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白
居
易
は
官
能
の
詩
人
で
あ
る
。
ま
た
、「
物
の
あ
は
れ
」
を
知
る
「
多
情
の
人
」
で
あ
っ
た
。
本
書
を
「
恋
情
文
学
論
」
と
名

付
け
る
の
は
、
白
居
易
の
「
多
情0

」
な
本
質
が
、「
恋0

愛
」
を
め
ぐ
る
文
学
に
最
も
顕
著
に
現
れ
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

本
書
に
い
う
「
恋
情
」
と
は
、「
異
性
を
恋
い
慕
う
感
情
」
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
「
恋
」
の
語
も
、「
異
性
を
恋
い
慕
う
」
意

味
に
限
定
し
て
用
い
る
。
む
ろ
ん
「
同
性
に
対
す
る
恋
（
情
）」
と
い
う
も
の
も
存
在
す
る
の
で
は
あ
ろ
う
。
白
居
易
の
場
合
で
も
、

親
友
元
稹
へ
の
「
友
情
」
を
詠
じ
た
と
さ
れ
る
詩
の
中
に
は
、
む
し
ろ
「
恋
情
」
の
語
を
冠
し
た
く
な
る
よ
う
な
作
品
が
含
ま
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
一
般
的
に
は
、
家
族
や
故
郷
に
対
す
る
「
思
慕
の
情
」
を
、「
恋
」
や
「
恋
情
」
の
語
を
以
て
表
現
す
る
場
合
も

あ
り
得
た
。
例
え
ば
、
早
期
の
用
例
で
あ
る
王
粲
の
「
従
軍
詩
」（『
文
選
』
巻
二
七
）
に
は
、「
征
夫 

親
戚
を
懐
ふ
、
誰
か
能
く
恋
情

0

0

無
か
ら
ん
」
と
詠
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
「
恋
情
」
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
「
親
戚
」
の
内
に
は
、
む
ろ
ん
男
女
の
双
方
が
含

ま
れ
て
い
た
に
相
違
な
い
。
ま
た
、
そ
の
感
情
は
、
一
般
的
な
「
思
慕
の
情
」
と
解
す
る
の
が
よ
く
、「
異
性
を
恋
い
慕
う
情
」
と

は
、
や
は
り
異
質
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
本
来
「
恋
（
情
）」
の
対
象
や
感
情
は
幅
広
い
の
で
は
あ
る
が
、
本
書
に
お

い
て
は
、
そ
れ
を
「
異
性
を
恋
い
慕
う
感
情
」
の
意
味
に
限
定
し
て
用
い
た
。
そ
れ
は
、
一
つ
に
は
、
論
旨
の
鮮
明
化
を
顧
慮
し
て

の
措
置
で
あ
り
、
ま
た
、「
異
性
を
恋
い
慕
う
感
情
」
が
、
人
間
存
在
に
と
っ
て
「
最
も
根
源
的
な
感
情
の
一
つ
」
で
あ
る
と
判
断

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

次
に
、「
恋
愛
」
と
い
う
用
語
も
、
本
書
に
お
い
て
多
用
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
こ
の
語
を
「
男
女
が
互
い
に
恋
い
慕
う
こ
と
」
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の
意
味
と
し
て
用
い
た
。
念
の
た
め
先
の
「
恋
情
」
と
の
相
違
を
述
べ
て
お
け
ば
、「
恋
情
」
の
語
が
、
主
に
「
感
情
（
の
働
き
）」

に
着
目
し
た
用
語
で
あ
る
の
に
対
し
、「
恋
愛
」
の
語
は
、「
行
為
」
や
「
現
象
」
の
側
面
に
重
き
を
置
い
た
術
語
と
し
て
用
い
て
い

る
。
周
知
の
よ
う
に
、「
恋
」
と
「
愛
」
と
の
混
成
語
で
あ
る
こ
の
言
葉
は
、
西
洋
の
「
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｅ
」
の
訳
語
と
し
て
明
治
期
に
創

作
さ
れ
た
「
新
造
語
」
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
安
易
に
古
典
文
学
に
援
用
す
る
の
は
軽
率
で
あ
る
と
の
批
判
も
あ
り
得

