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『
滄
浪
詩
話
』
詩
弁
篇
に
お
け
る
「
以
文
字
為
詩
」の
「
文
字
」の
意
味
に
つい
て

須
山
　
哲
治

目
次

１　

は
じ
め
に

２　

先
行
研
究
の
確
認

３　

先
行
研
究
の
検
討

４　

宋
代
詩
論
に
お
け
る
﹁
文
字
﹂
の
用
例

５　
﹁
以
文
字
為
詩
﹂
と
は
何
か

６　

お
わ
り
に

１　

は
じ
め
に

　

南
宋
の
詩
論
家
︑
厳
羽
は
そ
の
著
書
﹃
滄
浪
詩
話
﹄
の
﹁
詩
弁
﹂
篇
に
お
い
て
︑
漢
魏
お
よ
び
盛
唐
の
詩
︑
特
に
後
者
を
推
賞
し
た
︒
一
方
で

彼
は
︑
宋
代
の
詩
︑
特
に
蘇
黄
お
よ
び
江
西
詩
派
︑
そ
し
て
永
嘉
四
霊
お
よ
び
江
湖
派
に
対
し
て
︑
盛
唐
詩
が
持
つ
境
地
と
は
遠
く
離
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
と
批
判
し
て
い
る
︒

　

こ
の
﹁
詩
弁
﹂
篇
の
中
に
︑﹁
文
字
を
以
て
詩
を
為つ

く

る
︑
議
論
を
以
て
詩
を
為
る
︑
才
学
を
以
て
詩
を
為
る⎠

1
⎝

﹂
と
い
う
言
が
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
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前
述
の
よ
う
に
宋
代
の
詩
人
に
対
し
て
批
判
的
な
見
解
を
持
つ
厳
羽
が
︑
彼
ら
の
詩
風
の
病
弊
を
具
体
的
に
挙
げ
た
こ
と
ば
で
あ
り
︑
こ
れ
に
続

く
﹁
多
く
使
事
を
務
め
︑
興
致
を
問
わ
ず
︒
用
字
は
必
ず
来
歴
有
り
︑
押
韻
は
必
ず
出
処
有
り⎠

2
⎝

﹂
な
ど
と
同
じ
く
︑
厳
羽
の
詩
に
対
す
る
具
体
的

な
判
断
基
準
を
知
る
手
掛
か
り
と
し
て
︑
非
常
に
重
要
な
記
載
で
あ
る
と
言
え
る
︒

　

と
こ
ろ
で
︑
こ
の
﹁
以
文
字
為
詩
﹂
の
﹁
文
字
﹂
の
意
味
に
つ
い
て
︑
従
来
は
﹁
散
文
﹂
と
解
釈
す
る
説
が
主
流
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑﹁
以

文
字
4

4

為
詩
﹂
を
︑
宋
代
の
詩
の
特
徴
の
一
つ
と
さ
れ
る
﹁
以
文4

為
詩
﹂︑
す
な
わ
ち
詩
の
散
文
化
と
同
義
で
あ
る
と
考
え
て
き
た
の
で
あ
る
︒
こ

の
説
に
従
え
ば
︑
当
然
の
こ
と
な
が
ら
﹁
散
文
的
な
詩
﹂
こ
そ
が
︑
厳
羽
が
批
判
的
な
評
価
を
下
し
て
い
た
詩
風
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
︒

　

本
稿
は
︑
詩
論
に
お
け
る
﹁
文
字
﹂
の
用
例
を
︑
特
に
宋
代
を
中
心
に
調
査
し
︑
そ
こ
か
ら
︑﹁
詩
弁
﹂
篇
に
お
け
る
﹁
以
文
字
為
詩
﹂
の

﹁
文
字
﹂
が
︑
従
来
の
﹁
散
文
﹂
と
い
う
解
釈
で
本
当
に
妥
当
か
否
か
を
再
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
︒
並
び
に
︑﹁
以
文
字
為
詩
﹂
の
意
味

と
︑
そ
の
前
後
の
文
脈
と
の
関
連
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑﹃
滄
浪
詩
話
﹄
詩
弁
篇
の
詩
学
思
想
︑
言
い
換
え
れ
ば
厳
羽
の
詩
に
対
す
る
判

断
基
準
や
価
値
観
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

２　

先
行
研
究
の
確
認

　

ま
ず
︑
わ
が
国
に
お
け
る
先
行
研
究
を
確
認
す
る
︒
前
述
の
よ
う
に
︑
従
来
は
﹁
以
文
字
為
詩
﹂
の
﹁
文
字
﹂
を
︑﹁
散
文
﹂
と
解
釈
す
る
説

が
主
流
で
あ
っ
た
︒
一
例
と
し
て
︑
横
山
伊
勢
雄
氏
の
説
を
挙
げ
る
︒

﹁
文
字
﹂
の
詩
と
は
︑
従
来
な
ら
散
文
で
叙
述
し
た
で
あ
ろ
う
内
容
︑
題
材
が
︑
詩
で
う
た
わ
れ
る
こ
と
の
多
い
︑
宋
詩
の
叙
述
性
を
さ
す

と
考
え
ら
れ
る
︒
後
世
︑
宋
詩
を
︑﹁
文
を
以
て
詩
を
為
す
﹂
と
評
す
る
に
同
じ
見
方
で
あ
る⎠

3
⎝

︒

横
山
氏
は
︑﹁
詩
弁
﹂
篇
の
﹁
以
文
字
為
詩
﹂
を
︑﹁
文
を
以
て
詩
を
為
す
︵
以
文
為
詩
︶﹂
と
同
じ
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
︑﹁
文
字
﹂
を
﹁
散

文
﹂︑﹁
叙
述
性
﹂
を
指
す
と
し
て
い
る
︒

　

