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田
能
村
竹
田
の
題だ

い

画が

詞し

に
対
す
る
一
考
察

─
「
隠
逸
」
と
「
風
流
」
の
精
神
を
中
心
に
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

夏
　
一
璠

は
じ
め
に

　

詞
は
︑
唐
の
中
葉
に
お
こ
り
宋
に
至
っ
て
全
盛
を
き
わ
め
た
音
楽
︑
声
調
音
律
の
美
に
密
接
な
関
係
の
あ
る
文
学
形
式
で
あ
っ
た
︒

　

し
か
し
︑
日
本
の
文
人
た
ち
の
場
合
は
︑
唐
土
の
文
学
を
吟
味
す
る
の
に
そ
の
鑑
賞
手
段
と
し
て
も
っ
ぱ
ら
文
字
の
表
意
面
の
み
に
よ
り
︑
も

う
一
方
の
表
音
面
は
ほ
と
ん
ど
閑
却
し
て
い
た
︒
漢
文
学
の
最
先
端
に
立
つ
一
流
の
文
人
た
ち
に
と
っ
て
も
︑
詞
は
最
初
か
ら
近
づ
き
が
た
い
文

学
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
︒
日
本
漢
文
学
史
上
︑
塡て
ん

詞し

を
試
み
た
者
は
嵯
峨
天
皇
︑
兼
明
親
王
︑
加
藤
明
友
︑
徳
川
光
圀
︑ 

菅
茶
山
や
頼
山
陽
な
ど
実
に
多
か
っ
た（

（
（

︒
し
か
し
︑
唐
土
文
学
を
沈
潜
玩
味
し
た
日
本
の
漢
文
学
者
は
︑
宋
代
に
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た
詞
の
流
れ

を
受
け
継
ぎ
︑
発
展
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
た
は
ず
で
あ
る
が
︑
そ
れ
ら
の
作
品
の
ほ
と
ん
ど
は
戯
作
で
あ
っ
た
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
田

能
村
竹
田
は
︑﹃
山
中
人
饒
舌
﹄
下
巻
に
﹁
絵
画
に
詩
を
題
す
る
こ
と
は
︑
唐
時
代
に
す
で
に
盛
ん
で
あ
り
︑
宋
・
元
の
後
は
︑
と
き
に
詩
余
を

題
す
る
者
が
あ
る
︒
た
だ
わ
が
国
で
は
あ
ま
り
多
く
見
な
い
︒
か
つ
て
祇
園
南
海
が
画
梅
に
題
し
た
一
闋
の
詞
を
見
た
こ
と
が
あ
る
が
︑
惜
し
い

こ
と
に
そ
の
書
い
た
も
の
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
︙
︙（

（
（

﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
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竹
田
が
文
人
画
の
巨
匠
と
し
て
︑
美
術
史
家
に
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
贅
言
を
要
し
な
い
︒
し
か
し
画
家
と
し
て
の
名
声
に
隠

れ
︑
そ
の
詩
人
︑
詞
人
と
し
て
の
側
面
︑
な
い
し
詩
書
画
に
精
通
し
た
﹁
文
人
﹂
と
し
て
の
側
面
に
つ
い
て
は
︑
十
分
に
評
価
さ
れ
て
い
る
と
は

言
い
が
た
い
︒
竹
田
は
絵
画
に
詞
の
題
語
︵
画
賛
︶
を
書
き
つ
け
た
と
い
う
点
で
︑
日
本
文
人
画
史
上
に
お
い
て
随
一
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
︒
近
世
の
日
本
文
人
画
家
た
ち
が
︑
絵
画
の
面
で
は
日
本
文
人
画
の
独
自
の
道
を
切
り
開
い
た
も
の
の
︑
そ
れ
に
伴
う
画
賛
の
面
で
は
十
分

と
言
え
な
い
と
い
う
憾
み
の
中
に
あ
っ
て
︑
竹
田
の
み
が
自
画
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
に
自
作
の
詩
文
を
題
し
︑
詩
画
一
体
の
妙
境
を
作
り
あ
げ
︑

絵
画
と
文
学
を
融
合
さ
せ
た
類
い
希
な
る
存
在
と
し
て
︑
独
特
な
性
質
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
点
で
は
︑
池
大
雅
や
浦
上
玉
堂
な
ど
も

彼
に
一
籌
を
輸
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る（

（
（

︒

　

し
か
し
︑
明
治
以
降
︑﹁
詩
書
画
一
致
﹂
を
原
理
と
す
る
文
人
画
の
気
運
が
急
速
に
退
潮
の
道
を
た
ど
る
に
つ
れ
︑
文
芸
研
究
の
分
野
に
お
い

て
も
︑
絵
画
と
文
学
が
切
り
離
さ
れ
︑
詩
詞
に
つ
い
て
は
文
学
の
研
究
者
に
︑
絵
画
の
形
態
や
色
彩
︑
筆
致
に
つ
い
て
は
美
術
史
の
研
究
者
に
委

ね
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
特
に
詞
の
場
合
︑
宋
代
に
限
っ
て
言
う
と
︑
題
画
詩
の
数
が
四
四
五
八
首
に
は
の
ぼ
っ
て
い
る
の
に
対
し
︑
題
画
詞

は
一
三
〇
余
闋け
つ

し
か
な
か
っ
た（

（
（

こ
と
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
︑
中
国
に
お
い
て
も
詩
が
主
流
と
し
て
絵
に
題
さ
れ
る
中
で
は
︑
日
本
で
詞
の
画

賛
に
目
を
向
け
る
者
が
僅
少
で
あ
っ
た
こ
と
も
う
な
ず
け
る
︒

　

ま
た
︑
池
澤
一
郎
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑﹁
れ
っ
き
と
し
た
日
本
人
の
手
に
な
る
文
芸
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
日
本
文
学
研
究
者
は
仮
名

文
学
の
み
を
国
文
学
と
し
て
扱
う
風
潮
が
目
立
ち
︑﹃
漢
学
﹄︑﹃
漢
詩
文
﹄
と
い
っ
た
﹃
旧
弊
な
﹄
ジ
ャ
ン
ル
に
は
漢
学
者
に
任
せ
て
お
け
ば
い

い
と
い
っ
た
趨
勢
が
暗
黙
の
了
解
事
項
と
な
っ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る（

（
（

︒﹂
上
述
の
背
景
の
も
と
に
あ
っ
て
︑
近
年
で
は
詞
と
絵
画
と
の
総
合
的

な
研
究
に
は
ほ
と
ん
ど
目
覚
ま
し
い
進
展
が
見
ら
れ
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
︒
た
と
え
関
連
す
る
研
究
が
行
わ
れ
た
と
し
て
も
︑
絵
画
と
題

詞
を
鑑
賞
す
る
よ
う
な
視
点
で
見
て
い
る
も
の
が
多
く
︑
文
学
と
芸
術
と
が
ま
っ
た
く
異
な
る
分
野
の
学
問
と
し
て
切
り
離
さ
れ
て
い
る
現
在
で

は
︑
両
者
を
学
問
的
な
面
で
結
び
つ
け
︑
そ
の
一
体
性
を
課
題
と
し
て
探
究
を
行
う
者
は
稀
で
あ
る
︒

　

そ
こ
で
︑
本
稿
で
は
︑
田
能
村
竹
田
の
題
画
詞
を
手
が
か
り
と
し
て
︑
彼
が
ど
の
よ
う
に
詞
と
い
う
文
学
形
式
を
絵
画
と
結
び
つ
け
た
の
か
︑

そ
の
一
端
を
追
い
た
い
︒
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一
、
竹
田
の
題
画
詞
お
よ
び
「
文
人
」
に
つ
い
て

　

竹
田
は
青
年
時
代
よ
り
師
友
と
し
て
各
地
で
多
数
の
教
養
人
と
親
交
が
あ
り
︑
塡
詞

に
関
し
て
は
少
な
く
と
も
吉
村
迂
齋
や
村
瀬
栲
亭
な
ど
の
文
化
人
か
ら
大
き
な
影
響
を

受
け
て
い
た
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
彼
の
自
著
で
あ
る
﹃
竹
田
荘
師
友
画
録
﹄
を
は
じ

め
︑
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
紙
幅
の
関
係
上
本

稿
で
は
省
略
す
る
︒

　