よ
う
。
し
か
し
、「
男
女
が
互
い
に
恋
い
慕
う
」
と
い
う
「
行
為
」
そ
れ
自
体
は
、
太
古
か
ら
の
連
綿
た
る
営
為
な
の
で
あ
り
、
洋

の
東
西
を
問
わ
ぬ
、
人
間
に
普
遍
な
「
現
象
」
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
そ
う
し
た
「
行
為
」
や
「
現
象
」
を
、
近
代
の
用

語
を
借
り
て
「
恋
愛
」
と
称
し
た
と
し
て
も
、
学
術
研
究
の
許
容
範
囲
を
逸
脱
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
判

断
か
ら
、
本
書
に
お
い
て
は
、「
恋
愛
」
と
い
う
用
語
を―

古
今
東
西
を
一
貫
し
て
き
た―

「
男
女
の
恋
（
特
に
そ
の
営
為
や
現

れ
）」
を
意
味
す
る
術
語
と
し
て
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

唐
代
、
そ
れ
も
白
居
易
の
生
き
た
中
唐
に
至
る
ま
で
の
中
国
文
学
は
、『
詩
経
』
や
南
朝
の
楽
府
を
除
け
ば
、
お
お
む
ね
「
恋
情

の
率
直
な
表
出
」
や
「
恋
愛
行
為
の
描
写
」
を
、「
俗
な
る
も
の
」
と
し
て
否
定
し
て
き
た
。
そ
う
し
た
、
い
わ
ば
偏
頗
な

0

0

0

伝
統
に
、

「
人
情
の
自
然
」
と
い
う
観
点
か
ら
根
本
的
な
変
革
を
促
し
た
の
が
、
中
唐
の
「
恋
情
」
文
学
で
あ
り
、
就
中
、
白
居
易
の
文
学
な

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
最
も
よ
く
象
徴
す
る
作
品
が
、「
長
恨
歌
」
で
あ
っ
た
と
、
筆
者
は
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

玄
宗
と
楊
貴
妃
の
悲
恋
を
詠
じ
た
「
長
恨
歌
」
は
、
中
国
恋
愛
詩
の
代
表
作
と
し
て
名
高
い
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
多

情
な
官
能
の
詩
人
」
と
い
う
白
居
易
の
資
質
を
ま
っ
て
、
は
じ
め
て
生
ま
れ
得
た
傑
作
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
長
恨
歌
」
は
、
瞬
く
間

に
一
世
を
風
靡
し
、
や
が
て
海
を
越
え
、
日
本
へ
と
将
来
さ
れ
た
。
平
安
朝
の
貴
族
た
ち
は
男
女
と
も
に
「
歌
」
を
、
そ
し
て
『
白

氏
文
集
』
そ
の
も
の
を
愛
好
し
、
結
果
、
白
居
易
の
文
学
は
、
漢
文
学
（
男
手
）
の
み
な
ら
ず
『
源
氏
物
語
』
を
筆
頭
と
す
る
仮
名

文
学
（
女
手
）
の
世
界
に
ま
で
、
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
。
一
方
、「
長
恨
歌
」
は
、

中
国
に
お
い
て
も
、
様
々
な
後
継
作
を
生
ん
だ
。
元
・
白
樸
の
『
梧
桐
雨
』
や
清
・
洪
昇
の
『
長
生
殿
』
は
そ
の
代
表
で
あ
る
。
ま

た
、『
白
氏
文
集
』
全
体
も
、
同
じ
く
、
後
世
の
各
時
代
に
熱
心
な
愛
好
者
を
持
ち
、
そ
の
時
代
の
詩
風
や
詩
論
に
、
大
き
な
影
響

を
与
え
続
け
て
き
た
。

こ
う
し
た
諸
事
実
か
ら
帰
納
で
き
る
こ
と
は
、
白
居
易
の
文
学
に
は
、
読
む
者
に
時
空
を
越
え
て
共
感
を
抱
か
せ
る
、「
普
遍
的

な
魅
力
」
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
普
遍
的
な
魅
力
」
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
要
因
を

解
明
す
る
こ
と
が
、
本
書
の
第
一
の
目
的
で
あ
る
。

本
書
の
第
二
の
目
的
は
、「
長
恨
歌
」
の
大
流
行
を
可
能
に
し
た
、
中
唐
の
価
値
観
や
美
意
識
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