川
合
康
三
氏
も
︑
横
山
氏
と
同
様
の
理
解
を
し
て
い
る
︒
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許
学
夷
の
批
評
は
単
な
る
詩
の
品
評
を
超
え
て
︑
詩
の
展
開
の
必
然
性
と
い
う
も
の
を
見
据
え
て
い
る
︒
そ
し
て
韓
愈
・
白
居
易
に
よ
る
詩

の
散
文
化
に
つ
い
て
︑
①
﹁
宋
人
の
門
戸
を
開
く
﹂︑
宋
詩
の
先
駆
け
だ
と
繰
り
返
し
て
述
べ
て
い
る
︒
中
唐
詩
の
一
部
に
指
摘
さ
れ
た
こ

う
し
た
特
徴
は
︑
宋
詩
の
全
体
的
特
徴
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
も
の
に
連
な
る 

②
の
で
あ
る
︒
厳
羽
﹃
滄
浪
詩
話
﹄﹁
詩
辨
﹂
の
よ
く
知
ら
れ

た
一
節
は
︑
宋
詩
の
特
徴
を
こ
う
述
べ
て
い
る
︒

　

近
代
の
諸
公
︑
奇
特
の
解
会
を
作
し
︑
文
字
を
以
て
詩
を
為
り
︑
議
論
を
以
て
詩
を
為
り
︑
才
学
を
以
て
詩
を
為
る 

③
︒
是
れ
を
以

て
詩
を
為
る
︑
夫
れ
豈
に
工
み
な
ら
ざ
ら
ん
︑
終
に
古
人
の
詩
に
非
ざ
る
な
り⎠

4
⎝

︒

こ
こ
で
川
合
氏
は
﹁
詩
弁
﹂
篇
を
引
用
し
て
い
る
が
︑﹁
以
文
字
為
詩
﹂
の
意
味
に
つ
い
て
は
︑
直
接
言
及
は
し
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
氏
が
傍

線
部
③
﹁
以
文
字
為
詩
︑
以
議
論
為
詩
︑
以
才
学
為
詩
﹂
の
三
つ
全
体
を
﹁
詩
の
散
文
化
︵
＝
以
文
為
詩⎠

5
⎝

︶﹂
と
捉
え
て
い
る
こ
と
は
︑
傍
線
部

①
︑
②
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑﹁
以
文
字
為
詩
﹂
に
つ
い
て
も
︑
氏
は
﹁
詩
の
散
文
化
︵
＝
以
文
為
詩
︶﹂
と
同
じ
方
向
性
の
こ
と
ば
だ

と
理
解
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
︒

　

中
国
の
先
行
研
究
で
も
︑
同
様
に
﹁
以
文
字
為
詩
﹂
の
﹁
文
字
﹂
を
﹁
散
文
﹂
と
捉
え
る
も
の
は
多
い
︒
こ
こ
で
は
一
例
と
し
て
︑
張
健
氏
の

説
を
挙
げ
て
お
く
︒

﹁
文
字
を
以
て
詩
を
為
る
﹂
と
は
︑
す
な
わ
ち
﹁
文
を
以
て
詩
を
為
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
宋
代
の
人
は
﹁
文
を
作
る
﹂
こ
と
を
﹁
文

字
を
作
る
﹂
と
言
っ
た⎠

6
⎝

︒

張
健
氏
の
言
う
﹁
以
文
為
詩
﹂
の
﹁
文
﹂
は
︑
後
で
検
討
す
る
が
︑﹁
散
文
﹂
の
意
味
を
指
す
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
従
っ
て
氏
も
︑
横
山
氏
や

川
合
氏
と
同
様
の
解
釈
を
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
張
健
氏
よ
り
溯
る
が
︑
程
千
帆
氏
も
︑﹁
以
文
字
為
詩
﹂
の
﹁
文
字
﹂
と
は
﹁
散
文
﹂
で

あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
︒

ま
ず
︑
厳
羽
は
︑﹁
宋
人
は
文
字
を
以
て
詩
を
為
る
﹂
と
指
摘
し
た
︒﹁
文
字
﹂
と
い
う
語
は
︑
宋
代
に
お
い
て
広
義
狭
義
の
二
つ
の
意
味
を

持
っ
た
︒
広
義
は
書
面
言
語
を
指
し
︑
狭
義
は
散
文
を
指
す
︒
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
︑
か
つ
て
批
判
を
招
い
た
﹁
散
文
を
以
て
詩
を
作
る
﹂

と
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る 

①
︒
そ
し
て
︑﹁
散
文
を
以
て
詩
を
作
る
﹂
と
い
う
の
は
︑
ま
た
往
々
に
し
て
﹁
議
論
を
以
て
詩
に
作
る
﹂
と



─ 50─ （155）

緊
密
に
関
係
し
て
い
る⎠

7
⎝

 

②
︒

傍
線
部
①
お
よ
び
そ
れ
よ
り
前
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
程
氏
は
︑﹁
文
字
﹂
は
宋
代
に
は
広
義
・
狭
義
の
二
つ
の
意
味
を
持
つ
と
し
た
う

え
で
︑﹁
以
文
字
為
詩
﹂
の
﹁
文
字
﹂
は
狭
義
︑
す
な
わ
ち
﹁
散
文
﹂
の
意
で
あ
る
と
断
定
し
て
い
る
︒

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
︑
中
国
に
お
い
て
も
ま
た
︑﹁
以
文
字
為
詩
﹂
は
﹁
以
文
為
詩
﹂
と
イ
コ
ー
ル
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
︑
こ
の

﹁
文
字
﹂
を
﹁
散
文
﹂
と
解
釈
す
る
説
が
多
く
存
在
す
る⎠

8
⎝

︒

　

一
方
で
︑﹁
文
字
﹂
を
﹁
散
文
﹂
以
外
の
意
味
で
解
釈
す
る
先
行
研
究
も
︑
存
在
し
な
い
訳
で
は
な
い
︒
例
え
ば
林
田
慎
之
助
氏
は
︑﹁
詩
弁
﹂

篇
の
﹁
以
文
字
為
詩
﹂
以
下
の
一
節
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
︒