竹
田
は
詞
に
関
し
て
︑﹃
塡
詞
図
譜
﹄
と
い
う
詞
譜
の
ほ
か
︑﹃
清
麗
集
﹄﹃
秋
声
館
集
﹄

﹃
竹
田
布
衣
集
﹄
と
い
う
三
冊
の
詞
集
を
刊
行
し
て
お
り
︑
現
在
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
国

書
刊
行
会
の
﹃
田
能
村
竹
田
全
集
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
中
で
竹
田
自
作
の
詞
は

﹃
清
麗
集
﹄
に
二
十
四
闋
︑﹃
秋
声
館
集
﹄
に
十
六
闋
︑﹃
竹
田
布
衣
集
﹄
に
二
十
三
闋
︑
同

補
遺
に
六
闋
が
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
以
上
の
三
集
に
は
見
え
ず
︑﹃
自
画
題
語
﹄
後

編
︵
巻
三
︶
に
の
み
見
え
る
作
が
二
闋
︑
絵
画
に
題
さ
れ
て
は
い
る
が
詞
集
に
は
収
め
ら

れ
て
い
な
い
も
の
が
三
闋
あ
り
︑
総
計
七
十
四
闋
と
さ
れ
る（

（
（

︒
池
澤
は
︑
そ
の
う
ち
竹
田

が
画
に
書
き
つ
け
た
詞
作
は
計
三
十
闋
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
ま
た
そ
の
内
訳
は
︑﹃
大

分
県
先
哲
叢
書
田
能
村
竹
田
資
料
集　

絵
画
篇（

（
（

﹄
に
題
さ
れ
た
絵
画
と
と
も
に
見
出
さ
れ

る
も
の
が
二
十
三
闋
で
あ
り
︑
絵
画
の
所
在
は
確
認
で
き
な
い
が
︑
詞
牌
の
下
の
添
え
書

き
な
ど
か
ら
画
に
書
き
つ
け
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
も
の
が
七
闋
存
す
る
と
さ
れ
る（

（
（

︒

　

池
澤
が
整
理
し
た
も
の
を
表
に
す
る
と
︑
下
記
の
よ
う
に
な
る
︒
な
お
︑
作
品
番
号

題名 制作年次 詞牌 作品番号
①玉堂富貴図 文政二年 如夢令 一四三
②果蔬草虫図巻 文政三年 江城子 口絵四八
③漁楽図 文政六年 宴清都 二五三
④渓村間適図 文政六年 虞美人 二九九
⑤高客談古図 文政六年頃 意難忘 三〇三
⑥孤梅図 文政七年 蘇武慢 三四一
⑦海棠群鳥図 文政十年 長相思 四五六
⑧高士夢瀟湘図 文政十一年 浣渓沙 五〇二
⑨李花春禽図 文政十二年 長相思 六八三
⑩仙洞読書図 天保三年 烏夜啼 八三五・口絵四七
⑪松渓載鶴図 同上 採桑子 八四〇
⑫瓶梅図 天保四年 長相思 八七一・八七二・口絵四六
⑬驢背尋梅図 同上 明月棹孤舟 八七四・口絵四九
⑭美人拝月図 同上 画堂春 七九二
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は
﹃
大
分
県
先
哲
叢
書
田
能
村
竹
田
資
料
集　

絵
画
篇
﹄
お
よ
び
出
光
美
術
館
の
﹃
田
能
村
竹
田（

（
（

﹄︵﹁
口
絵
﹂︶
に
よ
る
︒
た
だ
し
︑
②
の
図
版

に
詞
は
題
さ
れ
て
お
ら
ず
︑﹃
自
画
題
語
﹄
に
お
い
て
も
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
︒

　

ま
た
字
句
の
異
同
に
つ
い
て
は
︑
絵
に
題
さ
れ
た
も
の
を
底
本
と
し
つ
つ
︑
詞
集
に
収
録
さ
れ
た
も
の
と
異
同
が
見
ら
れ
れ
ば
︑
そ
れ
を
括
弧

内
に
記
す
こ
と
に
す
る
︒

　

さ
て
︑
本
論
に
入
る
に
先
立
ち
︑
本
稿
で
用
い
る
﹁
文
人
﹂
と
い
う
呼
び
方
に
対
し
て
︑
定
義
を
定
め
て
お
き
た
い
︒

　

元
来
︑
広
義
に
は
﹁
文
人
﹂
に
対
す
る
捉
え
方
が
多
数
あ
る
が
︑
竹
谷
長
二
郎
は
︑﹁
狭
義
に
は
一
つ
の
固
定
概
念
を
持
つ
も
の
と
な
っ
て
い

る（
（（
（

﹂
と
説
い
て
い
る
︒
狭
義
の
意
味
と
し
て
の
﹁
文
人
﹂
の
意
味
は
村
上
哲
見
や
竹
谷
の
説
明
に
よ
っ
て
明
確
化
さ
れ
て
い
る
︒

　

村
上
は
青
木
正
児
の
見
方
を
受
け
︑﹃
中
国
文
人
論
﹄
に
お
い
て
︑
中
国
の
伝
統
的
な
知
識
人
の
類
型
を
成
立
さ
せ
て
い
る
要
件
と
し
て
︑﹁
人

文
的
教
養
﹂︵
古
典
の
素
養
お
よ
び
作
詩
文
の
能
力
︶︑﹁
治
国
平
天
下
﹂
の
使
命
感
︵
実
践
と
し
て
は
官
僚
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
︶︑﹁
尚
雅
の
精

神
﹂︵
実
践
と
し
て
は
﹁
人
文
的
教
養
﹂
の
作
詩
文
の
能
力
も
含
ま
れ
る
が
︑
さ
ら
に
そ
れ
を
超
え
て
書
画
音
楽
な
ど
の
芸
術
に
秀
で
る
こ
と
︶
と

い
う
三
つ
の
柱
を
挙
げ
て
い
る（
（（
（

︒
そ
し
て
︑
そ
の
う
ち
﹁
人
文
的
教
養
﹂
と
﹁
尚
雅
の
精
神
﹂
を
有
す
る
者
を
﹁
文
人
﹂
と
呼
ぶ
と
し
て
い
る（

（（
（

︒

　

ま
た
竹
谷
も
︑
文
人
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
︑
読
書
人
で
あ
る
こ
と
︑
隠
者
の
姿
勢
を
も
つ
こ
と
︑
詩
書
画
に
通
じ
る
こ
と
︑
と
い
う
三
つ

の
要
素
を
挙
げ
て
お
り（
（（
（

︑
両
氏
が
挙
げ
た
文
人
と
し
て
の
条
件
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
︒

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
両
氏
の
解
釈
を
踏
ま
え
︑
風
流
韻
事
に
お
い
て
格
段
に
優
れ
た
才
能
を
有
し
な
が
ら
︑
官
僚
と
し
て
の
使
命
感
は
欠
落
し
て

い
る
か
︑
も
し
く
は
は
な
は
だ
稀
薄
で
あ
る
者
を
﹁
文
人
﹂
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
す
る
︒

　

ま
た
東
洋
に
お
い
て
︑
詩
書
画
の
三
者
は
本
来
一
体
の
も
の
で
あ
り
︑
こ
の
三
つ
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
文
人
の
条
件
と
さ
れ
︑
こ
の
三
者
に

達
す
る
こ
と
︑
す
な
わ
ち
三
絶
を
理
想
と
す
る
伝
統
が
あ
っ
た
︒
詩
に
文
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
︑
竹
田
の
場
合
は
詞
も
よ
く

し
た
︒
も
と
も
と
詞
に
は
﹁
詩
の
正
統
意
識
﹂
と
人
間
類
型
と
し
て
の
士
大
夫
の
理
念
が
な
い
と
考
え
ら
れ
て
お
り
︑
中
国
文
学
史
上
︑
詩
と
は

性
質
の
異
な
る
文
学
様
式
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
︒
つ
ま
り
︑
詞
は
村
上
が
挙
げ
た
﹁
人
文
的
教
養
﹂
か
ら
乖
離
し
て
お
り
︑
む
し
ろ
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﹁
尚
雅
の
精
神
﹂
の
要
素
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
後
世
で
は
︑
詞
は
一
般
的
に
儒
教
の
信
条
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
士
大
夫
の
正
統
意
識
に
背

