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オー＝寸ー

賀

「
鬼
仙
」

に
つ
い
て
の

一
考
察

－
｜
李
日
「
天
仙
」
と
の
比
較
か
ら
｜
｜

千麦

藤

友

里

，，旬、

一、...... 

中
唐
の
李
賀
（
七
九
一

l
八
一
七
、
字
は
長
吉
）
は
、
中
国
に
あ
っ
て
唯
一

「
鬼
才
」
と
称
さ
れ
た
詩
人
で
あ
る
。
そ
の
詩
の
特
異

性
は
、
古
来
よ
り
多
く
の
注
釈
家
や
研
究
者
に
注
目
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
宋
の
厳
羽
も
そ
の
特
異
性
に
注
目
し
た
一
人
で
あ
り
、

「
槍
浪
詩
話
』

（
詩
評
）
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
評
す
。

人
言
太
白
仙
才
、
長
吉
鬼
才
、
不
然
。
太
白
天
仙
之
詞
、
長
吉
鬼
仙
之
調
耳
。

「
太
白
」
と
は
、
「
詩
仙
」
と
も
呼
ば
れ
る
李
白
（
七
O
一
1
七
六
二
〉
の
こ
と
。
厳
羽
は
李
白
の
「
伯
才
」
に
対
比
さ
せ
る
形
で
、
李

（

l
）
 

賀
の
「
鬼
才
」
を
と
ら
え
て
い
る
。
こ
の
文
に
つ
い
て
荒
井
健
氏
は
、
「
厳
羽
は
、
李
白
と
李
賀
を
天
上
的
才
能
、
冥
界
的
才
能
と
表

現
す
る
だ
け
で
は
あ
き
た
ら
ず
、
本
物
の
天
界
の
人
、
冥
界
の
人
が
口
を
聞
い
た
の
が
彼
ら
の
詩
だ
、
と
い
う
の
だ
ろ
う
」
と
解
釈
さ

71 



72 

れ
る
。「

槍
浪
詩
話
』
は
、
李
白
を
「
天
仙
」
と
呼
ぴ
、
李
賀
を
「
鬼
仙
」
と
呼
ん
で
い
る
。
「
天
」
も
「
鬼
」
も
共
に
人
を
超
え
た
存
在
で

あ
る
と
い
う
点
で
は
共
通
す
る
が
、
何
故
一
方
は
「
天
仙
」
、

一
方
は
「
鬼
仙
」
と
さ
れ
、
あ
え
て
「
天
」
と
「
鬼
」
と
に
区
別
さ
れ

て
い
る
の
か
。
以
下
、
李
白
の
「
天
仙
」
と
比
較
し
な
が
ら
、
「
鬼
仙
」
と
称
さ
れ
る
李
賀
の
詩
の
特
質
を
み
て
い
き
た
い
。

”h、
一一、』，，

『
槍
浪
詩
話
』
は
李
白
と
李
賀
を
対
比
し
て
そ
の
違
い
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
対
比
が
行
わ
れ
る
の
は
、
両
者
に
ど
こ
か

共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。
李
白
と
李
賀
の
共
通
点
は
何
か
。
彼
ら
の
詩
は
ど
ち
ら
も
現
世
を
離
れ
た
世
界
、

つ
ま

り
非
現
実
的
な
世
界
を
描
い
た
点
で
共
通
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

両
者
の
非
現
実
的
世
界
を
描
い
た
作
品
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
ま
ず
最
初
に
李
白
の
詩
を
み
て
み
よ
う
。
李
白
は
「
詩
仙
」

「
仙
才
」
と
称
さ
れ
る
通
り
、

天
界
（
仙
界
）
に
遊
ぶ
と
い
う
テ
i
マ
を
詠
う
こ
と
が
多
い
。

青
宣
（
浩
蕩
不
見
底

日
月
照
耀
金
銀
憂

青
冥
浩
蕩

底
を
見
ず
、

日
月
照
耀
す
金
銀
壷
。

寛
震
衣
分
風
属
馬

雲
之
君
分
紛
紛
而
来
下

寛
を
衣
と
矯
し

風
を
馬
と
潟
し
、
雲
の
君
紛
紛
と
し
て
来
た
り
下
る
。

b
h
、

驚
は
車
を
回
ら
し
、
仙
の
人
列
し
て
麻
の
ご
と
し
。

虎
鼓
五
必
A
H
J

驚
回
車

仙
之
人
分
列
知
麻

虎
は
翠
を
鼓
し

（
李
白
「
夢
遊
天
姥
吟
留
別
」
巻
十
五
）

こ
の
詩
は
、
夢
の
中
で
遊
ん
だ
天
上
世
界
を
叙
述
す
る
。
こ
こ
に
挙
げ
た
の
は
、
全
四
十
五
句
の
う
ち
六
旬
、

天
上
か
ら
仙
人
が
下
つ



て
た
き
た
と
こ
ろ
を
描
写
し
た
最
も
幻
想
的
な
場
面
で
あ
る
。

李
白
は
、
こ
の
よ
う
に
想
像
力
を
駆
使
し
て
き
ら
び
や
か
な
天
界
や
仙
界
を
描
く
こ
と
を
好
ん
だ
。
そ
れ
は
何
故
だ
ろ
う
か
。

に
は
現
実
を
超
え
た
天
界
、
仙
界
に
遊
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
の
憂
い
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