議
論
を
以
て
詩
を
作
り
︑
悪
口
を
さ
し
は
さ
ん
だ
の
は
蘇
東
坡
で
あ
り
︑
︙
︵
中
略
︶
︙
字
句
を
ひ
ね
り
回
し
︑
才
学
を
ひ
け
ら
か
す
の

は
︑
す
で
に
詩
の
邪
道
で
あ
る
︒
詩
は
理
屈
や
文
字
の
遊
び
で
は
な
い⎠

9
⎝

︒

傍
線
部
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
林
田
氏
は
﹁
以
文
字
為
詩
﹂
を
字
句
を
ひ
ね
り
回
し
て
作
る
詩
や
︑
文
字
の
遊
び
の
よ
う
な
詩
の
意
味
だ
と
考

え
て
お
り
︑
こ
れ
は
前
述
の
﹁
文
字
﹂
＝
﹁
散
文
﹂
説
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
︒
な
お
︑
筆
者
の
調
査
の
限
り
で
は
︑
こ
の
説
を
採
る
先
行

研
究
は
︑
そ
れ
ほ
ど
多
い
訳
で
は
な
い⎠

10
⎝

︒

３　

先
行
研
究
の
検
討

　

前
節
で
見
て
き
た
よ
う
に
︑﹁
詩
弁
﹂
篇
の
﹁
以
文
字
為
詩
﹂
に
つ
い
て
︑
先
行
研
究
で
は
﹁
文
字
﹂
＝
﹁
散
文
﹂
で
あ
る
と
す
る
説
が
多
か
っ

た
︒
そ
こ
で
本
節
で
は
︑
こ
の
説
の
問
題
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い⎠

11
⎝

︒

　

ま
ず
︑
前
掲
の
川
合
氏
の
先
行
研
究
に
あ
る
よ
う
に
︑﹁
以
文
為
詩
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹁
文
﹂
＝
﹁
散
文
﹂
と
い
う
解
釈
で
問
題
は
な
い
と
思
わ

れ
る
︒
そ
の
論
拠
の
一
例
と
し
て
︑
以
下
を
挙
げ
て
お
く
︒

　

黃
魯
直
云
う
︑
杜
の
詩
法
は
審
言
よ
り
出
で
︑
句
法
は
庾
信
よ
り
出
で
︑
但
だ
之
に
過
ぎ
た
る
の
み
︒
杜
の
詩
法
は
︑
韓
の
文
法
な
り
︒

詩
文
各
お
の
体
有
あ
り
︒
韓
は
文
を
以
て
詩
を
為
り
︑
杜
は
詩
を
以
て
文
を
為
る
︑
故
に
工
な
ら
ざ
る
の
み⎠

12
⎝

︒︵
北
宋
・
陳
師
道
﹃
後
山
詩
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話
﹄︶

　

こ
れ
は
黄
庭
堅
が
杜
甫
の
詩
に
つ
い
て
論
じ
た
一
節
だ
が
︑
傍
線
部
で
韓
愈
は
﹁
文
を
以
て
詩
を
為
り
︵
以
文
為
詩
︶﹂︑
杜
甫
は
﹁
詩
を
以
て

文
を
為
る
﹂
の
で
︑
従
っ
て
両
者
と
も
に
巧
み
で
は
な
い
︑
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
﹁
文
﹂
と
﹁
詩
﹂
が
対
で
用
い
ら
れ
て
お
り
︑
従
っ

て
︑﹁
以
文
為
詩
﹂
の
﹁
文
﹂
は
明
ら
か
に
﹁
詩
﹂
と
相
い
対
す
る
も
の
︑
す
な
わ
ち
﹁
散
文
﹂
の
意
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

　

し
か
し
︑
こ
の
﹁
以
文
為
詩
﹂
と
﹁
詩
弁
﹂
篇
の
﹁
以
文
字
為
詩
﹂
と
を
完
全
な
同
義
と
見
な
し
て
よ
い
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
︑
疑
問

を
呈
さ
ざ
る
を
得
な
い
︒
筆
者
が
そ
う
考
え
る
理
由
は
二
つ
あ
る
︒
そ
の
一
つ
目
と
し
て
︑﹁
以
文
字
為
詩
﹂
の
﹁
文
字
﹂
を
﹁
散
文
﹂
の
意
と

理
解
す
る
と
︑﹃
滄
浪
詩
話
﹄
詩
弁
篇
の
﹁
以
文
字
為
詩
﹂
の
一
段
と
︑
そ
の
あ
と
に
続
く
文
章
と
の
文
脈
に
︑
齟
齬
を
き
た
す
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
る
︒
こ
の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
︑﹁
詩
弁
﹂
篇
の
該
当
部
分
を
煩
を
厭
わ
ず
以
下
に
引
用
す
る
︒

　

夫
れ
詩
に
別
材
有
り
︑
書
に
関
す
る
に
非
ざ
る
な
り
︒
詩
に
別
趣
有
り
︑
理
に
関
す
る
に
非
ざ
る
な
り
︒
而
れ
ど
も
古
人
は
未
だ
嘗
て
書

を
読
ま
ず
︑
理
を
窮
め
ず
ん
ば
あ
ら
ず
︒
所
謂
理
路
に
渉
ら
ず
︑
言
筌
に
落
ち
ざ
る
者
は
︑
上
な
り 

①
︒
詩
は
︑
情
性
を
吟
詠
す
る
な
り 

②
︒

盛
唐
の
詩
人
︑
惟
だ
興
趣
に
在
り 

③
︒
羚
羊
角
を
掛
く
︑
跡
の
求
む
可
き
無
し
︒
故
に
其
の
妙
処
は
瑩
徹
玲
瓏
︑
湊
泊
す
可
か
ら
ず
︒
空
中

の
音
︑
相
中
の
色
︑
水
中
の
月
︑
鏡
中
の
象
の
如
く
︑
言
は
尽
く
る
有
る
も
意
は
窮
り
無
し
︒
近
代
の
諸
公
︑
奇
特
の
解
会
を
作
し
︑
文
字