い
た
︑
風
流
の
道
に
お
け
る
一
種
の
遊
楽
活
動
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
て
い
る
︒

　

以
上
の
内
容
を
念
頭
に
入
れ
な
が
ら
︑
以
下
で
は
﹁
隠
逸
﹂
と
﹁
風
流
﹂
を
手
が
か
り
と
し
て
︑
竹
田
が
思
い
描
い
た
﹁
詞
﹂
と
は
い
か
な
る

文
学
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
︑
詞
と
絵
画
と
の
結
び
つ
き
方
を
浮
き
彫
り
に
し
た
い
︒

二
、
竹
田
に
お
け
る
「
隠
逸
思
想
」

　

竹
田
の
隠
棲
精
神
が
構
築
さ
れ
た
の
は
︑
少
な
く
と
も
享
和
三
年
︑
す
な
わ
ち
詞
を
絵
画
に
書
き
つ
け
は
じ
め
る
以
前
で
あ
り
︑
竹
田
が
二
十

七
歳
の
年
に
伊
藤
鏡
河
に
宛
て
た
書
簡
に
は
す
で
に
そ
の
精
神
が
表
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る（
（（
（

︒

萬
一
失
明
に
て
も
仕
候
へ
ば
︑
尚
更
の
事
に
御
座
候
︒
︙
︙
︵
中
略
︶
︙
︙
只
此
上
は
能
く
吾
身
の
愚
を
省
み
申
候
而
︑
拙
を
養
ひ
︑
少
々

に
て
も
世
の
邪
魔
に
成
り
︑
賢
路
を
塞
ぎ
不
申
様
に
仕
候
て
︑
靜
に
一
身
を
守
り
︑
少
々
づ
つ
力
の
及
ぶ
だ
け
の
著
述
に
て
も
作
り
獻
芹
の

微
衷
を
盡
し
申
す
外
の
所
存
も
無
御
座
候（

（（
（

︒

　

上
記
の
手
紙
に
見
え
る
﹁
吾
身
の
愚
を
省
み
﹂
や
﹁
世
の
邪
魔
に
成
り
︑
賢
路
を
塞
ぐ
﹂
と
い
っ
た
悲
観
的
な
言
い
よ
う
や
竹
田
の
消
極
的
な

人
生
観
の
背
後
に
︑
米
澤
嘉
圃
は
荻
生
徂
徠
一
派
の
蘐
園
学
派
の
思
想
が
あ
っ
た
と
見
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
吉
澤
忠
は
そ
の
よ
う
な
言
葉

を
吐
か
せ
た
直
接
の
原
因
は
よ
り
身
に
差
し
迫
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
し
て
お
り
︑
そ
の
原
因
を
探
る
た
め
の
一
つ
の
鍵
は
︑
同
じ
く
享
和
三

年
秋
の
作
で
あ
る
﹁
雲
山
草
堂
図
巻
﹂
の
賛
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る（
（（
（

︒
こ
の
賛
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
︒

世
間
に
捨
て
ら
れ
た
人
間
が
二
人
い
る
︒
蕉
叟
と
僕
で
あ
る
︒
叟
の
性
質
は
漠
然
と
し
て
寡
欲
で
あ
り
︑
権
力
や
勢
力
に
迎
合
せ
ず
︑
ゆ
え
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に
俗
吏
に
憎
ま
れ
︑
仕
途
も
う
ま
く
ゆ
か
な
か
っ
た
︒
わ
た
し
も
ま
た
狂
愚
で
あ
り
︑
世
と
合
わ
な
い
︒
叟
と
は
気
が
合
い
︑
交
情
は
日
に

厚
く
︑
心
中
に
互
い
に
感
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
︒
こ
う
い
う
わ
け
で
会
う
た
び
に
︑
隠
遁
の
計
画
を
話
し
合
っ
て
い
た
が
︑
ま
だ
果
た
し

て
い
な
い
︒
近
ご
ろ
私
は
竹
田
書
屋
に
お
り
︑
静
け
さ
の
う
ち
に
﹁
雲
山
草
堂
図
﹂
を
描
き
︑
長
句
二
首
を
つ
け
た
︒
画
は
隠
居
の
状
を
描

き
︑
詩
は
隠
居
の
意
を
述
べ
て
い
る
︒
こ
れ
を
以
て
叟
の
座
右
に
贈
る
︒
蕉
叟
に
気
に
入
っ
て
も
ら
え
れ
ば
幸
い
で
あ
る
︒
竹
田
頑
民
︒
癸

亥
秋
日
雪
月
楼
に
て（
（（
（

︒

　

こ
れ
を
読
む
と
︑﹁
雲
山
草
堂
図
巻
﹂
は
竹
田
が
隠
居
の
図
を
画
き
︑
隠
居
の
意
を
吟
じ
︑
蕉
叟
な
る
者
の
座
右
に
贈
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
︒
こ
の
賛
か
ら
は
︑
当
時
の
岡
藩
で
は
︑
権
勢
や
利
益
を
貪
る
﹁
俗
吏
﹂
が
幅
を
利
か
せ
て
お
り
︑
寡
欲
な
竹
田
ら
は
こ
う
し
た
風
潮

に
反
発
を
抱
い
た
た
め
に
志
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
世
の
中
を
退
屈
に
感
じ
て
隠
退
の
思
い
を
強
め
た
と
い
う
事
情
が
よ
く
う
か
が
え
る
︒

　

ま
た
︑
竹
田
が
﹃
屠
赤
瑣
々
録
﹄
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
物
価
が
上
昇
し
︑
富
が
偏
在
し
︑
権
力
と
知
識
と
の
均
衡
の
喪
失
が
一
層
著
し
く

な
っ
た
た
め
︑
竹
田
ら
が
活
躍
し
た
化
政
期
は
︑
決
し
て
文
人
に
と
っ
て
立
身
出
世
の
し
や
す
い
時
期
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

　

以
上
の
背
景
を
踏
ま
え
︑
竹
田
が
文
政
六
年
に
画
い
た
﹁
漁
楽
図
﹂
と
そ
の
詞
を
見
て
み
よ
う
︒
本
図
に
題
さ
れ
た
詞
は
以
下
の
通
り
で
あ
る（
（（
（

︒

柔
櫓
來
何
處
︒
伊
軋
響
︑
乳
鴨
蒲
外
驚
舉
︒
塘
西
轉
去
︑
擡
頭
折
柳
︑
萬
絲
千
縷
︒
何
論
帶
葉
和（

（（
（

花
︑
胡
亂
把
︑
扁
舟
繫
住
︒
那
老
拳
︑
甚

似
無
情
︑
看
看
卻
有
幽
趣
︒

數
莖
蘆
筍
穿
魚
︑
擔
頭
尚
跳
︑
望
酒
旗
去
︒
狂
歌
任
口
︑
橫
吹
信
手
︑
自
然
天
譜
︒
渾
家
逐
地
團
欒
︑
都
不
道
︑
殘
崖
斷
渚
︒
七
十
年
︑
雪

笠
煙
篷
︑
蘋
風
荇
雨
︒

詠
漁
父
寄
調
宴
清
都

癸
未
花
朝
後
四
日
竹
田
為
竹
下
賢
契
咲
正

柔じ
ゅ
う
ろ櫓
何
れ
の
処
よ
り
来
た
る
︒
伊い

軋あ
つ

た
る
響
き
︑
乳
鴨
蒲
外
驚
き
て
挙
が
る
︒
塘
西
に
転
去
し
︑
頭こ

う
べを
抬も

た
げげ
て
柳
を
折
り
︑
万
糸
千
縷
︒
何
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ぞ
論
ぜ
ん　

葉
と
花
と
を
帯
ぶ
る
を
︑
胡
乱
に
把つ

か

み
︑
扁
舟
を
繫
住
す
︒
那か

の
老
拳
︑
甚
だ
情
無
き
に
似
た
れ
ど
も
︑
看
す
看
す
︑
卻
っ
て

幽
趣
有
り
︒

数
茎
の
蘆
筍
も
て
魚
を
穿
ち
︑
擔
頭
に
尚
お
跳
ね
︑
酒
旗
を
望
み
て
去ゆ

く
︒
狂
歌
は
口
に
任
し
︑
横
吹
は
手
に
信ま

か

し
︑
自
然
の
天
譜
︒
渾こ

ん

家か

地
を
逐お

い
て
団
欒
し
︑
都す

べ

て
道い

わ
ず
︑
残
崖
断
渚
な
る
こ
と
を
︒
七
十
年
︑
雪
笠
煙
篷
︑
蘋
風
荇
雨
︒

漁
父
を
詠
ず
︒
調
宴
清
都
に
寄
す

癸
未
花
朝
後
四
日
︑
竹
田
生
竹
下
賢
契
の
為（
（（
（

に
す
︒
咲
正
せ
ん
こ
と
を

　