つ

古
風

李賀「鬼仙Jについての一考察

其
十

黄
河
走
東
浜

西
海
に
落
つ
。

李
白

（
巻
二
）

賞
河
東
漢
に
走
り
、
白
日

白
日
落
西
海

逝
川
輿
流
光

瓢
忽
不
相
待

逝
川
と
流
光
と
、
瓢
忽
と
し
て
相
い
待
た
ず
。

春
容
捨
我
去

秋
髪
巳
衰
改

春
容

我
を
捨
て
て
去
り
、
秋
髪
巳
に
衰
改
す
。

》』』己、
ν

宣
に
長
え
に
在
ら
ん
や
。

人
生
非
寒
松

入
生

寒
松
に
非
ず
、
年
貌

年
貌
宣
長
在

吾
嘗
乗
雲
輔

吸
景
駐
光
彩

吾
嘗
に
雲
摘
に
乗
じ
、
景
を
吸
い
光
彩
を
駐
む
べ
じ
。

こ
こ
に
は
、
李
白
の
憂
い
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
人
生
は
短
く
、
青
春
は
容
赦
な
く
過
ぎ
、
人
は
必
ず
老
い
て
死
ぬ
。
こ
の
よ
う
な
限

り
あ
る
命
へ
の
憂
い
は
、
中
国
で
は
古
来
か
ら
ず
っ
と
詠
わ
れ
て
き
た
嘆
き
で
あ
る
が
、
そ
の
憂
い
に
李
白
は
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た

か
。
最
後
の
二
句
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
「
わ
た
し
は
雲
に
登
る
竜
の
背
中
に
乗
っ
て
、
日
月
の
光
を
吸
い
取
り
、
輝
き
を
ひ
き
と
め

た
い
」
と
、
昇
仙
し
て
永
遠
の
時
間
を
子
に
入
れ
た
い
と
望
む
。
現
実
の
憂
い
か
ら
脱
出
し
よ
う
と
し
て
、
昇
仙
へ
の
願
い
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

つ
ま
り
神
仙
世
界
で
永
遠
の
快
楽
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
の
憂
い
を
は
ら
お
う
と
す
る
の
だ
。
李
白
に
求
仙

願
望
を
述
べ
る
詩
が
多
い
の
は
、
彼
に
と
っ
て
神
仙
世
界
と
は
現
実
世
界
の
憂
い
を
は
ら
っ
て
く
れ
る
憧
れ
の
世
界
だ
っ
た
か
ら
で
あ

73 

ろ
う
。
そ
の
憧
れ
か
ら
李
白
の
詩
に
は
夢
幻
的
世
界
、
非
現
実
的
世
界
が
数
多
く
描
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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も
ち
ろ
ん
、
李
白
の
求
仙
願
望
は
容
易
に
成
就
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

古
風

太
白
何
蒼
蒼

去
天
三
百
里

中
有
縁
髪
翁

不
笑
亦
不
語

我
来
逢
異
人

集
然
忽
自
晒

銘
骨
博
其
語

仰
望
不
可
及

吾
持
管
丹
砂 其

五

李
白

（
巻
二
）

太
白

上
に
森
列
す
。

星
辰
上
森
列

謹
爾
奥
世
絶

披
雲
臥
松
雪

冥
棲
在
巌
穴

長
脆
問
賓
訣

授
以
錬
薬
説

練
身
巳
電
滅

蒼
然
五
情
熱

永
輿
世
人
別

何
ぞ
蒼
蒼
た
る
、
星
辰

天
を
去
る
こ
と
三
百
里
、
選
爾
と
し
て
世
と
絶
つ
。

は
お

中
に
縁
髪
の
翁
有
り
、
雲
を
披
り
て
松
雪
に
臥
す
。

笑
わ
ず
亦
た
語
ら
ず
、
冥
棲
し
て
巌
穴
に
在
り
。

我
来
っ
て
異
人
に
逢
い
、
長
践
し
て
賓
訣
を
問
う
。

わ
ら

禁
然
と
し
て
忽
ち
自
ら
晒
い
、
授
く
る
に
錬
薬
の
説
を
以
て
す
。

す
く

骨
に
銘
じ
其
の
語
を
博
う
る
に
、
身
を
掠
め
て
己
に
電
減
す
。

仰
ぎ
望
む
も
及
ぶ
べ
か
ら
ず
、
蒼
然
と
し
て
五
情
熱
す
。

い

と

な

と

己

し

吾
特
に
丹
砂
を
営
み
、
永
え
に
世
人
と
別
れ
ん
と
す
。

こ
の
詩
は
想
像
の
中
で
太
白
山
に
登
り
、
他
人
に
出
逢
え
た
こ
と
を
詠
う
。
だ
が
、
仙
薬
（
不
老
長
寿
の
薬
）

の
作
り
方
を
教
え
て
も

ら
っ
て
い
る
最
中
に
、
突
然
仙
人
は
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
結
局
、
第
十
五
匂
に
「
仰
ぎ
望
む
も
及
ぶ
べ
か
ら
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、

の
感
情
、

昇
仙
へ
の
願
い
は
叶
え
ら
れ
ず
、
李
白
に
深
い
絶
望
感
を
も
た
ら
す
。
第
十
六
句
の
「
五
情
」
と
は
、
喜
・
怒
・
哀
・
楽
・
怨
の
五
つ