を
以
て
詩
を
為
る
︑
議
論
を
以
て
詩
を
為
る
︑
才
学
を
以
て
詩
を
為
る 

④
︒
是
れ
を
以
て
詩
を
為
れ
ば
︑
夫
れ
豈
に
工
な
ら
ざ
ら
ん
︒
終
に

古
人
の
詩
に
非
ざ
る
な
り
︒
蓋
し
一
唱
三
嘆
の
音
に
於
て
︑
歉
ざ
る
所
有
り 

⑤
︒
且
つ
其
の
作
は
多
く
使
事
を
務
め
︑
興
致
を
問
わ
ず
︒
用

字
は
必
ず
来
歴
有
り
︑
押
韻
は
必
ず
出
処
有
り 

⑥
︒
之
を
読
み
て
篇
を
終
る
も
︑
着
到
の
何
く
に
か
在
る
を
知
ら
ず
︒
其
の
末
流
の
甚
し
き

者
は
︑
叫
噪
怒
張
︑
殊
に
忠
厚
の
風
に
乖
き
︑
殆
ど
罵
詈
を
以
て
詩
を
為
る⎠

13
⎝

 

⑦
︒︵
厳
羽
﹃
滄
浪
詩
話
﹄
詩
弁
︶

﹁
以
文
字
為
詩
﹂
の
﹁
文
字
﹂
を
﹁
散
文
﹂
と
捉
え
る
と
︑
傍
線
部
④
の
﹁
以
文
字
為
詩
﹂
と
︑
そ
れ
に
続
く
﹁
以
議
論
為
詩
﹂
は
︑﹁
散
文
や
議

論
で
詩
を
作
る
﹂
と
︑
ほ
ぼ
同
じ
方
向
性
の
内
容
を
表
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
前
節
で
挙
げ
た
程
千
帆
氏
の
引
用
に
お
い
て
︑
氏
は
﹁﹁
散
文

を
以
て
詩
を
作
る
﹂
と
い
う
の
は
︑
ま
た
往
々
に
し
て
﹁
議
論
を
以
て
詩
に
作
る
﹂
と
緊
密
に
関
係
し
て
い
る
﹂
と
述
べ
て
い
る⎠

14
⎝

が
︑
こ
れ
は
つ

ま
り
︑﹁
以
文
字
為
詩
﹂
と
﹁
以
議
論
為
詩
﹂
と
は
︑
似
た
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑﹁
以
文
字
為
詩
﹂
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と
﹁
以
議
論
為
詩
﹂
が
類
似
し
た
内
容
を
表
す
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
れ
に
続
く
﹁
以
才
学
為
詩
﹂
も
︑
前
の
二
つ
に
引
き
ず
ら
れ
︑﹁︵
散
文
や
議
論

を
よ
く
す
る
た
め
の
素
養
で
あ
る
︶
才
能
や
学
問
を
詰
め
込
ん
だ
詩
を
作
る
﹂
こ
と
を
指
す
と
考
え
る
の
が
︑
自
然
な
理
解
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
よ

う
に
理
解
す
る
と
︑
傍
線
部
④
全
体
は
︑﹁
何
を
詩
に
詠
う
か
﹂
と
い
う
問
題
︑
す
な
わ
ち
詩
の
内
容
・
題
材
の
問
題
に
つ
い
て
﹁
の
み
﹂
論
じ

て
い
る
こ
と
に
な
る⎠

15
⎝

︒

　

し
か
し
一
方
で
︑
そ
の
後
に
続
く
文
脈
を
見
て
み
る
と
︑
傍
線
部
⑥
で
は
﹁
使
事
︵
典
故
の
使
用
︶﹂﹁
用
字
﹂﹁
押
韻
﹂
に
言
及
さ
れ
て
い

る
︒
こ
れ
ら
は
す
な
わ
ち
︑﹁
何
を
詩
に
詠
う
か
﹂
で
は
な
く
︑﹁
ど
う
詩
に
詠
う
か
﹂
と
い
う
問
題
︑
言
い
換
え
れ
ば
︑
修
辞
・
表
現
技
法
に

関
す
る
言
で
あ
る
︒
傍
線
部
⑦
も
同
様
で
︑
近
代
の
諸
公
︵
宋
代
の
詩
人
︶
の
末
流
の
詩
に
つ
い
て
︑﹁
叫
噪
怒
張
︵
騒
ぎ
立
て
た
り
荒
々
し
く

猛
々
し
い
さ
ま
︶﹂
で
あ
り
︑﹁
殆
ど
罵
詈
を
以
て
詩
を
為
る
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
︑
こ
れ
も
や
は
り
詩
の
内
容
・
題
材
と
い
う
よ
り
は
︑
む
し

ろ
修
辞
・
表
現
技
法
に
関
す
る
話
で
あ
る
︒

　

も
っ
と
も
︑
傍
線
部
⑥
冒
頭
に
﹁
且
﹂
と
い
う
累
加
を
表
す
語
が
あ
る
の
で
︑
傍
線
部
④
︑
⑤
ま
で
が
詩
の
内
容
・
題
材
に
関
す
る
話
で
︑
⑥

以
降
は
修
辞
・
表
現
技
法
に
言
及
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
︑
今
度
は
傍
線
部
④
と
そ

れ
以
前
と
の
文
脈
と
の
間
に
齟
齬
を
き
た
す
よ
う
に
︑
筆
者
に
は
思
え
る
の
で
あ
る
︒
以
下
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
説
明
す
る
︒

　

こ
の
一
段
の
冒
頭
で
︑
厳
羽
は
︑
詩
に
は
﹁
別
材
﹂﹁
別
趣
﹂
が
必
要
で
︑
読
書
や
究
理
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
断
言
し
て
い
る
︒
し
か
し
そ