単
に
詞
そ
の
も
の
に
焦
点
を
絞
っ
て
み
る
と
︑﹃
清
麗
集
﹄
に
お
い
て
︑
こ
の
詞
の
後
に
掲
載
さ
れ
た
清
人
の
評
語
で
言
っ
て
い
る
よ
う
に
︑

和
習
が
感
じ
ら
れ
る
﹁
挙
﹂
や
︑﹁
老
拳
﹂
な
ど
詞
に
は
し
っ
く
り
と
こ
な
い
語
彙
が
散
在
す
る
の
は
確
か
で
あ
る
︒
た
だ
︑
詞
自
体
の
良
し
悪

し
は
置
い
て
お
く
と
し
て
︑
先
述
し
た
隠
逸
を
と
り
ま
く
情
勢
を
背
景
と
し
て
見
る
と
︑
ま
ず
こ
の
﹁
漁
楽
図
﹂
に
題
さ
れ
た
詞
は
︑
決
し
て
全

闋
で
﹁
楽ら
く

﹂
事じ

を
述
べ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
容
易
に
見
て
と
れ
る
︒
例
え
ば
︑﹁
渾
家
﹂
か
ら
結
句
ま
で
で
詠
わ
れ
た
の
は
︑
漁
父
の

苦
労
に
満
ち
た
人
生
遍
歴
で
あ
り
︑
一
身
に
味
方
な
し
と
い
う
光
景
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
漁
父
が
自
ら
選
び
取
っ
た
︑﹁
渾
家
﹂
一
文
で

詠
わ
れ
た
﹁
団
欒
﹂
の
様
子
と
は
対
蹠
的
な
生
活
で
も
あ
っ
た
︒
ま
た
︑﹁
残
崖
﹂﹁
断
渚
﹂
や
﹁
蘋
荇
﹂
と
﹁
風
雨
﹂
と
の
互
文
か
ら
も
︑
世
間

の
風
潮
に
迎
合
し
な
い
生
き
方
を
誇
り
に
思
う
漁
父
の
心
情
が
読
み
と
れ
る
︒

　

さ
ら
に
︑
絵
の
ほ
う
も
視
野
に
入
れ
て
考
え
る
と
︑
本
図
は
構
図
や
意
趣
が
︑
呉
鎮
の
﹁
漁
父
図
軸
﹂
の
一
幅
に
似
通
っ
た
と
こ
ろ
が
多
数
あ

る
︒
竹
田
は
﹁
漁
楽
図
﹂
に
お
い
て
平
遠
法
を
用
い
︑
披
麻
皴
で
山
の
輪
郭
を
画
き
︑
点
苔
法
で
仕
上
げ
な
が
ら
︑
点
葉
法
と
夾
葉
法
と
を
相
互

に
用
い
て
樹
木
の
葉
を
画
い
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
い
わ
ゆ
る
呉
鎮
ら
元
末
四
大
家
を
代
表
と
す
る
文
人
画
家
が
し
ば
し
ば
用
い
た
も
の
で
あ

り
︑﹃
芥
子
園
画
伝
﹄
に
お
い
て
も
模
範
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
ほ
ど
の
画
法
で
あ
っ
た
︒
竹
田
が
そ
う
し
た
画
き
方
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
た

こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
︑
果
た
し
て
本
図
を
画
く
際
に
呉
鎮
の
作
品
あ
る
い
は
画
風
を
意
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
︒

　

し
か
し
断
言
で
き
る
の
は
︑
詞
お
よ
び
絵
の
中
で
描
き
出
さ
れ
た
も
の
が
︑
ま
さ
に
竹
田
の
処
世
法
な
の
だ
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
竹
田
が
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隠
棲
の
道
を
た
ど
っ
た
の
は
︑
権
勢
に
屈
し
て
官
途
を
保
つ
こ
と
を
潔
し
と
し
な
か
っ
た
か
ら
だ
け
で
は
な
く
︑
当
時
の
幕
藩
体
制
を
補
強
す
る

た
め
の
朱
子
学
の
﹁
道
徳
的
﹂
な
思
想
を
大
い
に
否
定
し
て
い
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
看
過
し
て
は
い
け
な
い
︒
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
パ
ス
ト

リ
ッ
チ
は
︑﹁
竹
田
に
関
す
る
論
文
の
大
部
分
は
︑
彼
を
儒
教
に
基
づ
く
芸
術
観
の
持
ち
主
と
し
て
︑
も
し
く
は
徂
徠
学
の
影
響
を
受
け
た
儒
者

と
し
て
捉
え
て
い
る
が
︑
実
は
彼
の
理
論
は
そ
う
し
た
単
純
な
読
み
を
許
さ
な
い
矛
盾
し
た
面
を
数
多
く
含
ん
で
お
り
︑
か
な
り
入
り
組
ん
だ
性

質
の
も
の
な
の
で
あ
る（
（（
（

﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
パ
ス
ト
リ
ッ
チ
が
例
と
し
て
と
り
あ
げ
て
い
る
の
は
﹃
山
中
人
饒
舌
﹄
上
巻
の
画
論
の
一
篇
で
あ
る
︒

書
画
は
単
な
る
技
芸
で
あ
り
︑
大
し
た
も
の
で
は
な
い
︙
︙（

（（
（

 

　

パ
ス
ト
リ
ッ
チ
は
︑﹁
最
初
の
﹃
書
画
は
小
道
︑
何
ぞ
道
ふ
に
足
ら
ん
や
﹄
と
い
う
の
は
朱
熹
や
王
士
禎
な
ど
の
説
い
た
﹃
以
文
載
道
﹄︑
つ
ま

り
文
学
や
芸
術
は
経
学
に
あ
や
か
る
道
徳
的
な
意
義
を
持
つ
﹃
道
﹄
の
伝
達
形
態
と
し
て
の
み
用
い
る
べ
き
で
あ
り
︑
そ
の
趣
旨
か
ら
外
れ
る
詩

画
は
人
々
を
惑
わ
す
危
険
性
が
あ
る
た
め
︑
こ
れ
を
排
斥
せ
ね
ば
な
ら
な
い
︑
と
い
う
芸
術
観
の
こ
と
で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る（
（（
（

︒
そ
こ
で
パ
ス

ト
リ
ッ
チ
は
︑﹁
一
見
す
る
と
︑
竹
田
は
朱
子
学
の
﹁
徳
行
は
本
也
︑
文
芸
は
末
也
﹂
の
理
念
に
同
調
し
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
が
︑
竹
田
の
修

め
た
学
問
の
内
容
を
前
後
の
文
脈
と
合
わ
せ
て
み
る
と
︑
実
は
﹁
大
道
﹂
に
携
わ
る
儒
者
た
ち
が
一
向
に
役
に
立
っ
て
い
な
い
世
の
中
に
あ
っ

て
︑
む
し
ろ
﹁
小
道
﹂
の
詩
書
画
に
遊
ぶ
こ
と
の
ほ
う
が
価
値
が
あ
る
と
唱
え
て
い
た
の
で
あ
る（
（（
（

﹂
と
解
釈
し
て
い
る
︒

　

先
述
し
た
よ
う
に
︑
竹
田
に
は
も
と
も
と
︑
中
国
の
文
人
の
よ
う
に
常
に
隠
逸
へ
の
思
い
を
胸
中
に
潜
ま
せ
︑
真
の
﹁
文
人
﹂
の
姿
を
追
求
し

よ
う
と
す
る
性
質
が
備
わ
っ
て
い
た
︒
そ
の
上
︑
自
分
の
志
が
叶
え
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
に
︑
当
時
支
配
者
が
政
権
を
維
持
す
る
た
め
に
用
い
た