作
品
と
読
者
と
の
間
に
「
共
感
」
が
生
ま
れ
る
た
め
に
は
、「
作
品
が
内
包
す
る
魅
力
」
と
同
時
に
、
読
者
の
側
に
も
、
そ
れ
を
享

受
し
得
る
だ
け
の
「
成
熟
」
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
作
品
の
魅
力
と
享
受
者
の
成
熟
と
が
、
同
一
の
価
値
観
や
美
意
識
の
上
で
結
ば
れ

た
時
に
、
よ
り
深
い
次
元
で
の
「
共
感
」
が
生
ま
れ
得
る
の
だ
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。「
長
恨
歌
」
が
中
唐
に
大
流
行
を
み

た
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
、
作
品
と
享
受
者
と
の
「
共
鳴
＝
共
感
」
の
現
象
が
、
不
可
欠
な
要
因
と
し
て
作
用
し
て
い
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

本
書
の
第
三
の
目
的
は
、「
長
恨
歌
」
に
代
表
さ
れ
る
中
唐
の
恋
情
文
学
が
、
そ
の
後
の
中
国
文
学
史
に
与
え
た
影
響
を
、
明
ら

か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
内
藤
湖
南
（
一
八
六
六
〜
一
九
三
四
）
が
、
唐
〜
宋
の
期
間
を
、
中
国
史
の
分
水
嶺
と
規
定
し
て
以
来
、「
唐

宋
変
革
論
」
は
、
文
学
研
究
に
お
い
て
も
、
一
つ
の
大
き
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
「
変
革
」
の
胎
動
は
中
唐
に
始
ま
っ
た
、

と
す
る
の
が
、
今
日
、
文
学
研
究
者
の
ほ
ぼ
一
致
し
た
見
方
で
あ
ろ
う
。「
恋
情
」
文
学
の
視
座
か
ら
文
学
史
を
展
望
し
た
場
合
に

も
、
白
居
易
を
中
心
と
す
る
中
唐
の
恋
情
文
学
が
、
そ
の
後
の
中
国
文
学
に
与
え
た
、
本
質
的
な
影
響
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
本
書
の
後
半
で
は
、
そ
の
点
を
も
論
証
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
文
学
研
究
の
方
法
や
対
象
は
様
々
で
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
が
一
貫
し
て
興
味
を
抱
い
た
テ
ー
マ

は
、
作
品
の
主
題
で
あ
り
、
詩
人
の
本
質
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
研
究
者
と
し
て
相
応
し
い
姿
勢
な
の
か
否
か
、
諸
賢
の
判
断
は
一
様

sam
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で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
筆
者
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
「
作
品
」
や
「
詩
人
」
の
深
部
へ
と
、
作
品
と
の
対
話
を
通

し
て
、
ひ
た
す
ら
に
潜
行
し
て
ゆ
く
営
為
と
感
ぜ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
「
潜
行
」
が
、
一
方
で
、
視
野
の
「
拡
大
」
と
も
連
動

し
て
い
た
と
す
れ
ば
、「
井
底
の
蛙か
は
づ
」
の
弊
害
は
、
幾
ば
く
か
で
も
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
、
そ
う
し
た
筆
者

の
「
管
見
」
を
以
て
、
白
居
易
と
そ
の
文
学
全
体
に
一
貫
す
る
本
質
、
及
び
、
そ
の
文
学
史
に
お
け
る
価
値
を
展
望
し
よ
う
と
し
た
、

「
蟷
螂
が
斧
」
的
な
試
み
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
究
極
的
に
は
、
誰
し
も
に
枷
せ
ら
れ
た
「
限
界
」
で
も
あ
ろ
う
。
そ
の
思
い

に
鼓
舞
さ
れ
て
、
敢
え
て
白
居
易
の
本
質
を
述
べ
れ
ば
、
筆
者
に
は
「
多
情
な
官
能
の
詩
人
」
と
推
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

白
居
易
は
、
花
を
愛
で
、
酒
を
嗜
み
、
女
性
を
愛
し
た
。
音
楽
も
美
食
も
睡
眠
も
好
き
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
「
五
官
（
感
）」
の

全
て
を
使
っ
て
「
生
」
を
謳
歌
し
た
詩
人
で
あ
っ
た
。
一
方
で
彼
に
は
、「
身
体
」
と
「
感
情
」
と
は
同
根
に
し
て
一
体
の
も
の
で