れ
に
続
け
て
︑
昔
の
詩
人
は
読
書
・
究
理
を
し
な
い
訳
で
は
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
一
見
す
る
と
︑
前
言
と
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に

思
え
る⎠

16
⎝

が
︑
そ
う
で
は
な
い
︒
そ
の
矛
盾
を
解
く
答
え
と
し
て
︑
厳
羽
は
そ
の
後
に
傍
線
部
①
﹁
理
路
に
渉
ら
ず
︑
言
筌
に
落
ち
ざ
る
者
は
︑
上

な
り
﹂
と
述
べ
る
︒
つ
ま
り
︑
読
書
・
究
理
を
し
た
と
し
て
も
︑﹁
理
路
︵
理
︶﹂﹁
言
筌
︵
こ
と
ば
︶﹂
に
陥
り
す
ぎ
な
い
の
が
良
い
詩
な
の
だ
と

言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
に
続
く
傍
線
部
②
︑
③
﹁
詩
は
︑
情
性
を
吟
詠
す
る
な
り
︒
盛
唐
の
詩
人
︑
惟
だ
興
趣
に
在
り
﹂
は
︑

そ
う
し
た
﹁
理
路
﹂﹁
言
筌
﹂
に
陥
り
す
ぎ
な
い
詩
の
境
地
を
︑
別
の
角
度
か
ら
説
明
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
︒
そ
の
後
の
﹁
羚
羊
角
を
掛
く

︙
︵
中
略
︶
︙
言
は
尽
く
る
有
る
も
意
は
窮
り
無
し
﹂
は
︑
傍
線
部
②
︑
③
を
比
喩
を
用
い
つ
つ
よ
り
分
か
り
や
す
く
な
る
よ
う
説
明
し
た
も
の

と
見
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
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し
て
み
る
と
︑
要
は
厳
羽
は
こ
こ
ま
で
の
部
分
で
︑﹁
理
路
︵
理
︶﹂﹁
言
筌
︵
こ
と
ば
︶﹂
に
陥
り
す
ぎ
な
い
詩
が
良
い
の
だ
と
説
い
て
い
る
こ

と
に
な
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
こ
こ
ま
で
は
彼
の
理
想
と
す
る
詩
の
境
地
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
こ
の
後
に
﹁
近

代
の
諸
公
︑
奇
特
の
解
会
を
作
し
﹂
と
続
く
︒
宋
代
の
詩
人
は
詩
に
対
し
て
厳
羽
の
理
想
と
は
遠
く
離
れ
た
﹁
特
異
な
理
解
を
し
﹂
て
い
る
︑

と
言
う
の
だ
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
れ
ま
で
﹁
理
路
︵
理
︶﹂﹁
言
筌
︵
こ
と
ば
︶﹂
に
陥
り
す
ぎ
な
い
と
い
う
詩
の
理
想
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
厳
羽

は
︑
こ
こ
か
ら
宋
代
詩
人
に
対
す
る
批
判
を
始
め
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
宋
代
詩
人
の
病
弊
の
具
体
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
︑

傍
線
部
④
﹁
文
字
を
以
て
詩
を
為
る
︑
議
論
を
以
て
詩
を
為
る
︑
才
学
を
以
て
詩
を
為
る
﹂
な
の
で
あ
る
︒

　

傍
線
部
④
の
﹁
文
字
﹂
を
﹁
散
文
﹂
と
捉
え
る
と
︑
傍
線
部
④
全
体
が
﹁
散
文
や
議
論
︑
お
よ
び
︵
散
文
や
議
論
を
よ
く
す
る
た
め
の
素
養
で

あ
る
︶
才
能
・
学
問
を
詰
め
込
ん
だ
詩
を
作
る
﹂
と
い
う
意
味
に
な
る
こ
と
は
︑
す
で
に
論
じ
た
と
お
り
で
あ
る
︒
散
文
や
議
論
文
の
内
容
・
題

材
を
用
い
て
詩
を
作
る
こ
と
が
︑﹁
理
路
︵
理
︶
に
渉
る
﹂︑
す
な
わ
ち
厳
羽
が
否
定
す
る
詩
風
の
一
方
に
該
当
す
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き

る
︒
し
か
し
︑
も
う
一
方
の
﹁
言
筌
︵
こ
と
ば
︶
に
落
ち
る
﹂
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒

　
﹁
言
筌
﹂
と
は
︑﹃
荘
子
﹄
外
物
篇
の
﹁
筌
な
る
者
は
魚
の
在
る
所
以
︑
魚
を
得
て
而
し
て
筌
を
忘
る
︒
︙
︵
中
略
︶
︙
言
な
る
者
は
意
の
在
る

所
以
︑
意
を
得
て
而
し
て
言
を
忘
る
︒︵
筌
者
所
以
在
魚
︑
得
魚
而
忘
筌
︒
︙
︵
中
略
︶
︙
言
者
所
以
在
意
︑
得
意
而
忘
言
︒︶﹂
に
出
て
く
る
こ

と
ば
で
あ
る
︒﹁
筌
﹂
は
成
玄
英
の
疏
に
よ
れ
ば
︑
魚
を
獲
る
道
具
で
あ
る
﹁
や
な
﹂
の
意
︒
こ
の
一
段
は
︑﹁
魚
を
獲
っ
た
り
意
︵
思
い
︶
を

表
現
す
る
と
い
う
目
的
が
達
成
さ
れ
て
し
ま
う
と
︑
そ
の
た
め
の
道
具
で
あ
る
﹁
筌
﹂
も
﹁
言
︵
こ
と
ば
︶﹂
も
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
﹂
こ
と
を

意
味
す
る
︒
そ
こ
か
ら
﹁
言
筌
﹂
は
︑﹁︵
思
い
を
表
現
す
る
手
段
で
あ
る
︶
こ
と
ば
﹂
の
意
と
し
て
用
い
ら
れ
る
︒
な
お
︑﹃
周
易
﹄
繫
辞
伝
に