﹁
大
道
﹂
を
忌
み
嫌
い
︑
と
う
と
う
俗
世
間
を
離
れ
て
本
格
的
に
隠
居
し
︑
文
人
ら
し
い
生
活
を
送
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
彼
の
自
著
で

あ
る
﹃
山
中
人
饒
舌
﹄
の
引
︵
小
序
︶
の
冒
頭
の
﹁
わ
た
し
は
俗
世
間
を
捨
て
た
山
中
の
人
で
あ
る
︙
︙（
（（
（

﹂
と
い
う
言
葉
か
ら
は
︑
早
く
も
そ
の

性
情
が
う
か
が
わ
れ
︑﹃
漁
楽
図
﹄
に
至
る
と
︑
そ
れ
が
よ
り
一
層
歴
然
と
す
る
の
で
あ
る
︒



─ 46─ （195）

三
、
竹
田
に
お
け
る
「
風
流
」

　

本
節
で
は
︑
文
政
九
年
よ
り
一
年
余
り
の
長
崎
滞
在
が
︑
そ
れ
以
降
展
開
す
る
竹
田
の
文
芸
活
動
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
に
つ
い

て
考
察
す
る
︒

　

文
政
九
年
五
月
︑
竹
田
が
尾
道
か
ら
神
辺
に
菅
茶
山
を
訪
ね
︑
次
い
で
下
関
︑
博
多
を
経
て
九
月
に
長
崎
に
到
着
し
︑
同
十
年
十
二
月
に
熊

本
︑
鹿
児
島
を
回
っ
て
帰
郷
す
る
ま
で
の
一
年
有
余
は
︑
彼
に
と
っ
て
き
わ
め
て
大
き
な
意
義
を
持
つ
旅
で
あ
っ
た
︒

　

ま
ず
︑
来
舶
の
清
人
朱
柳
橋
︑
江
芸
閣
や
音
律
に
長
け
た
友
人
僧
一
圭
と
交
流
を
深
め
︑
塡
詞
に
お
い
て
切
磋
琢
磨
し
な
が
ら
︑
唐
音
の
学
習

に
も
熱
心
に
取
り
組
ん
だ
よ
う
で
あ
る（
（（
（

︒
し
か
し
︑
竹
田
に
と
っ
て
今
回
の
旅
の
も
っ
と
も
重
要
な
意
義
と
は
︑
長
崎
で
ふ
た
た
び
刺
激
を
受
け

た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
彼
の
中
に
深
く
潜
ん
で
い
た
風
流
の
精
神
が
一
気
に
蘇
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
一
つ
の
証
と
し
て
︑
女
性
を
描
写
す
る
絵

画
作
品
お
よ
び
そ
の
題
画
詞
が
多
く
作
ら
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
そ
れ
以
前
に
も
﹁
玉
堂
富
貴
図
﹂
に
題
さ
れ
た
﹁
如
夢
令
﹂
十
闋
の
中
に

女
性
に
仮
託
し
た
一
闋
が
あ
っ
た
が
︑
今
度
自
画
に
題
し
て
い
る
の
は
︑
散
漫
な
連
作
の
形
式
で
は
な
く
︑
焦
点
の
絞
ら
れ
た
独
立
し
た
作
な
の

で
あ
る
︒﹁
海
棠
群
鳥
図
﹂﹁
李
花
春
禽
図
﹂
と
﹁
美
人
拝
月
図
﹂
の
題
詞
が
そ
の
類
で
あ
る
︒

﹁
海
棠
群
鳥
図
﹂

鳥
已
眠
︑
花
也
眠
︒
簾
影
朦
朧
只
似
煙
︑
悄
立
小
欄
前
︒

人
不
圓
︑
月
空
圓
︒
半
夜
風
寒
誰
調
絃
︑
紅
牆
若
隔
天
︒

丁
亥
初
冬
十
七
夜
燈
下
写
於
蓁
羡
園
之
南
軒　

為
鋤
翠
石
雅
契
笑
政　

竹
田
生
憲

鳥
已
に
眠
り
︑
花
も
也
た
眠
る
︒
簾
影
朦
朧
と
し
て
只
だ
煙も
や

に
似
た
り
︑
悄し

ょ
うと

し
て
立
つ
︑
小
欄
の
前
︒

人
円ま
ど

か
な
ら
ず
︑
月
空
し
く
円
か
な
り
︒
半
夜
風
寒
く
し
て
誰
か
調
絃
せ
ん
︑
紅
牆
天
を
隔
つ
る
が
若
し
︒

丁
亥
初
冬
十
七
の
夜
︑
灯
下
蓁
羡
園
の
南
軒
に
写
す
︒
翠
石
雅
契
笑
政
の
為
に　

竹
田
生
憲
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﹁
李
花
春
禽
図
﹂

夢
初
︵
易
︶
醒
︑
酒
初
︵
易
︶
醒
︒
月
照
李
花
簾
影
明
︵
楊
柳
梢
頭
月
正
明
︶︑
宿
鳥
悄
不
鳴
︵
鴉
兒
半
夜
鳴
︶︒

掩
雲
屛
︑
護
春
燈
︒
瘦
影
看
時
妾
自
驚
︑
郎
嘗
何
不
驚
(
郎
看
那
不
驚
)
︒

竹
田
生
画
併
録
小
令
一
闋

夢
初
め
て
醒
め
︵
醒
め
易
く
︶︑
酒
初
め
て
醒
む
︵
醒
め
易
し
︶︒
月
は
李
花
を
照
ら
し
て
簾
影
明
ら
か
な
り
︵
楊
柳
梢
頭
月
正
に
明
ら
か
な

り
︶︑
宿
鳥
悄
と
し
て
鳴
か
ず
︵
鴉
兒
半
夜
に
鳴
く
︶︒

雲
屛
を
掩お
お

い
︑
春
燈
を
護ま

も

る
︒
膄
影
看
る
時
妾
自ひ

と

り
驚
き
︑
郎
嘗
つ
て
何
ぞ
驚
か
ざ
る
︵
郎
看
て
那
ぞ
驚
か
ざ
る
︶︒

竹
田
生
画
き
て
併
び
に
小
令
一
闋
を
録
す

﹁
美
人
拝
月
図
﹂

誰
抛
︵
擲
︶
玉
鏡
向
青
天
︑
驀
然
挑
起
臺
邊
︒
流
光
拜
了
︵
祝
︶
小
欄
前
︑
愛
那
︵
看
︶
嬋
娟
︒

爭
得
兒
家
儞
我
︵
夫
婦
︶︑
這
︵
些
︶
般
一
夜
團
圓
︒
桂
花
梧
︵
楓
︶
葉
望
︵
憐
︶
綿
綿
︑
月
老
垂
憐
︒

竹
田
生
寫
併
題
詩
餘
一
闋

誰
か
玉
鏡
を
青
天
に
抛な
げ
う︵
擲
︶
ち
︑
驀
然
と
し
て
台
辺
に
挑
起
せ
る
︒
流
光
拝
了
︵
祝
︶
す
︑
小
欄
の
前
︑
那か

の
嬋
娟
を
愛
す
︵
嬋
娟
を
看

る
を
愛
す
︶
争い
か

で
か
児
家
儞じ

我が

︵
夫
婦
︶
の
︑
這し

ゃ

︵
些は

ん

︶
般
一
夜
の
団
円
を
得
ん
や
︒
桂
花
梧
︵
楓
︶
葉
望
︵
憐
︶
む
こ
と
綿
々
た
り
︑
月

老
い
て
憐
み
を
垂
る
︒

竹
田
生
写
し
併
せ
て
詩
餘
一
闋
を
題
す

　

女
性
を
描
写
す
る
詞
が
長
崎
滞
在
以
降
に
増
え
た
こ
と
は
︑
竹
田
の
生
涯
に
お
い
て
︑
決
し
て
偶
然
の
出
来
事
で
は
な
か
っ
た
︒
竹
田
が
長
崎
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に
い
た
間
に
大
窪
天
民
に
宛
て
て
書
い
た
書
簡
に
は
︑
以
下
の
記
載
が
あ
る
︒

呉
越
秦
淮
な
ど
の
妓
楼
で
は
︑
詩
歌
の
唱
和
が
盛
ん
で
あ
っ
た
︒
歌
妓
た
ち
は
歌
の
趣
旨
を
よ
く
理
解
し
︑
楽
器
で
演
奏
し
な
が
ら
歌
に
し

