す
れ
ば
、
こ
の
作
品
の
構
成
が
上
手
く
説
明
で
き
る
よ
う
に
恩
つ
。

つ
ま
り
、

V

[
圃
固
・
回
国
自
国
・
岡
国
同
国
・
閑
国
]

【徳行】

↓
(
藤
原
滋
実
の
陸
奥
の
国
守
と
し
て
の
功
績
・
徳
行
)

V

[
開
聞
凶
・
同
開
凶
問
問
凶
問
問
凶
]

【哀悼】

4
(藤
原
滋
実
が
人
々
の
呪
誼
に
よ
り
命
を
落
と
し
た
そ
の
死
を
悲
し

む
)

「
前
半
」
で
藤
原
滋
実
の
生
前
の
徳
を
誉
め
、
「
後
半
」
で
そ
の
死
を
悲

し
む
と
い
う
、
井
上
氏
の
言
及
す
る
「
称
え
る
事
と
哀
悼
す
る
事
が
両
立

す
る
記
述
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

そ
し
て
、
次
に
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
は
な
ぜ
、
道
真
が
、
こ

の
詩
を
古
代
中
国
で
制
作
さ
れ
て
き
た
「
諒
」
の
文
体
を
意
識
し
、
そ
れ

に
倣
っ
た
構
成
に
し
つ
つ
も
、
「
謝
」
で
は
な
く
、
「
諒
」
に
代
わ
る
「
到

言
古
詩
」
の
ス
タ
イ
ル
に
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

私
論
だ
が
、
道
真
自
身
が
、
こ
の
「
五
言
古
詩
」
こ
そ
が
、
我
が
心
情

を
吐
露
で
き
る
最
も
意
を
得
た
作
詩
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
か

ら
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
る
。
そ
の
根
拠
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で

ホ
マ
@
。井

上
氏
が
言
及
す
る
よ
う
に
、
「
諒
」
な
ら
ば
、
「
四
字
句
」
を
押
韻
す

る
「
額
」
で
綴
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
こ
と
。
又
、
「
鳴
呼
哀
哉
」
と
い

う
四
字
の
哀
悼
の
定
酒
匂
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
立
制
約
が
あ

る
の
に
比
し
て
、
古
詩
に
は
そ
う
し
た
制
約
が
全
く
な
い
点
、
そ
し
て
何

よ
り
も
「
五
言
古
詩
」
へ
の
こ
だ
わ
り
が
道
真
自
身
に
あ
っ
た
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
筆
者
が
、
百
韻
と
い
う
大
作
「
銭
意

一
百
韻
」
が
五
一
言
一
排
律
で
あ
っ
た
こ
と
。
そ
し
て
、
こ
の
大
作
の
あ
と
に

こ
の
「
央
奥
州
藤
使
君
」
が
詠
ま
れ
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
絞
意
一
百
韻
」
と
「
突
奥
州
藤
使
君
」
は
当
時
の
道
真
の
心
情
を
窺
え

る
「
表
裏
一
体
」
の
大
作
で
は
な
い
か
と
分
析
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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【注】
(
1
)
「
央
奥
州
藤
世
君
」
他
一
縞
(
『
菅
草
後
集
』
)
全
注
釈
(
一
一
)

焼
山
贋
志
監
暢
「
道
真
樟
の
金
」
捕
大
洋
印
刷
平
成
二
十
宜
年
一
月

(
2
)
菅
原
道
真
研
究
|
音
量
後
差
金
注
釈
さ
十
五
)