﹁
書
は
言
を
尽
さ
ず
︑
言
は
意
を
尽
さ
ず
︵
書
不
尽
言
︑
言
不
尽
意
︶︒﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑﹁
言
﹂
と
﹁
意
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹁
言
は
意
を
尽
く
す

こ
と
が
で
き
な
い
︵
こ
と
ば
で
は
思
い
を
十
全
に
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︶﹂
と
し
て
︑
道
具
で
あ
る
﹁
言
﹂
よ
り
も
表
現
す
る
目
的
で
あ

る
﹁
意
﹂
を
重
視
す
る
と
い
う
考
え
方
が
︑
か
つ
て
の
中
国
で
は
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
︒

　

厳
羽
の
言
う
﹁
言
筌
﹂
は
︑
そ
う
し
た
前
提
を
踏
ま
え
た
﹁︵
詩
の
︶
こ
と
ば
﹂
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
す
な
わ

ち
︑
表
現
の
手
段
で
あ
る
﹁
言
筌
︵
詩
の
こ
と
ば
︶﹂
に
執
着
し
す
ぎ
る
こ
と
を
戒
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
言
い
換
え
れ
ば
厳
羽
は
︑
表
現
す
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る
目
的
で
あ
る
﹁
意
︵
作
者
の
思
い
︶﹂
を
重
視
す
べ
き
だ
と
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
︑
そ
う
し
た
彼
の
思
い
が
︑
続
く
傍
線
部
②
︑
③
﹁
詩

は
︑
情
性
を
吟
詠
す
る
な
り
︒
盛
唐
の
詩
人
︑
惟
だ
興
趣
に
在
り
﹂
で
よ
り
具
体
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
︒

　

こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
︑
宋
代
詩
人
の
病
弊
で
あ
る
﹁
散
文
や
議
論
︑
お
よ
び
︵
散
文
や
議
論
を
よ
く
す
る
た
め
の
素
養
で
あ
る
︶
才
能
・

学
問
を
詰
め
込
ん
だ
詩
を
作
る
﹂
と
︑
厳
羽
の
理
想
と
す
る
﹁
言
筌
︵
詩
の
こ
と
ば
︶
に
陥
ら
な
い
﹂
と
は
︑
ど
う
に
も
齟
齬
を
感
じ
ざ
る
を
得

な
い
︒
散
文
的
・
議
論
文
的
な
詩
を
作
る
こ
と
︑
す
な
わ
ち
詩
の
内
容
・
題
材
と
︑﹁
言
筌
︵
詩
の
こ
と
ば
︶﹂
す
な
わ
ち
詩
の
修
辞
・
表
現
技
法

と
は
︑
ま
っ
た
く
異
な
る
次
元
の
話
だ
か
ら
で
あ
る
︒
や
は
り
﹁
以
文
字
為
詩
﹂
の
﹁
文
字
﹂
は
﹁
散
文
﹂
で
は
な
く
︑
何
か
別
の
も
の
を
指
し

て
い
る
と
見
な
す
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
︒
説
明
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
︑
以
上
が
︑
筆
者
が
﹁
文
字
﹂
＝
﹁
散

文
﹂
説
に
疑
問
を
感
じ
る
理
由
の
一
点
目
で
あ
る
︒

　

理
由
の
二
点
目
と
し
て
︑﹁
文
字
﹂
を
﹁
散
文
﹂
と
解
釈
す
る
先
行
研
究
が
︑
そ
の
証
拠
と
な
る
も
の
︑
例
え
ば
用
例
な
ど
を
一
切
示
し
て
い

な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
強
い
て
言
え
ば
︑
前
掲
の
張
健
氏
が
﹁
宋
人
称
作
文
為
作
文
字
﹂
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
例
外
と
言
え
よ
う
が
︑
こ

れ
に
し
て
も
︑
そ
の
反
証
と
な
る
用
例
が
存
在
す
る
︒
例
え
ば
厳
羽
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
人
と
推
定
さ
れ
る
黄
昇⎠

17
⎝

の
﹃
玉
林
詩
話
﹄
に
は
︑
以
下
の

よ
う
に
あ
る
︒

　

高
菊
㵎
の
山
行
即
事
の
﹁
主
人 

一
笑
し
て
先
ず
酒
を
呼
び
︑
客
に
勧
め
る
こ
と
三
杯 

便
ち
茶
に
当
る
﹂︑
杜
小
山
詩
の
﹁
釀
雪 

成
ら
ず

し
て
微
か
に
雨 

有
り
︑
風
に
吹
き
散
ぜ
ら
れ
て
却
っ
て
晴 
為
り
﹂︑
皆
な
其
の
事
を
直
述
し
て
︑
意
脈
は
貫
通
す
︒
前
輩
の
所
謂
文
字
を
作

る
こ
と
家
書
を
写
す
が
如
く
せ
よ
と
は
︑
殆
ど
是
を
謂
う
か⎠

18
⎝

︒

傍
線
部
に
﹁
文
字
を
作
る
︵
作
文
字
︶﹂
と
い
う
表
現
が
見
え
る
が
︑
そ
の
前
段
で
宋
代
の
詩
人
で
あ
る
高
菊
㵎
や
杜
耒
の
詩
を
挙
げ
て
い
る
こ

と
か
ら
︑
こ
の
﹁
作
文
字
﹂
が
﹁
詩
を
作
る
こ
と
﹂
を
指
す
こ
と
は
明
白
で
あ
る
︒
後
述
す
る
よ
う
に
﹁
文
字
﹂
に
は
﹁
作
品
﹂
と
い
う
意
味
が

あ
り
︑
そ
こ
に
は
詩
も
散
文
も
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
︑
張
健
氏
が
言
う
よ
う
に
﹁
作
文
字
﹂
が
﹁
散
文
を
作
る
﹂
と
い
う
意
味
で
用
い

ら
れ
る
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
有
り
得
る
の
だ
が
︑﹁
文
字
﹂
が
詩
を
指
す
の
か
散
文
を
指
す
の
か
は
︑
文
脈
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で