て
い
た
︒
客
は
み
な
そ
の
澄
ん
だ
美
し
い
歌
声
に
陶
酔
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
わ
が
国
に
お
い
て
は
婦
女
は
文
字
が
読
め
な
い
の
で
︑
彼
女

た
ち
に
詩
文
を
贈
っ
て
も
︑
い
わ
ゆ
る
猫
に
小
判
で
あ
り
︑
ま
っ
た
く
の
無
意
味
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
︑
唐
人
の
寝
言
と
ま
で
嘲
笑
わ
れ
た
り

笑
い
も
の
に
さ
れ
た
り
し
て
い
る
︒
文
学
を
辱
め
る
こ
と
の
は
な
は
だ
し
さ
は
︑
ま
さ
に
こ
の
よ
う
で
あ
り
︑
こ
れ
以
上
心
を
痛
め
る
こ
と

が
で
き
な
い
ほ
ど
残
念
に
思
う（
（（
（

︒

　

こ
れ
を
読
む
と
︑
竹
田
が
中
国
江
南
地
方
を
中
心
と
し
て
盛
ん
で
あ
っ
た
文
人
と
歌
妓
と
の
結
び
つ
き
に
ど
れ
ほ
ど
心
酔
し
て
い
た
か
が
う
か

が
わ
れ
る
︒
た
だ
︑
竹
田
が
憧
れ
た
中
国
式
の
風
流
は
︑
決
し
て
花
柳
界
で
の
遊
楽
の
類
で
は
な
か
っ
た
︒

　

長
崎
滞
在
よ
り
は
る
か
以
前
の
著
書
で
あ
る
﹃
竹
田
荘
詩
話
﹄
で
は
︑
村
井
琴
山
の
長
崎
で
の
見
聞
が
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

　
　

明
和
年
間
︑
肥
前
長
崎
に
桜
路
と
い
う
歌
妓
が
お
り
︑
声
音
・
容
姿
と
も
美
し
か
っ
た
︒
清
人
の
龔
き
ょ
う
い
ん
じ
ょ
う

允
讓
が
彼
女
と
相
性
が
よ
く
︑
詞
令

を
教
え
て
い
た
︒
彼
女
は
一
度
教
わ
れ
ば
要
点
を
よ
く
理
解
で
き
︑
歌
っ
て
み
る
と
歌
声
が
と
て
も
耳
に
心
地
よ
か
っ
た
︒
允
讓
は
大
変
驚

い
て
言
っ
た
︒﹁
杭
州
で
歌
が
う
ま
い
と
自
称
し
て
い
る
者
で
も
君
に
は
及
ば
な
い（
（（
（

﹂
と 

︒

　

つ
ま
り
︑
竹
田
は
そ
の
よ
う
な
文
人
と
歌
妓
と
の
結
び
つ
き
に
対
し
て
︑
以
前
か
ら
羨
望
を
抱
い
た
の
で
あ
る
︒

　

中
国
の
文
人
と
歌
妓
と
の
結
び
つ
き
は
︑﹁
詞
﹂
と
い
う
文
学
を
﹁
雅
﹂
の
殿
堂
へ
と
昇
華
さ
せ
る
一
つ
の
助
力
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た

し
て
い
た（
（（
（

︒
第
一
節
で
論
じ
た
﹁
詞
﹂
の
内
包
す
る
性
質
や
︑
第
二
節
で
明
ら
か
に
し
た
竹
田
の
﹁
士
大
夫
﹂
の
使
命
の
放
棄
︑
隠
逸
へ
の
決
意

を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
︑
竹
田
に
と
っ
て
歌
妓
と
の
結
び
つ
き
は
決
し
て
堕
落
し
た
官
能
的
な
遊
び
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
俗
世
間
を
離
れ
︑
優
雅
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を
き
わ
め
て
い
く
道
に
お
い
て
欠
か
せ
な
い
事
柄
な
の
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
竹
田
が
心
を
惹
か
れ
た
の
は
︑
中
国
の
文
人
と
歌
妓
と
の
文
学
的
な

0

0

0

0

関
わ
り
方
で
あ
り
︑
さ
ら
に
そ
の
関
わ
り
方
に
起
因
し
た
詞
と
い
う
文
学
に
お
け
る
︑
士
大
夫
の
﹁
正
統
意
識
﹂
に
背
い
た
魅
力
な
の
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
︒

　

ま
た
︑
竹
田
が
文
化
二
年
︑
洛
西
の
高
雄
山
神
護
寺
に
寄
寓
し
て
い
た
と
き
に
起
草
し
た
﹁
塡
詞
国
字
総
論
﹂
の
冒
頭
に
以
下
の
文
章
が
あ
る（
（（
（

︒

今
や
昇
平
二
百
年
︑
經
學
文
章
よ
り
稗
官
小
説
に
至
る
ま
で
︑
盡
く
備
ら
ざ
る
こ
と
な
し
︑
獨
塡
詞
の
み
︑
寥
々
と
し
て
聞
ゆ
る
こ
と
な

し
︑
風
流
の
一
途
に
於
け
る
︑
紅
袖
美
人
の
翠
眉
な
き
が
如
し
︒
蓋
し
其
緣
故
三
つ
あ
り
︑
一
つ
に
は
句
に
長
短
あ
る
と
︑
二
つ
に
は
韻
に

平
仄
を
用
ゆ
る
と
︑
三
つ
に
は
眞
に
風
流
を
好
む
人
少
な
る
と
に
よ
る
︒
余
竊
に
是
を
傷
み
是
を
惜
み
︑
此
書
を
編
み
て
以
て
四
方
風
流
の

人
を
待
つ
︑
綺
言
麗
語
︑
寧
犂
舌
獄
の
罪
人
と
な
る
も
︑
庶
幾
く
は
雪
月
風
花
の
忠
臣
た
ら
む
と
云
ふ
︒

　

竹
田
は
︑
詩
と
同
様
に
隆
盛
を
き
わ
め
る
は
ず
で
あ
っ
た
詞
が
日
本
で
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
を
挙
げ
な
が
ら
︑﹁
風
流
の
一
途

に
於
け
る
︑
紅
袖
美
人
の
翠
眉
な
き
が
如
し
﹂﹁
真
に
風
流
を
好
む
人
少
な
る
﹂
こ
と
を
言
い
︑﹁
真
の
風
流
﹂
を
き
わ
め
る
に
は
詞
と
い
う
文
学

を
疎
か
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
を
述
べ
て
い
る
︒
竹
田
の
風
流
に
対
す
る
態
度
は
ま
さ
に
︑
彼
が
あ
え
て
﹁
綺
言
麗
語
︑
寧
犂
舌
獄
の

道
﹂
に
進
み
︑﹁
雪
月
風
花
の
忠
臣
﹂
と
な
っ
た
と
こ
ろ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
﹃
塡
詞
図
譜
﹄
が
完
成
し
た
の
ち
︑
長
崎
遊
学
に
行
く
前
に
︑
竹
田
は
飛ひ

珊さ

と
い
う
祇
園
の
妓
女
に
出
会
っ
て
い
る
︒
彼
女
と
の
関
係
は
︑
詩

歌
の
唱
和
ま
で
行
わ
れ
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
︑
竹
田
が
彼
女
に
宛
て
た
手
紙
に
は
﹁
今
ま
で
か
け
て
あ
る
さ
み
せ
ん
の

い
と
を
︑
ち
よ
と
は
づ
し
て
御
も
ら
ひ
申
上
度
︑
あ
た
ら
し
き
は
ど
こ
に
も
あ
り
︑
手
な
れ
た
が
ほ
し
く
︑
十
六
日
立
に
き
は
め
申
候
︑
お
き
ご

た
つ
は
本
調
子
に
て
も
は
や
手
が
つ
き
候
哉
︙
︙（
（（
（

﹂
と
書
か
れ
て
お
り
︑
竹
田
が
飛
珊
に
﹁
お
き
ご
た
つ
﹂
と
い
う
自
作
の
三
味
線
の
曲
を
贈

り
︑
練
習
し
て
ほ
し
い
と
頼
ん
だ
の
は
確
か
で
あ
る
︒
こ
の
二
人
の
関
係
は
ま
さ
に
文
人
と
歌
妓
女
と
の
結
び
つ
き
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ

た
︒
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こ
の
よ
う
に
︑
詞
と
い
う
文
学
の
根
本
に
あ
る
女
性
と
の
文
学
的
な
結
び
つ
き
の
真
諦
に
触
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
︑
竹
田
に
お
け

る
﹁
風
流
﹂
の
意
義
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒

お
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
﹁
隠
逸
﹂
と
﹁
風
流
﹂
の
面
か
ら
︑
竹
田
に
お
け
る
詞
と
い
う
文
学
形
式
と
そ
の
絵
画
と
の
結
び
つ
き
を
探
っ
て
き
た
︒

竹
田
は
︑
隠
棲
す
る
こ
と
に
な
る
以
前
よ
り
す
で
に
隠
逸
へ
の
思
い
が
歴
然
と
し
て
お
り
︑
文
学
に
お
い
て
詞
を
よ
く
し
︑
絵
画
に
お
い
て
各
派

の
画
風
を
換
骨
奪
胎
し
た
ご
と
き
自
己
流
の
画
風
を
兼
ね
た
も
の
を
作
っ
て
い
た
︒
退
隠
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
︑
士
大
夫
の
正
統
意
識
の
反
対

側
に
立
つ
詩
書
画
三
昧
の
道
を
き
わ
め
て
い
き
な
が
ら
︑
題
画
詞
の
戧
作
を
媒
介
と
し
て
︑
そ
の
胸
中
に
潜
ん
で
い
た
文
人
気
質
を
巧
み
に
表
わ

し
て
い
た
︒
さ
ら
に
︑
歌
妓
と
の
結
び
つ
き
を
経
て
︑
長
崎
遊
学
を
重
要
な
転
換
期
と
し
て
︑
風
流
韻
事
へ
の
さ
ら
な
る
傾
倒
を
見
せ
︑
こ
の
時

期
の
自
画
に
女
性
を
詠
う
詞
を
多
く
題
し
て
い
た
︒
以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
︑﹁
小
道
﹂
で
あ
っ
た
﹁
書
画
﹂
の
類
を
﹁
余
技
﹂
だ
と
思
わ
れ
が

ち
な
詞
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
︑
ま
さ
に
竹
田
が
思
い
描
い
た
﹁
文
人
﹂
ら
し
き
瀟
洒
た
る
道
で
あ
り
︑
彼
の
生
涯
に
お
い
て
必
然
的
な
な
り
ゆ

き
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
︒

　

日
本
で
詞
が
し
ば
し
ば
看
過
さ
れ
︑
現
代
に
至
っ
て
文
学
と
芸
術
と
の
研
究
が
切
り
離
さ
れ
る
傾
向
が
著
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
中
で
︑﹁
詩

書
画
一
致
﹂
と
い
う
唐
土
の
文
人
思
想
を
よ
り
明
確
に
描
き
出
す
た
め
に
︑
竹
田
を
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
︑
そ
の
題
画
詞
に
目
を
向
け
る
こ

と
は
決
し
て
無
意
味
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
む
し
ろ
そ
の
題
画
詞
に
対
す
る
考
察
を
深
め
る
こ
と
が
︑
こ
れ
ま
で
詩
文
ば
か
り
が
中
国
文
学

研
究
の
正
道
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
中
に
あ
っ
て
︑
研
究
の
空
白
を
埋
め
て
い
く
た
め
に
不
可
欠
で
あ
り
︑
文
学
と
芸
術
と
の
研
究
の
新
機
軸
を
た

ど
っ
て
い
く
際
に
重
大
な
意
義
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

ま
た
︑
竹
田
の
生
き
た
江
戸
後
期
に
お
け
る
明
清
趣
味
の
伝
来
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
シ
ノ
ワ
ズ
リ
ー
の
流
行
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
起
き
て

お
り
︑
一
八
～
一
九
世
紀
の
東
洋
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
芸
交
流
を
大
い
に
華
や
が
せ
た
一
つ
の
軸
と
し
て
︑
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
︒
大
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き
な
変
化
を
と
げ
た
時
代
に
お
い
て
︑
竹
田
お
よ
び
そ
の
文
芸
作
品
を
考
察
す
る
に
は
︑
そ
の
周
辺
の
み
な
ら
ず
︑
世
界
の
国
々
で
脈
動
し
は
じ

め
た
芸
術
的
な
交
流
も
視
野
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

注︵
1
︶ 

神
田
喜
一
郎
﹃
日
本
に
お
け
る
中
国
文
学
─
日
本
塡
詞
史
話
─
︵
Ⅰ
︶﹄︑
二
玄
社
︑
一
九
六
七
年
五
月
に
詳
し
い
︒

︵
2
︶ 

国
書
刊
行
会
編
﹃
田
能
村
竹
田
全
集
﹄︑
国
書
刊
行
会
︑
一
九
一
六
年
︑
一
五
〇
頁
︒
原
文
は
﹁
圖
畫
上
題
詩
︑
唐
時
已
盛
︑
宋
元
後
間
有
題
詩
餘
者
︑

但
吾
邦
未
多
見
︑
嘗
覩
祇
南
海
題
畫
梅
一
詞
︑
惜
失
其
稿 

︙
︙
﹂
本
文
の
和
訳
は
︑
特
に
明
記
が
な
け
れ
ば
す
べ
て
筆
者
に
よ
る
︒
な
お
︑
竹
田
が
言

及
し
た
詞
は
以
下
の
も
の
で
あ
る
︒

 

咏
梅　

竹
裏
黄
華
夜
□
□
︵
二
文
字
汚
損
︶

 

香
一
枝
︑
影
一
枝
︒
昨
夜
東
風
消
息
遲
︑
前
村
深
雪
時
︒
竹
傍
籬
︑
人
傍
籬
︒
春
來
清
瘦
知
爲
誰
︑
江
南
空
所
思
︒

︵
3
︶ 

竹
谷
長
二
郎
﹃
文
人
画
家
田
能
村
竹
田
﹁
自
画
題
語
﹂
訳
解
を
中
心
に
﹄︑
明
治
書
院
︑
一
九
八
一
年
一
月
︑
二
一
頁

︵
4
︶ 

譚
新
紅
・
王
兆
鵬
﹁
宋
詞
的
芸
術
媒
介
伝
播
─
以
題
画
︑
題
扇
和
題
屛
詞
為
中
心
﹂︑﹃
華
中
師
範
大
学
学
報
﹄
第
四
九
巻
第
二
期
︑
二
〇
一
〇
年
一

月
︑
一
〇
七
頁

︵
5
︶ 

池
澤
一
郎
﹁
田
能
村
竹
田
の
題
画
詞
﹂︑﹃
生
と
死
の
図
像
学　

ア
ジ
ア
に
お
け
る
生
と
死
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
﹄︑
至
文
堂
︑
二
〇
〇
三
年
︑
三
三
八
頁

︵
6
︶ 

池
澤
一
郎
﹁
田
能
村
竹
田
塡
詞
研
究
階
梯
─
江
戸
塡
詞
の
魅
力
﹂︑﹃
明
治
大
学
教
養
論
集
﹄
通
巻
三
六
八
号
︑
二
〇
〇
三
年
三
月
︑
一
一
三
頁
︒
た

だ
︑﹁
高
客
談
古
図
﹂
に
題
さ
れ
た
﹁
意
難
忘
﹂
は
竹
田
の
作
で
は
な
く
︑
清
の
曹
爾
堪
の
作
で
あ
る
た
め
︑
竹
田
の
作
品
数
か
ら
は
引
か
れ
る
べ
き

で
あ
る
︒

︵
７
︶ 

大
分
県
教
育
庁
管
理
部
文
化
課
編
﹃
大
分
県
先
哲
叢
書
田
能
村
竹
田
資
料
集　

絵
画
篇
﹄︑
大
分
県
教
育
委
員
会
︑
一
九
九
二
年

︵
８
︶ 

池
澤
︑
注
︵
5
︶
前
掲
書
︒
二
〇
〇
三
年
︑
三
四
一
頁

︵
９
︶ 

出
光
美
術
館
編
﹃
田
能
村
竹
田
﹄︑
平
凡
社
︑
一
九
九
二
年

︵
10
︶ 

竹
谷
︑
前
掲
書
︑
一
九
八
一
年
一
月
︑
九
頁
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︵
11
︶ 