つ
ま
り
感
情
の
す
み
か
で
あ
る
胸
の
中
を
指
す
。
姿
を
消
し
た
仙
人
を
追
い
求
め
て
も
、
も
は
や
追
い
つ
か
ず
、
と
め
ど
も

な
く
「
五
情
」
が
熱
く
な
り
、
も
ど
か
し
い
気
持
ち
だ
け
が
残
る
。
だ
が
、

そ
れ
で
も
な
お
、
最
終
聯
に
「
今
後
仙
薬
を
完
成
さ
せ
て
、



俗
世
間
か
ら
永
久
に
離
れ
よ
う
」
と
い
う
決
意
が
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
李
白
は
あ
く
ま
で
も
仙
界
を
め
ざ
そ
う
と
す
る
。
絶
望
が
深

け
れ
ば
深
い
ほ
ど
、
よ
り
い
っ
そ
う
李
白
の
仙
界
へ
の
憧
れ
は
強
く
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
李
白
の
詩
に
詠
わ
れ
た
非
現
実
的
世
界
に
つ
い
て
み
て
き
た
。

一
方
、
李
賀
の
詩
に
詠
わ
れ
る
非
現
実
的
世
界
の
場
合
は
ど

う
だ
ろ
う
か
。
節
を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

李賀「鬼仙Jについての一考察

，，司、

一一一、・J

（

3
）
 

李
賀
の
詩
に
も
、
天
界
（
仙
界
）
に
遊
ぶ
と
い
う
夢
幻
的
世
界
が
テ
l
マ
に
な
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。
だ
が
、
李
白
の
よ
う
に
天

界
へ
の
憧
れ
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
詠
わ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
何
故
だ
ろ
う
か
。

紅
に
、
彰
祖

王
母
桃
花
千
偏
紅

王
母
の
桃
花

彰
祖
皿
威
幾
回
死

千
編

座
成

幾
回
か
死
せ
る
。

（
李
賀
［
浩
歌
」
巻
一
）

ひ
き

相
い
特
い
て
断
絶
な
し
。

漏
聾
相
特
無
断
絶

幾
回
天
上
葬
神
仙

幾
回
か
天
上
に
神
仙
を
葬
る
、
漏
聾

（
李
賀
「
官
街
鼓
」
巻
四
）

「
浩
歌
」
で
は
、
西
王
母
の
桃
花
は
永
遠
の
生
命
を
も
つ
が
、
彰
祖
や
亙
戚
と
い
っ
た
「
仙
人
」
は
永
遠
の
生
命
を
持
ち
得
な
い
と
詠

う
。
「
宮
街
鼓
」
に
お
い
て
も
、
「
天
上
」
で
も
時
は
絶
え
間
な
く
流
れ
、
「
神
仙
」
さ
え
老
い
、
や
が
て
死
ん
で
い
く
、
と
詠
う
。
「
神

仙
」
は
人
聞
の
時
間
を
超
越
し
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
永
遠
の
命
を
獲
得
し
て
「
憂
い
無
き
」
世
界
に
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

75 

こ
れ
が
寸
神
仙
」
に
対
す
る
李
賀
の
認
識
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
認
識
の
上
に
立
つ
李
賀
に
お
い
て
は
、
李
白
の
よ
う
な
憧
れ
の
対
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象
と
し
て
の
仙
界
は
す
で
に
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

李
賀
の
詩
に
お
い
て
目
立
つ
の
は
、
李
白
と
は
全
く
異
質
の
、

た
と
え
ば
次
の
詩
に
詠
わ
れ
る
よ
う
な
世
界
で
あ
る
。

南
山
田
中
行

李
賀

（
巻
二
）

秋
野
明

秋
風
白

塘秋
水野
i翠；明
祖 2る
ほ1く

荒
畦
九
月
栢
叉
牙

塾
鑑
低
飛
院
運
斜

荒
畦

稲山議秋
叉さ上噴？風
牙がの喧？白
た石詰 し
り、。

冷
紅塾

鑑
低
く
飛
ぴ

露

j立

矯
臨時
運の

斜~~
なり

り

塘
水
漫
漫
品
噴
噴

雲
根
苔
蘇
山
上
石

冷
紅
泣
露
矯
暗
色

雲
根
の
苔
蘇

九
月

石
脈
水
流
泉
滴
沙

鬼
燈
知
漆
馳
松
花

石
脈

水
流
れ

泉

沙
に
滴
る
、
鬼
燈

漆
の
如
く
松
花
に
貼
ず
。

こ
れ
は
秋
の
南
山
（
お
そ
ら
く
は
李
賀
の
故
郷
、
昌
谷
の
南
の
山
）

の
夜
の
田
野
を
詠
っ
た
詩
だ
が
、
こ
こ
に
詠
わ
れ
る
光
景
は
き
わ

め
て
異
様
で
あ
る
。
結
句
の
「
鬼
燈
」
は
鬼
火
、
す
な
わ
ち
埋
葬
さ
れ
た
死
体
か
ら
出
る
燐
が
燃
え
る
炎
の
こ
と
。
「
松
花
」
は
松
の

花
。
こ
の
詩
で
は
、
松
の
木
に
灯
る
鬼
火
が
松
の
花
の
よ
う
に
見
え
る
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
あ
の
世
と
も
こ
の
世
と
も
つ
か
ぬ
非