国
語
国
文
学
研
究
(
熊
本
大
学
文
学
部
)
第
四
十
人
号
平
成
二
十
宜
年
二
月

(3)
「
総
括
考
察
①
「
輔
央
奥
州
車
使
君
」
に
投
影
さ
れ
た
『
自
民
主
鼻
』
の
一
考

察
須
藤
修
一
〔
「
央
奥
州
藤
使
君
」
他
一
編
(
『
菅
草
後
鼻
』
)
全
注
釈
(
二
)
〕

(
4
)
百
氏
文
盆

「
蜘
央
孔
哉
」
を
以
下
に
引
用
す
る
園

格
面
誰
不
死

昌
明
死
聞
長
貴

我
是
知
験
者

間
之
梯
法
然

践
世
山
東
軍

非
義
不
可
干

揖
衣
向
西
来

某
道
直
如
絃

書
量日

人
人
以
鶏
雄

合
置
在
朝
端 側E

措
陪
誰
か
死
せ
ざ
ら
む

長
安
に
聞
ゆ

也
聞
が
死

我
は
是
れ
磁
を
知
る
者

之
を
聞
い
て
骨
法
然
た
り

畿
は
山
東
軍
の
世
た
り

義
に
非
ず
ん
ば
干
(
も
と
)
む
べ
か
ら
ず

衣
を
揖
ひ
酉
に
向
っ
て
来
る

其
の
遭

直
(
な
お
)
き
こ
と
舷
の
加
し

事
に
従
ひ
此
の
如
き
を
得
る
は

人

人
以
て
難
し
と
鶏
す

人
は
言
ふ
明
明
の
代

合
(
ま
さ
)
に
置
い
て
朝
端
に
在
ら
し
む
べ
し

或
望
居
謙
司

有
事
蔵

書

或
望
居
置
府

有
邪
蔵
品
弾

惜
哉
両
不
脅

没
歯
鴻
閣
官

寛
子
小
得
一
目

春
春
立

高

形
骸
従
来
人

舷
葬
北
部
山

刑
制
剛
劇
内

置
車
蹄
其
問

賢
者
震
生
民

出
荷
思
租
売

剖問
克
原
動
見

胡
靖
生
其
賢

創
売
場
勤
元

副
体
紙
北
端

荘
荏
元
化
中

輯
執
刺
陥
掛

或
は
諌
司
に
居
か
ん
こ
と
を
望
む

事
有
ら
ぱ
欝
必
ず
冒
は
ん
と
。

或
は
憲
府
に
居
か
ん
こ
と
を
望
む

邪
有
ら
ぱ
稜
必
ず
弾
(
た
だ
)
さ
ん
と
。

惜
し
い
か
な
。
両
(
ふ
た
)
つ
な
が
ら
脅
(
か
な
)
は
ず
。

歯
(
よ
は
ひ
)
を
没
(
を
は
)
る
ま
で
閣
官
た
り
。

寛
(
つ
ひ
)
に
一
日
も

畠
青
春
(
け
ん
け
ん
)
と
し
て
君
前
に
立
つ
を
得
ず
固

形
骸
呆
人
に
従
ひ

北
時
山
に
敏
葬
(
れ
ん
ぞ
う
)
す

z 
剛
耐
の
内

ω 

直
集
其
の
聞
に
蹄
す

E
E者
町
酌
同
志
節
目
r
E
E〕
郎
副

出
宛
蝿
引
で
完
叫
一
極
h

引

珂
I

U

刈
む
艶
4
4引いか叫間出回「

開
愈
〔
お
以
下
〕
和
劇
、
動
町
ERMmE明則

元
県
じ
で
N
t町
時
島
世

ι創
芯
叫

制
愈

l

l

〔
劃
以
下
u
l
l

和
剥
蛇

I

町
牢
記
事
以
刷

註
荏
た
る
元
化
の
中

輯
が
川
崎
町
一
四
b
F
掛
L
U
耕
匂

(
本
文
は
朱
金
瞳
鐘
校
『
白
居
易
量
轟
校
』
〔
上
海
古
籍
出
版
社
〕
に
拠
る
)
。

(
訓
は
続
園
長
漢
文
大
成

『白
聖
天
詩
集
』
に
概
ね
従
う
。
)



(
原
文
中
町
樟
線
は
、
道
真
の
詩
に
引
か
れ
て
い
る
詩
句
)

(
原
文
中
町
点
組
は
、
道
真
の
詩
内
容
に
間
接
的
な
投
罷
が
窺
え
る
詩
句
)

こ
の
障
の
大
量
は
院
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

私
(白
居
島
)
は
孔
織
の
死
を
聞
い
て
そ
ぞ
ろ
に
涙
を
施
し
た
.
孔
睡
眠
は
か
つ
て
山

東
町
節
度
府
(
地
方
量
官
町
役
所
)
で
寧
ー
・
紀
{
文
書
嘩
}
で
あ
っ
た
と
き
、
従
史

(
小
役
人
)
の
不

E
を
揮
し
と
せ
ず
、
禍
気
を
理
由
に
官
聴
を
中
量
で
辞
し
て
、
措

畠
に
帰
っ
て
き
た
.

耐

の

河

川

な

こ

と

は

弓

少
し
も
幽
が
引
た
と
こ
ろ
は
な
J

川
。
そ
の
桂
、

二
つ
の
要
職
町
話
が
あ
っ
た
が
、
惜

し
い
か
な
、
ニ
っ
と
も
叶
わ
な
い
で
閑
職
に
い
て

一
生
を
酔
え
た
.
そ
の
た
め
判

封
叫
刷
剣
も
空
L
〈
婚
に
帰
し
て
し
ま
っ
た
。
天
が
万
民
を
量
す
る
も
の
だ
と
す

る
の
な
ら
ば
‘
何
故
に
孔
慢
の
寿
命
を
事
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
天
命
は
、
一
体
だ

れ
が
握
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
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(
続
固
訳
漢
文
大
鹿
『
白
畢
天
詩
集
」

(
や
き
や
ま
ひ
ろ
し
/

大
学
院
文
学
研
究
科
第
七
回
修
了
/
有
明
高
専
)
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