村
上
哲
見
﹃
中
国
文
人
論
﹄︑
汲
古
書
院
︑
一
九
九
四
年
三
月
︑
四
六
頁

︵
12
︶ 
同
前
︑
四
六
頁
︒
な
お
︑
村
上
は
﹁
人
文
的
教
養
﹂
の
み
有
す
る
者
を
﹁
読
書
人
﹂︑﹁
人
文
的
教
養
﹂
と
﹁
治
国
平
天
下
﹂
の
使
命
感
を
有
す
る
者
を

﹁
士
大
夫
﹂︑
三
者
と
も
有
す
る
者
を
﹁
官
僚
文
人
﹂
と
言
う
︑
と
述
べ
て
い
る
︒

︵
13
︶ 

竹
谷
︑
前
掲
書
︑
一
九
八
一
年
一
月
︑
一
〇
︱

一
一
頁

︵
14
︶ 

吉
澤
忠
﹃
日
本
南
画
論
攷
﹄︑
講
談
社
︑
一
九
七
七
年
八
月
︑
四
四
〇
頁
︒
書
簡
は
も
と
も
と
木
崎
好
尚
編
﹃
田
能
村
竹
田
全
書　

書
翰
集
﹄︑
帝
國
地

方
行
政
學
會
︑
一
九
三
四
年
十
月
︑
四
十
一
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒

︵
15
︶ 

大
分
県
教
育
庁
管
理
部
文
化
課
編
﹃
大
分
県
先
哲
叢
書
田
能
村
竹
田
資
料
集　

書
簡
篇
﹄︑
大
分
県
教
育
委
員
会
︑
一
九
九
二
年
参
照

︵
16
︶ 

吉
澤
︑
前
掲
書
︒
一
九
七
七
年
八
月
︑
四
四
〇
︱

四
四
一
頁

︵
17
︶ 

吉
澤
︑
前
掲
書
︒
一
九
七
七
年
八
月
︑
四
四
一
︱

四
四
二
頁
︒
原
文
は
﹁
世
有
二
棄
物
︒
蕉
叟
與
僕
之
謂
也
︒
叟
之
於
性
︒
漠
然
寡
欲
︒
不
趨
勢
利
︒

故
爲
俗
吏
所
忌
︒
仕
途
轗
軻
︒
僕
亦
狂
愚
︒
不
與
世
苟
合
︒
而
於
叟
也
︒
情
遇
日
厚
︒
中
心
各
有
所
相
感
也
︒
是
以
每
會
相
謀
︒
爲
歸
隱
之
計
︒
而
猶

未
果
︒
頃
日
僕
屛
居
竹
田
書
屋
︒
岑
寂
之
餘
︒
作
雲
山
草
堂
図
︒
係
以
長
句
二
首
︒
蓋
圖
作
隱
居
之
狀
︒
詩
述
隱
居
之
意
︒
以
寄
贈
叟
之
座
右
︒
蕉
叟

蕉
叟
幸
勿
棄
置
︒
竹
田
頑
民
︒
癸
亥
秋
日
写
于
雪
月
楼
︒﹂

︵
18
︶ 

賛
の
左
に
菅
茶
山
の
賛
も
題
し
て
あ
る
が
︑
実
図
の
写
真
か
ら
は
判
読
で
き
な
い
︒
な
お
︑
本
図
は
広
島
県
立
歴
史
博
物
館
主
催
の
平
成
二
十
四
年
度

夏
の
企
画
展
で
展
示
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
︒
た
だ
個
人
蔵
の
も
の
で
あ
る
た
め
︑
実
図
は
未
見
で
あ
る
︒

︵
19
︶ 

﹁
和
す
﹂
と
書
き
下
し
︑
仄
音
と
捉
え
る
書
も
あ
る
が
︑
万
樹
﹃
詞
律
﹄
に
基
づ
け
ば
︑
こ
こ
に
は
平
音
が
来
る
は
ず
で
あ
る
︒
竹
田
の
﹃
塡
詞
図
譜
﹄

︵
国
会
刊
行
会
編
︶
の
﹁
発
凡
﹂
に
﹁
而
專
從
萬
氏
之
格
﹂
と
あ
る
の
で
︑
こ
こ
で
は
﹁
と
﹂
と
書
き
下
す
こ
と
に
す
る
︒

︵
20
︶ 

国
書
刊
行
会
編
﹃
田
能
村
竹
田
全
集
﹄
に
落
款
は
掲
載
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
竹
田
の
絵
画
か
ら
も
読
み
と
れ
な
い
た
め
︑
注
︵
7
︶
前
掲
書
に
﹁
為
﹂
と

あ
る
の
に
従
う
︒
な
お
︑
の
ち
に
﹁
海
棠
群
鳥
図
﹂
の
落
款
に
﹁
写
﹂
と
﹁
為
﹂
と
あ
る
の
も
同
じ
で
あ
る
︒

︵
21
︶ 

エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
パ
ス
ト
リ
ッ
チ
﹁
江
戸
後
期
の
文
人
・
田
能
村
竹
田
と
﹃
無
用
﹄
の
詩
画
﹂︑
恒
文
社
︑﹃
比
較
文
学
研
究
﹄
六
三
︑
一
九
九
三
年
六

月
︑
一
〇
五
頁

︵
22
︶ 

原
文
は
﹁
書
画
小
道
︑
何
足
道
耶
︙
︙
﹂

︵
23
︶ 

パ
ス
ト
リ
ッ
チ
︑
前
掲
論
文
︒
一
九
九
三
年
六
月
︑
一
〇
六
頁

︵
24
︶ 

同
前
︑
一
〇
六
頁

︵
25
︶ 

国
書
刊
行
会
編
︑
前
掲
書
︒
一
九
一
六
年
︑
一
四
一
頁
︒
原
文
は
﹁
予
山
中
人
也
︙
︙
﹂
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︵
26
︶ 

山
口
剛
﹃
紙
魚
文
学
﹄︑
三
省
堂
︑
一
九
三
二
年
六
月
︑
三
二
六
─

三
三
七
頁

︵
27
︶ 
同
前
︑
三
二
九
─

三
三
〇
頁
︒
原
文
は
﹁
夫
吳
越
秦
淮
等
︑
各
所
竹
枝
︑
彼
唱
此
和
︑
錦
腸
繡
口
︑
領
會
歌
旨
︑
含
嚼
宮
商
於
鶯
舌
上
︑
嚦
嚦
串
珠
︑

而
後
爲
可
喜
︑
在
吾
邦
︑
里
巷
風
塵
內
︑
婦
女
目
不
知
一
丁
︑
爲
之
作
詩
若
文
︑
則
世
俗
所
謂
猫
兒
見
金
︑
不
啻
無
益
︑
或
嘲
爲
唐
山
人
夢
中
語
︑
卻

資
之
咲
具
︑
折
辱
文
字
︑
糜
甚
於
此
︑
不
可
深
痛
哉
︒﹂

︵
28
︶ 

国
書
刊
行
会
編
︑
前
掲
書
︒
一
九
一
六
年
︑
一
九
七
頁
︒
原
文
は
﹁
明
和
中
︑
肥
前
國
長
崎
鎭
有
妓
櫻
路
者
︑
聲
色
俱
妍
︑
清
人
龔
允
讓
相
得
甚
洽
︑

教
詞
令
︑
一
授
了
々
︑
艷
楚
動
聽
︑
允
讓
驚
詫
曰
︑
吾
杭
州
妓
穪
善
歌
者
不
及
也
︒﹂
な
お
︑
山
口
が
﹁
巽
允
譲
﹂
と
し
て
い
る
の
は
誤
記
で
あ
る
︒

︵
29
︶ 

中
純
子
﹃
詩
人
と
音
楽 

記
録
さ
れ
た
唐
代
の
音
﹄︑
知
泉
書
館
︑
二
〇
〇
八
年
十
一
月
な
ど
に
詳
し
い
︒

︵
30
︶ 

国
書
刊
行
会
編
︑
前
掲
書
︒
一
九
一
六
年
︑
二
四
九
頁

︵
31
︶ 

山
口
︑
前
掲
書
︒
一
九
三
二
年
六
月
︑
三
三
〇
頁