現
実
的
世
界
が
こ
こ
に
は
描
き
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
お
よ
そ
李
白
の
詠
う
神
仙
世
界
と
は
遠
く
か
け
離
れ
た
世
界
で
あ
る
。

李
賀
が
こ
の
よ
う
な
非
現
実
的
世
界
を
詠
う
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
李
白
が
非
現
実
的
世
界
を
詠
う
の
は
、
現
実
の
憂
い
を
は
ら
お

う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
「
二
十
に
し
て
心
巳
に
朽
ち
た
り
」
（
「
贈
陳
商
」
巻
一
二
）
と
述
べ
る
李
賀
も
、
現
実
世
界
の
憂
い
や
挫
折
と

無
関
係
で
は
な
か
っ
た
。



秋
来

李
賀

（
巻
一
）

桐
風
驚
心
壮
士
苦

衰
燈
絡
緯
暗
寒
素

空
し寒
くι 素
藷Eに
ま柿暗
しく
め。

ざ
る

桐
風

絡
緯

心
を
驚
か
せ
て
壮
士
苦
し
む
、
衰
燈

誰
看
青
筒
一
編
書

誰
か
青
簡
一
編
の
書
を
看
て
、
花
識
を
し
て

な
お

腸
癒
に
直
か
る
べ
し
、
雨
冷
や
か
に

書
客
を
弔
う
。

不
遣
花
轟
粉
空
嚢

粉

思
牽
今
夜
腸
臆
直

雨
冷
香
魂
弔
書
客

今
夜

香
魂

思
い
牽
き
て

秋
墳
鬼
唱
飽
家
詩

飽
家
詩
、
恨
血

土
中
の
碧
。

恨
血
千
年
土
中
碧

秋
墳

鬼
は
唱
、
ヮ

千
年

李賀「鬼仙」についでの一考察

桐
の
葉
を
吹
く
風
に
秋
の
訪
れ
を
感
じ
て
、
驚
き
苦
し
む
心
情
が
詠
わ
れ
る
。
消
え
そ
う
な
と
も
し
ぴ
の
中
、
キ
リ
ギ
リ
ス
が
李
賀
の

貧
乏
ぐ
ら
し
に
同
情
す
る
か
の
よ
う
に
鳴
く
。
そ
し
て
次
の
よ
う
な
李
賀
の
思
い
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
一
体
誰
が
こ
の
一
冊
の
著

作
を
愛
読
し
、
虫
に
食
わ
れ
て
穴
を
聞
け
さ
せ
ず
に
お
い
て
く
れ
る
の
か
。
今
夜
の
こ
の
思
い
、
腸
も
引
っ
張
ら
れ
る
か
の
よ
う
だ
。

冷
た
い
雨
の
中
、
古
え
の
香
り
高
い
魂
が
現
れ
て
、
筆
を
と
る
私
を
弔
い
に
来
た
。
秋
の
墓
場
、
亡
霊
た
ち
が
唱
う
飽
照
の
詩
。
恨
み

の
ち

の
血
は
千
年
後
ま
で
も
、
土
の
中
で
碧
玉
と
な
り
残
る
だ
ろ
う
」
と
。

第
四
句
ま
で
は
詩
を
つ
く
っ
て
も
誰
も
読
ん
で
く
れ
な
い
こ
と
を
悲
嘆
す
る
。
そ
し
て
曲
が
り
く
ね
っ
た
腸
が
ま
っ
す
ぐ
に
な
る
ほ

つ
ま
り
憂
い
が
極
限
ま
で
達
し
た
時
、
異
世
界
か
ら
「
香
魂
」
が
李
賀
の
も
と
を
訪
れ
る
。
「
香
魂
」
と
は
、
こ
こ
で
は

死
者
の
霊
魂
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
よ
う
。
第
七
句
の
「
飽
家
詩
」
は
、
南
朝
宋
の
詩
人
飽
照
の
「
代
替
同
里
行
」
や
「
代
挽
歌
」
な
ど

ど
の
苦
悩
、

の
挽
歌
を
指
す
。
第
八
句
の
「
恨
血
千
年
土
中
碧
」
は
、
主
君
に
殺
さ
れ
た
周
の
葺
弘
の
故
事
を
踏
ま
え
る
。
『
荘
子
』
外
物
篇
に

「
英
弘
萄
に
死
じ
、
其
の
血
癒
さ
る
る
こ
と
三
年
に
し
て
化
し
て
碧
と
嬬
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
「
荘
子
」
の
中
で
は
「
三
年
」
と

77 

述
べ
ら
れ
て
い
た
の
を
李
賀
は
「
千
年
」
と
し
、
恨
み
の
長
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
秋
の
墓
場
か
ら
幽
鬼
が
飽
照
の
挽
歌
を
唱
い
出
し
、
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李
賀
を
弔
い
に
来
る
。
恨
み
の
血
は
千
年
た
っ
て
も
消
え
る
こ
と
は
な
く
、