あ
る
、
と
の
確
信
が
あ
っ
た
。「（
感
）
情
」
は
、『
毛
詩
（
詩
経
）』
大
序
が
述
べ
る
よ
う
に
、
全
て
の
詩
作
の
源
泉
で
あ
る
。
白
居
易

は
、
そ
の
「
感
情
」
に
誰
よ
り
も
恵
ま
れ
た
「
多
情
な
」
詩
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
多
情
さ
」
と
「
情
の
根
源
性
に
対
す
る
認
識
の

深
さ
」
こ
そ
が
、
白
居
易
文
学
の
本
質―
少
な
く
と
も
そ
の
重
要
な
一
面―

な
の
で
あ
る
。
彼
の
内
な
る
「
情
」
は
、
認
識
と

実
感
の
双
方
に
お
い
て
、
彼
の
「
身
体
」
と
殊
の
ほ
か
密
接
に
連
関
し
て
い
た
。
こ
の
「
情
」
と
「
身
体
」
と
の
「
密
着
の
強
さ
」

こ
そ
が
、「
身
心
の
（
快
）
適0

」
を
生
涯
希
求
し
続
け
た
「
官
能
の
詩
人
」
と
し
て
の
特
質
を
決
定
づ
け
た
の
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
う

し
た
考
え
に
基
づ
い
て
、
白
居
易
を
「
多
情
な
官
能
の
詩
人
」
と
規
定
し
た
。
む
ろ
ん
そ
れ
は
、
諷
諭
・
閑
適
・
感
傷
の
類
別
を
一

貫
す
る
「
白
詩0

の
特
質
」
と
し
て
顕
現
し
て
い
る
。
中
で
も
、
そ
れ
が
最
も
顕
著
に
発
揮
さ
れ
た
分
野
の
一
つ
が
、
恋
愛
詩
で
あ
っ

た
と
思
し
い
。
本
書
が
主
要
な
考
察
の
対
象
と
し
た
「
長
恨
歌
」
こ
そ
は
、
そ
う
し
た
白
居
易
の
特
質
が
、
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
た

恋
愛
詩
の
最
高
傑
作
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
、
詩
人
白
居
易
の
本
質
を
、
概
ね
以
上
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。

こ
う
し
た
筆
者
の
白
居
易
観
に
対
し
て
は
、「
恋
情
や
恋
愛
に
偏
向
し
た
特
殊
な
認
識
に
す
ぎ
な
い
」
と
の
批
判
も
、
当
然
あ
り

得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
白
居
易
の
本
質
を
「
詩
人
」
と
捉
え
る
な
ら
ば
、「
詩
は
情
の
発
露
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
自
体
は
極

め
て
「
平
凡
な
も
の
」
で
あ
り
、「
詩
人
」
白
居
易
の
本
質
は
、
そ
う
し
た
「
平
凡
な
る
真
実
」
に
支
え
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
の

が
、
筆
者
の
基
本
認
識
な
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
元
和
四
年
（
八
〇
九
）
十
月
、
左
拾
遺
で
あ
っ
た
白
居
易
は
、
宦
官
を
軍
の
総
帥
に
任
命
せ
ん
と
し
た
憲
宗
に
面
と
向

か
っ
て
「
陛
下
誤
て
り
」
と
直
言
し
、
皇
帝
の
顔
色
を
変
え
さ
せ
た
（『
新
唐
書
』
本
伝
）。
国
家
（
公
お
お
や
け）
の
た
め
に
、（
中
央
官
僚
と
し
て

の
）
個
の
生
存
を
賭
し
て
ま
で
諫
言
し
た
そ
の
正
義
感
は
、
中
国
士
大
夫
の
純
良
な
る
伝
統
の
発
現
で
あ
り
、
確
か
に
白
居
易
が
自

己
の
恋
情
や
恋
愛
に
埋
没
す
る
体て
い

の
「
個
人
主
義
者
」
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
明
証
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
諫
官
と
し
て
の

「
情
熱
」
と
「
正
義
感
」
の
来
源
を
さ
ら
に
深
く
遡
求
し
た
な
ら
ば
、
究
極
的
に
は
、
白
居
易
の
「
詩
人
と
し
て
の
誠
実
さ
」
に
逢