あ
る
︒
そ
し
て
︑
す
で
に
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
︑
文
脈
を
考
え
る
と
︑﹁
以
文
字
為
詩
﹂
の
﹁
文
字
﹂
は
﹁
散
文
﹂
の
意
と
は
解
釈
し
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に
く
い
の
で
あ
る
︒

　

な
お
︑﹃
滄
浪
詩
話
﹄
に
は
他
に
も
う
一
箇
所
﹁
文
字
﹂
の
用
例
が
あ
る
が
︑
こ
ち
ら
も
﹁
散
文
﹂
と
い
う
意
味
で
は
な
い
︒

　

古
詞
の
読
む
可
か
ら
ざ
る
者
︑
巾
舞
歌
に
如
く
は
莫
し
︒
文
義
漫そ

ぞ
ろに

解
す
可
か
ら
ず
︒
又
た
古
の
将
進
酒
︑
芳
樹
︑
石
榴
︑
予
章
行
等
の

篇
︑
皆
な
人
を
し
て
之
を
読
み
て
茫
然
た
ら
し
む
︒
又
た
朱
露
︑
雉
子
班
︑
艾
如
張
︑
思
悲
翁
︑
上
之
回
等
︑
只
だ
二
三
句
の
み
解
す
可

し
︒
寧
ぞ
歳
久
し
く
文
字
訛か

舛せ
ん

し
て
然
る
に
非
ざ
る
か⎠

19
⎝

︒︵
厳
羽
﹃
滄
浪
詩
話
﹄
考
証
︶

傍
線
部
﹁
寧
ぞ
歳
久
し
く
文
字
訛
舛
し
て
然
る
に
非
ざ
る
か
﹂
は
︑﹁︵
古
辞
の
詩
句
が
︶
長
い
年
月
を
経
て
︑
字
句
の
写
し
間
違
い
が
生
じ
て
︑

そ
の
よ
う
に
︵
理
解
し
に
く
く
︶
な
っ
た
の
だ
﹂
と
い
う
意
で
あ
る
︒﹁
訛
舛
﹂
は
﹁
舛
訛
﹂
と
同
じ
で
﹁
錯
誤
﹂
の
意
︒
前
後
関
係
か
ら
明
ら

か
な
よ
う
に
︑
こ
の
﹁
文
字
﹂
が
﹁︵
詩
句
の
︶
文
字
﹂
と
い
う
意
で
あ
る
こ
と
は
︑
疑
い
の
余
地
が
な
い
︒

４　

宋
代
詩
論
に
お
け
る
「
文
字
」
の
用
例

　
﹁
以
文
字
為
詩
﹂
の
﹁
文
字
﹂
が
﹁
散
文
﹂
の
意
味
で
は
な
い
と
し
た
ら
︑
で
は
ど
の
よ
う
な
意
味
に
解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
こ
と
を

知
る
手
掛
か
り
と
し
て
︑
本
節
で
は
宋
代
の
詩
論
に
お
け
る
﹁
文
字
﹂
の
用
例
に
着
目
し
て
み
た
い
︒

　

ま
ず
︑
い
わ
ゆ
る
表
意
文
字
と
し
て
の
﹁
漢
字
﹂
と
い
う
意
味
︑
す
な
わ
ち
英
語
で
言
うcharacter

の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
例
が
挙
げ
ら

れ
る
︒
こ
の
意
味
の
﹁
文
字
﹂
の
用
例
は
非
常
に
多
い⎠

20
⎝

が
︑
行
論
と
直
接
関
係
す
る
訳
で
は
な
い
の
で
︑
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
本
稿
で
の
用
例
提

示
は
省
略
す
る
︒
ま
た
︑
同
様
に
非
常
に
多
い
の
が
︑﹁
書
﹂
な
い
し
は
﹁
書
の
作
品
﹂
と
い
う
意
味
の
用
例
で
あ
る
が
︑
こ
ち
ら
も
ま
た
同
じ

理
由
で
省
略
す
る
こ
と
と
す
る
︒

　

そ
れ
以
外
で
は
︑﹁︵
詩
・
文
な
ど
の
︶
作
品
﹂
と
い
う
意
味
の
﹁
文
字
﹂
の
用
例
が
確
認
で
き
る
︒

　

余
謂
え
ら
く
︑
文
章
の
要
を
知
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
︑
当
に
文
選
を
熟
看
す
べ
し
︒
蓋
し
選
の
中
︑
三
代
自
り
戦
国
秦
漢
晋
魏
六
朝
に
涉
り

て
以
来
の
文
字
皆
な
有
り
︒
古
に
在
れ
ば
則
ち
渾
厚
︑
近
き
に
在
れ
ば
則
ち
華
麗
な
り⎠

21
⎝

︒︵
宋
・
胡
仔
﹃
漁
隠
叢
話
後
集
﹄
巻
二
︶

冒
頭
部
で
︑﹁
文
章
﹂
を
作
る
う
え
で
﹃
文
選
﹄
を
熟
読
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
た
う
え
で
︑
そ
の
理
由
と
し
て
︑
傍
線
部
﹁
選
の
中
︑
三
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代
自
り
戦
国
秦
漢
晋
魏
六
朝
に
涉
り
て
以
来
の
文
字
皆
な
有
り
﹂
と
述
べ
る
︒
こ
こ
で
い
う
﹁
文
字
﹂
と
は
︑
す
な
わ
ち
﹃
文
選
﹄
に
収
録
さ
れ

て
い
る
︵
辞
賦
︑
詩
︑
広
義
の
散
文
を
含
め
た
︶
諸
作
品
を
指
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
︒

　

こ
う
し
た
﹁
文
字
﹂
の
用
例
は
他
に
も
散
見
す
る
が⎠

22
⎝

︑
こ
こ
で
は
特
に
次
の
例
に
着
目
し
た
い
︒

　