土
の
中
で
碇
り
固
ま
っ
て
碧
玉
と
な
っ
て
残
る
だ
ろ
う
と
、

激
し
い
恨
み
が
述
べ
ら
れ
て
作
品
は
締
め
く
く
ら
れ
る
。

こ
の
詩
に
は
、
死
者
の
固
か
ら
「
鬼
」
が
こ
の
世
の
李
賀
を
弔
い
に
く
る
の
か
、

そ
れ
と
も
李
賀
が
死
者
の
国
へ
行
き
、
「
鬼
」
の

唱
う
挽
歌
を
開
い
て
い
る
の
か
、

ど
ち
ら
と
も
つ
か
ぬ
不
思
議
な
世
界
が
描
か
れ
て
い
る
。
李
賀
の
憂
い
が
恨
み
と
も
い
う
べ
き
ほ
ど

に
極
ま
っ
た
時
、

そ
の
想
像
力
は
非
現
実
の
異
世
界
へ
と
向
か
う
。
こ
こ
で
の
非
現
実
的
世
界
と
は
「
鬼
」
の
世
界
、
す
な
わ
ち
恨
み

を
抱
い
た
怨
霊
達
の
住
む
世
界
で
あ
る
。

（四）

李
賀
の
詩
は
、
後
に
明
の
王
思
任
が
「
喜
び
て
鬼
字
、
泣
字
、
死
字
、
血
字
を
用
う
。
」
（
「
李
賀
詩
解
序
」
）
と
述
べ
る
よ
う
に
、

「
鬼
」
字
を
頻
用
す
る
。
「
鬼
」
字
に
は
、
死
者
の
霊
魂
、
万
物
の
精
霊
、
化
け
物
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
死
者

の
霊
魂
を
意
味
す
る
「
鬼
」
は
、
祭
ら
れ
ざ
る
死
者
の
霊
魂
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
し
て
、

そ
の
場
合
の
「
鬼
」
は

「
恨
み
」
と
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
関
係
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
全
唐
詩
』
巻
八
六
四
1
八
六
六
に
は
鬼
が
う
た
っ
た
と
さ
れ
る

詩
篇
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が

そ
れ
ら
の
大
半
が
恨
み
を
述
べ
た
詩
で
あ
る
。

叙
幽
寛

鄭
重
羅

（
『
全
唐
詩
』
巻
八
六
五
）

痛
填
心
分
不
能
語

寸
断
腸
号
訴
何
処

痛
は
心
を
填
ぎ

語
る
能
は
ず
、
腸
を
寸
断
す
る
も

何
処
に
か
訴
え
ん
。

春
生
万
物
妾
不
生

更
恨
香
魂
不
相
遇

春
は
万
物
を
生
ず
る
も

妾
は
生
じ
ず
、
更
に
恨
む
香
魂
相
遇
わ
ざ
る
を
。



こ
れ
は
鄭
襲
羅
と
い
う
女
の
「
鬼
」
の
作
と
さ
れ
る
も
の
。
貞
元
末
、
段
文
昌
の
従
弟
の
某
氏
が
狐
洲
を
旅
行
し
た
。
船
に
泊
ま
っ
た

時
、
夢
に
鄭
襲
羅
と
名
乗
る
女
の
「
鬼
」
が
現
れ
、
寛
罪
を
訴
え
た
。
そ
の
後
、
某
氏
は
異
術
に
通
じ
て
い
る
義
弟
の
境
元
則
の
家
に

偶
々
立
ち
寄
る
こ
と
に
な
っ
た
。
奨
元
則
は
某
氏
が
「
鬼
」
に
取
愚
か
れ
て
い
る
の
を
見
抜
き
、
そ
れ
を
職
っ
て
や
ろ
う
と
申
し
出
た
。

奨
元
則
が
除
霊
の
術
を
施
す
と
、

ど
こ
か
ら
と
も
な
く
女
の
す
す
り
泣
く
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
そ
こ
で
奨
元
則
は
紙
を
灯
の
中
に
入

李賀「鬼仙Jについての一考察

れ
る
と
、
紙
一
面
に
文
字
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
「
鬼
」
の
恨
み
に
満
ち
た
内
容
の
詩
で
あ
っ
た
。
右
の
詩
は
そ
の
中
の

（

4
）
 

四
句
を
抜
き
出
し
た
も
の
だ
と
い
う
。

李
賀
の
詩
が
詠
う
「
鬼
」
も
祭
ら
れ
ざ
る
霊
魂
の
場
合
が
多
く
、

し
た
が
っ
て
、
「
恨
み
」
と
の
結
び
つ
き
も
強
い
。

提
出
西
方
白
帝
鷲

敬
嚇
鬼
母
秋
郊
突

西
方
に
提
出
す
れ
ば

白
帝
驚
き
、
轍
轍
と
し
て

鬼
母

秋
郊
に
突
く
。

（
李
賀
「
春
坊
正
字
創
子
歌
」
巻
一
）

こ
れ
は
剣
を
讃
え
た
歌
の
一
節
で
あ
る
0

1

「
鬼
母
」
と
は
、
劉
邦
に
よ
っ
て
斬
ら
れ
た
白
蛇
の
故
事
に
も
と
づ
く
。
あ
る
日
、

天
の
白

帝
が
白
蛇
に
姿
を
変
え
て
道
を
塞
い
で
い
た
。
そ
こ
に
劉
邦
が
通
り
か
か
り
、

そ
の
蛇
を
斬
り
殺
し
た
。
数
日
後
、
あ
る
人
が
そ
の
地

を
通
り
か
か
る
と
、
老
母
が
泣
い
て
い
た
。
訳
を
聞
い
て
み
た
と
こ
ろ
、
老
母
は
「
赤
帝
の
子
（
劉
邦
を
指
す
）
が
我
が
子
の
白
帝