着
す
る
は
ず
で
あ
り
、「
新
楽
府
」
等
の
諷
諭
詩
も
、
そ
う
し
た
「
誠
実
さ
」
を
母
胎
と
し
て
詠
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違

な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
「
誠
実
さ
」
を
支
え
た
根
本
こ
そ
は
、「
詩
は
情
の
発
露
で
あ
る
」
と
い
う
、
白
氏
の
「
平
凡
な
る
」
認
識

と
実
感
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
、
類
い
希
な
る
平
衡
感
覚
に
恵
ま
れ
た
「
詩
人
」
白
居
易
の
「
原
点
」
な
の
で
あ
っ
た
。

「
元
九
に
与
ふ
る
書
（
与
元
九
書
）」
が
明
言
す
る
よ
う
に
、
白
居
易
に
と
っ
て
「
情
」
と
は
、「
個
人
の
感
情
」
を
越
え
て
「
普
遍

の
人
情
」
へ
と
通
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
人
情
の
普
遍
」
と
は
、「
人
情
の
自
然
」
と
ほ
ぼ
同
質
の
認
識
で
あ
り
、
こ
れ
が
、
白
居

易
の
「
身
心
の
（
快
）
適
」
を
希
求
す
る
態
度
を
根
底
で
支
え
、
ま
た
一
方
に
お
い
て
は
、「
恋
情
」
や
「
恋
愛
」
に
対
す
る
肯
定
的

な
態
度
を
支
え
て
も
い
た
。
敢
え
て
簡
略
化
す
れ
ば
、「
情
の
普
遍
性
」
が
諷
諭
詩
を
、「
情
の
身
体
性
」
が
閑
適
詩
を
、「
情
の
根

源
性
」
が
恋
愛
詩
（
感
傷
詩
）
を
、
支
え
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
諷
諭
詩
や
閑
適
詩
や
恋
愛
詩
と
い
っ
た
、
白

居
易
の
「
個
性
的
で
特
殊
な
」
文
学
は
、
何
れ
も
「
詩
は
情
の
発
露
で
あ
る
」
と
い
う
「
平
凡
な
る
」
認
識
と
実
感
と
に
支
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。「
平
凡
な
こ
と
の
ほ
う
が
非
凡
な
こ
と
よ
り
も
よ
ほ
ど
非
凡
な
の
だ
」
と
Ｇ
・
Ｋ
・
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
も
述
べ
て
い

る
が
（『
正
統
と
は
何
か
』）、
そ
れ
は
恐
ら
く
、
真
実
な
の
で
あ
る
。

「
恋
愛
」
や
「
恋
情
」
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
し
た
「
平
凡
な
る
も
の
」
と
し
て
、
古
今
東
西
の
文
化
に
遍
く
存
在
し
続
け
て
き
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た
。「
人
為
」
を
重
ん
ず
る
中
国
の
儒
家
思
想
が
、「
恋
情
」
を
「
俗
情
」
と
し
て
捉
え
、
そ
の
詠
出
や
表
現
を
殊
更
に
抑
制
し
て
き

た
背
景
に
も
、
そ
う
し
た―

恋
情
は
自
然

0

0

で
あ
り
、
俗0

で
あ
る
と
い
う―

前
提
が
、
暗
黙
の
内
に
作
用
し
て
い
た
も
の
と
推
定

さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
に
却
っ
て
、「
恋
情
」
は
、
中
国
の
文
化
や
詩
人
の
本
質
を
究
明
す
る
う
え
で
、
極
め
て
重
要
な
視

点
に
な
り
得
る
、
と
い
う
の
が
、
筆
者
の
判
断
な
の
で
あ
る
。

本
書
を
『
白
居
易
恋
情
文
学
論
』
と
名
付
け
た
背
景
に
は
、
お
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
認
識
が
潜
在
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
考
え

方
が
、
正
鵠
を
射
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
、
そ
れ
は
、
本
書
を
一
読
い
た
だ
い
た
諸
賢
の
判
断
に
委
ね
る
ほ
か
は
な
い
。
筆
者
と
し

て
は
、
た
だ
本
書
が
、
従
来
の
白
居
易
研
究
に
と
っ
て
な
に
が
し
か
意
味
の
あ
る
、
新
た
な
知
見
を
提
供
し
得
て
い
る
こ
と
を
願
う

ば
か
り
で
あ
る
。
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