（

5）
 

（
白
蛇
）
を
斬
り
殺
し
た
」
と
言
っ
た
と
い
う
。
李
賀
は
、
こ
の
老
母
を
詩
の
中
で
詠
う
に
際
し
て
、
あ
え
て
「
鬼
」
字
を
用
い
て

「
鬼
母
」
と
呼
ん
だ
。
老
母
は
、
自
分
の
息
子
を
劉
邦
に
斬
ら
れ
た
こ
と
を
恨
み
に
思
っ
て
い
る
。
李
賀
は
「
鬼
」
字
を
使
う
こ
と
に

よ
っ
て
、

そ
の
「
恨
み
」
を
強
調
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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そ
れ
ま
で
の
中
国
の
詩
に
お
い
て
は
、
「
鬼
」
が
根
み
を
抱
い
た
祭
ら
れ
ざ
る
霊
魂
の
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
と
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こ
ろ
が
、
李
賀
の
詩
に
詠
わ
れ
る
「
鬼
」
に
は
、
死
者
の
霊
魂
の
抱
く
「
恨
み
」
の
心
情
が
色
濃
く
刻
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
李
賀

の
詩
の
特
質
が
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
次
の
詩
に
つ
い
て
も
言
え
る
。

金
家
香
街
千
輪
鳴

金
家
の
香
街
千
輪
鳴
り
、

揚
雄
秋
室
無
俗
聾

揚
雄
の
秋
室
俗
聾
無
し
。

願
播
漢
戟
招
書
鬼

休
令
恨
骨
填
古
里

願
わ
く
は
漢
戟
を
播
え
て
書
鬼
を
招
き

恨
骨
を
し
て
古
里
に
填
め
し
む
る
を
や
め
よ
。

（
李
賀
「
縁
章
封
事
」
巻
一
）

こ
れ
は
道
士
の
夜
醗
（
道
教
で
行
う
除
災
招
福
の
夜
祭
）
を
描
い
た
詩
の
一
節
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
道
士
に
祈
願
を
依
頼
し
た
李
賀
自

身
の
願
い
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
書
鬼
」
と
は
書
生
の
霊
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
不
遇
な
土
大
夫
の
代
表
的
人
物
で
あ
る
前
漢
の

揚
雄
の
霊
。
生
涯
不
遇
の
ま
ま
で
恨
み
を
抱
い
て
死
ん
で
い
っ
た
揚
雄
の
骨
を
、
墓
の
中
で
埋
も
れ
た
ま
ま
に
さ
せ
な
い
よ
う
し
て
も

・コ、品、」、号、

、
f
b
B
V
J

，，‘
ν

と
李
賀
は
言
う
。
「
恨
骨
」
と
は
、

た
だ
単
に
揚
雄
だ
け
で
は
な
く
、
不
遇
の
ま
ま
死
ん
で
い
っ
た
士
大
夫
す
べ
て
を
指

す
も
の
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
李
賀
自
身
も
含
ま
れ
て
い
よ
う
。
現
世
に
お
い
て
不
遇
の
者
は
死
後
、
恨
み
深
い
「
鬼
」
と
な
る
が
、

「
恨
骨
」
と
は
そ
れ
を
指
し
た
も
の
に
は
か
な
ら
な
い
。
次
の
詩
に
も
そ
う
し
た
「
鬼
」
が
詠
わ
れ
て
い
る
。

蘇
小
小
墓

李
賀

（
巻
一
）

幽
蘭
露

知
晴
眼煙

花
不
堪
勇

幽
蘭
の
露
、
晴
眼
の
如
し
。

無
物
結
同
心

物
と
し
て
同
心
を
結
ぶ
無
く
、
煙
花
は
努
る
に
堪
え
ず
。



草
如
菌

風
嬬
裳

油
壁
車

冷
翠
燭

西
陵
下

松
如
蓋

水
嬬
現

タ
相
待

勢
光
彩

風
吹
雨

草
は
菌
の
知
く
、
松
は
蓋
の
如
し

風
は
裳
と
嬬
り
、
水
は
現
と
偏
る
。

油
壁
車
、
タ
ベ
に
相
い
待
つ
。

冷
や
か
な
る
翠
燭
、
光
彩
を
勢
す
。

西
陵
の
下
、
風

雨
を
吹
く
。

察考のてっ山
界
の
住
人
と
な
っ
て
も
晴
ら
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
こ
で
も
「
鬼
」
は
、
恨
み
の
心
情
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
も
う
一
首
、

蜘
李
賀
の
代
表
作
と
い
う
べ
き
次
の
詩
を
詠
ん
で
み
よ
う
。

賀李

「
蘇
小
小
」
と
は
南
斉
時
代
の
有
名
な
妓
女
。
こ
の
詩
は
、
来
る
は
ず
の
な
い
恋
人
を
永
遠
に
待
っ
て
い
る
妓
女
の
思
い
を
詠
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
一
種
の
閤
怨
詩
と
も
言
え
る
。
だ
が
、
こ
こ
に
詠
わ
れ
る
蘇
小
小
は
死
霊
で
あ
る
。
彼
女
は
鬼
火
（
「
翠
燭
」
と
あ
る

の
は
鬼
火
で
あ
ろ
う
）
を
灯
し
な
が
ら
、
死
後
も
ひ
た
す
ら
恋
人
を
待
ち
続
け
る
。
恋
人
が
訪
れ
て
く
れ
な
い
恨
み
は
、
「
鬼
」
の
世

感
調

南
山
何
其
悲

長
安
夜
半
秋

低
迷
黄
昏
径

月
午
樹
立
影

81 

漆
矩
迎
新
人 其

李
賀

（
巻
二
）

鬼
雨
種
空
草

風
前
幾
人
老

褒
裏
青
様
道

一
山
唯
白
暁

幽
境
畳
擾
擾

南
山

長
安

何
ぞ
其
れ
悲
し
き
、
鬼
雨

空
草
に
漕
ぐ
。

夜
半
の
秋
、

風
前

幾
人
か
老
ゆ
。

低
迷
す

黄
昏
の
径
、
裏
褒
た
り

青
擦
の
道
。

月
午
に
し
て

樹

唯
だ
白
暁
。

影
を
立
て
、

山

漆守
矩

新
人
を
迎
え
、
幽
境

豊

擾
擾
た
り
。
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第
一
聯
。
「
南
山
」
は
長
安
の
南
方
に
位
置
す
る
終
南
山
の
こ
と
で
、

そ
の
悠
然
た
る
景
観
は
永
遠
の
生
命
に
喰
え
ら
れ
る
。
「
鬼
雨
」

ひ
と
け

は
李
賀
の
造
語
で
、
幽
霊
の
降
ら
す
雨
、
物
の
怪
め
い
た
雨
と
い
う
意
。
「
空
草
」
と
は
人
気
の
な
い
草
む
ら
と
も
取
れ
る
が
、
草
む

ら
そ
の
も
の
が
無
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
鬼
雨
」
が
幻
影
の
草
む
ら
に
降
り
そ
そ
ぐ
光
景
を
詠
っ
て
い
る
。
第
二
聯
。
長
安
の
秋
の

夜
。
冷
た
い
風
の
中
、
幾
人
も
の
人
が
年
老
い
て
こ
の
世
を
去
っ
て
い
く
と
詠
う
。
人
間
の
限
り
あ
る
命
が
永
遠
の
生
命
の
象
徴
で
あ

る
「
南
山
」
と
対
照
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

よ
り
い
っ
そ
う
強
調
さ
れ
て
い
る
。
第
三
聯
。
「
低
迷
（
は
っ
き
り
と
し
な
い
と
す
る

黄
昏
の
小
道
、

ゆ
ら
ゆ
ら
揺
れ
る
青
い
ク
ヌ
ギ
の
道
。
黄
昏
の
道
は
本
当
に
あ
る
の
か
。
ク
ヌ
ギ
の
枝
が
揺
れ
て
い
る
の
か
、

そ
れ
と

も
道
そ
の
も
の
が
揺
れ
て
い
る
の
か
。

ほ
と
ん
ど
幻
と
言
っ
て
い
い
よ
う
な
風
景
が
詠
わ
れ
る
。
第
四
聯
。
「
月
午
」
は
、
月
が
中
天

に
昇
る
真
夜
中
の
こ
と
。
唐
の
戴
字
の
『
虞
異
記
』
に
「
世
間
の
月
午
は
地
下
の
薪
時
」
（
『
太
平
虞
記
』
巻
三
七
二
に
引
く
）
と
あ
る

よ
う
に
、

地
下
の
「
鬼
」

の
世
界
で
は
祭
り
が
行
わ
れ
る
特
別
な
時
間
帯
で
あ
る
。
月
が
中
天
に
か
か
っ
て
、
樹
影
が
ま
っ
す
ぐ
に
立

っ
。
そ
し
て
山
全
体
は
暁
の
よ
う
に
白
い
。
「
鬼
雨
」
が
本
当
に
降
っ
て
い
る
な
ら
月
が
出
る
は
ず
は
な
い
。
月
が
出
た
と
し
て
も
、

山
が
暁
の
よ
う
に
白
く
な
る
ほ
ど
の
明
る
い
月
光
で
は
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
。
や
は
り
幻
と
も
い
う
べ
き
不
確
か
な
世
界
が
詠
わ
れ
る
。

そ
し
て
末
尾
の
第
五
聯
。
「
漆
矩
」
は
鬼
灯
、
鬼
火
の
こ
と
。
「
新
人
」
は
新
鬼
、
す
な
わ
ち
新
た
に
「
鬼
」
と
な
っ
た
死
者
の
こ
と
。

長
安
で
命
の
灯
火
を
消
し
た
人
々
は
、

幻
影
の
道
を
通
り
、

幻
影
の
山
を
越
え
、
や
が
て
墓
場
へ
と
た
ど
り
着
く
。
そ
し
て
、
鬼
火
が

漆
の
よ
う
な
灯
火
と
な
っ
て
新
し
い
死
者
達
を
迎
え
、
奥
深
い
墓
穴
に
は
蛍
が
乱
れ
飛
ぶ
。
漆
と
は
黒
い
も
の
で
あ
る
。
漆
の
よ
う
な

真
黒
な
灯
火
と
は
現
実
に
は
存
在
せ
ず
、

し
た
が
っ
て
こ
こ
に
詠
わ
れ
る
「
漆
矩
」
も
ま
た
一
種
の
幻
と
い
え
よ
う
。

こ
の
詩
に
は
李
賀
の
詩
の
特
異
性
が
最
も
よ
く
表
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
「
空
草
」
「
樫
」
「
道
」
「
月
」
「
漆

矩
」
「
蛍
」
は
す
べ
て
実
在
さ
え
あ
や
ふ
や
な
幻
影
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
幻
影
の
光
景
の
描
写
を
通
し
て
有
限
の



命
を
め
ぐ
る
憂
い
、
恨
み
の
感
情
が
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
李
賀
の
詩
に
詠
わ
れ
る
非
現
実
的
世
界
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
李
賀
の
詩
を
特
徴
づ
け
る
非
現
実
的
世
界
と
は
、
す
な
わ
ち

「
鬼
」
の
世
界
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
憂
い
や
恨
み
の
心
情
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
現
実
世
界
に
お
け
る
憂
い
、
恨
み

の
心
情
を
象
徴
的
に
体
現
す
る
も
の
、

そ
れ
が
李
賀
に
と
っ
て
の
「
鬼
」
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

李賀「鬼仙」についての一考察

（五）

李
白
「
天
仙
」
と
李
賀
「
鬼
仙
」
と
は
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
0

1

李
白
は
、
神
仙
世
界
へ
の
憧
れ
を
詠
う
こ
と
で
、
現

実
の
憂
い
を
解
消
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
李
賀
の
場
合
は
妖
し
げ
な
「
鬼
」
の
世
界
を
描
く
こ
と
で
、
晴
ら
さ
れ
る
こ
と

の
な
い
恨
み
の
心
情
を
強
調
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
「
天
」
と
「
鬼
」
は
、
全
く
逆
の
方
向
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
陽
に
属
す
る

つ
ま
り
プ
ラ
ス
の
方
向
に
あ
る
が
、
陰
に
属
す
る
「
鬼
」
は
、
下
方
に
、

「
天
」
は
上
方
に
、

つ
ま
り
マ
イ
ナ
ス
の
方
向
に
あ
る
。
李

白
が
天
界
、
仙
界
に
目
を
向
け
、
上
へ
上
へ
と
プ
ラ
ス
志
向
の
非
現
実
的
世
界
を
描
く
の
に
対
し
て
、
李
賀
は
「
鬼
」
の
世
界
に
一
目
を

向
け
、
下
へ
下
へ
と
マ
イ
ナ
ス
志
向
の
非
現
実
的
世
界
を
描
い
て
い
く
。
同
じ
よ
、
つ
に
現
実
を
離
れ
た
世
界
を
描
い
て
い
て
も
、
そ
の

方
向
性
は
、
全
く
異
な
る
。
そ
の
違
い
を
捉
え
て
厳
羽
は
、
「
人
言
太
白
仙
才
、
長
吉
鬼
才
、
不
然
。
太
白
天
仙
之
詞
、
長
吉
鬼
仙
之

詞
耳
。
』
と
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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註
（

1
）
 

一
九
七
二
年
刊
）
三
五
八
ペ
ー
ジ
。

荒
井
健
・
興
勝
宏
共
著
『
文
学
論
集
』
（
朝
日
新
聞
社
、
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（2
）
本
稿
に
挙
げ
る
李
白
の
詩
は
、
王
埼
注
『
李
太
白
全
集
』
（
中
華
書
局
、
一
九
七
七
年
刊
）
に
よ
る
。

（3
）
例
え
ば
「
夢
天
」
（
巻
一
）
や
「
天
上
謡
」
（
巻
一
）
な
ど
。
な
お
本
稿
に
挙
げ
る
李
賀
の
詩
は
、
『
三
家
評
注
李
長
吉
歌
詩
』
（
上
海

古
籍
出
版
社
、
一
九
九
八
年
刊
）
に
収
録
さ
れ
る
『
李
長
吉
歌
詩
王
埼
葉
解
』
に
よ
る
。

（
4
）
こ
の
話
は
『
太
平
虞
記
』
巻
三
四
一
に
引
く
『
酉
陽
雑
組
』
に
み
え
る
。

（5
）
こ
の
話
は
『
史
記
』
巻
八
、
高
祖
本
紀
に
み
え
る
。

（
大
学
院
後
期
課
程
学
生
）
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李黄“鬼仙’考一一在号李白的“天仙”比较上ι一

後藤友里

〈撞i臭爵话〉把李臼称丰岛“天仙”、把李贺称海“鬼仙”。 “天”号“鬼”雌然都
是超出人阁世界的存在，但是海甚麽用“天”号“鬼”来区别他俩呢。本稿中，

在号李臼“天仙”作此较的基磁上，来分析被称均“鬼仙”的李贺的作品特徽，
可以得出以下秸输。

李白想通遍对神仙世界的憧憬来解除对现案的爱虑。号此不同，李贺是通遍对
“鬼”的世界的描等来强前他的怨恨的心情。李臼是把目光注向仙界，对弈魏寞的

世界探用穰怪的的肇法，而李贺把目光注向“鬼”的世界，对弈现案的世界探用
消拯的主在法。他俩雄然同糠是描军弃嗅案的世界，但是方向性却截然不同。因此

〈洽浪静话〉用“天仙”和“鬼仙”来区别他俐的不同。

中－？－ r ：李贺鬼仙李臼天仙鬼丰