晦
庵
の
詩
︑
音
節
は
陶
︑
韋
︑
柳
の
中
従
り
来
り
て
︑
理
趣
は
之
に
過
ぐ
︒
及
ぶ
可
か
ら
ざ
る
所
以
な
り
︒
蘇
門
の
文
字
︑
到
底
縦
横
の

習
気
を
脱
す
る
を
得
ず
︒
程
門
の
文
字
︑
到
底
訓
詁
の
家
風
を
脱
す
る
を
得
ず⎠

23
⎝

︒︵
南
宋
・
李
涂
﹃
文
章
精
義
﹄︶

晦
庵
︑
す
な
わ
ち
朱
熹
と
︑
蘇
軾
一
門
︑
程
氏
一
門
の
作
風
に
つ
い
て
言
及
し
︑
三
者
と
も
批
判
し
て
い
る
︒
傍
線
部
﹁
蘇
門
の
文
字
﹂﹁
程
門

の
文
字
﹂
の
﹁
文
字
﹂
は
︑
い
ず
れ
も
前
後
関
係
か
ら
作
品
の
意
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
さ
ら
に
言
え
ば
︑
こ
こ
で
は
冒
頭
で
﹁
晦
庵
︵
朱
熹
︶
の

詩
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
以
上
︑
こ
れ
ら
の
﹁
文
字
﹂
も
︑
特
に
詩
に
限
定
し
て
言
っ
て
い
る
と
見
な
す
の
が
自
然
だ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
こ
の

﹁
文
字
﹂
は
︑﹁
散
文
﹂
で
は
な
く
︑﹁
詩
の
4

4

作
品
﹂
を
指
し
て
い
る
こ
と
を
︑
強
調
し
て
お
き
た
い
︒

　

さ
ら
に
︑﹁︵
詩
の
︶
こ
と
ば
︑
字
句
︑
詩
句
﹂
と
い
う
意
味
を
表
す
﹁
文
字
﹂
の
用
例
も
存
在
す
る
︒

　

杜
子
美
の
詩
に
﹁
宮
中
の
呂
太
一
を
平
ら
げ
て
自よ

り
﹂
と
云
う
︒
世
に
其
の
義
を
曉さ

と

る
莫
く
︑
妄
者
の
以
て
唐
時
に
自
平
宮
有
る
と
為

す
に
至
り
︒
偶
た
ま
明
皇
実
録
を
読
め
ば
︑
中
官
の
呂
太
一
广
南
に
叛
く
と
有
り
︒
此
の
詩
故
に
云
う
︒
而
し
て
下
文
に
﹁
南
海
に
珠
を

収
む
﹂
の
語
有
り
︒
書
を
見
る
こ
と
広
か
ら
ず
し
て
︑
軽
が
る
し
く
文
字
を
改
む
る
は
︑
笑
わ
れ
ざ
る
こ
と
鮮
な
き
な
り⎠

24
⎝

︒︵
北
宋
・
阮
閲

﹃
詩
話
総
亀
前
集
﹄
巻
七
︶

こ
こ
で
は
︑
杜
甫
の
詩
﹁
自
平
﹂
の
一
句
目
﹁
自
平
宮
中
呂
太
一
﹂
に
つ
い
て
︑
当
時
の
人
々
が
誤
解
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
︑
読

書
の
範
囲
が
少
な
く
︑
従
っ
て
知
識
が
乏
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
軽
率
に
字
句
を
改
め
て
理
解
す
る
こ
と
を
戒
め
て
い
る
︒
傍
線
部
﹁
軽
が
る

し
く
文
字
を
改
む
﹂
の
﹁
文
字
﹂
は
︑
前
後
関
係
を
考
え
れ
ば
︑
前
述
の
﹁
作
品
﹂
を
指
す
と
は
考
え
に
く
い
︒
む
し
ろ
︑﹁︵
詩
の
︶
こ
と
ば
︑

字
句
︑
詩
句
﹂
の
意
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

　

ま
た
︑
筆
者
は
前
節
の
終
り
で
魏
慶
之
﹃
詩
人
玉
屑
﹄
巻
十
九
を
引
用
し
た
が
︑
そ
の
傍
線
部
﹁
文
字
を
作
る
こ
と
家
書
を
写
す
が
如
く
せ

よ
﹂
も
︑
こ
れ
よ
り
前
で
引
用
さ
れ
て
い
る
高
菊
㵎
や
杜
耒
の
詩
句
︵
作
品
全
体
で
は
な
く
︶
を
受
け
て
の
言
な
の
で
︑
こ
の
﹁
文
字
﹂
も
﹁
作
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品
﹂
で
は
な
く
︑﹁︵
詩
の
︶
こ
と
ば
︑
字
句
︑
詩
句
﹂
の
意
と
解
す
る
の
が
自
然
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

王
荊
公
︑
少
く
し
て
意
気
を
以
て
自
ら
許
し
︑
故
に
詩
語
は
惟
だ
其
の
向
う
所
の
み
に
し
て
︑
復
た
更
に
涵
蓄
を
為
さ
ず
︒﹁
天
下
の
蒼

生 
霖
雨
を
待
つ
︑
知
ら
ず
龍
の
此
の
中
に
向
い
て
蟠
る
を
﹂︑
又
た
﹁
濃
緑 

万
枝 

紅
一
点
︑
人
を
動
か
す
に
春
色 

多
き
を
須
い
ず
﹂︑﹁
険

穢
を
平
治
し
て
力
無
き
に
非
ず
︑
焦
枯
を
潤
沢
し
て
是
れ
材
有
り
﹂
の
類
の
如
き
は
︑
皆
な
直
に
其
の
胸
中
の
事
を
道
う
︒
後
に
群
牧
判
官

と
為
り
︑
宋
次
道
従
り
尽
く
唐
人
の
詩
集
を
仮
り
︑
博
観
し
て
約
取
し
︑
晚
年
始
め
て
深
婉
不
迫
の
趣
を
尽
す
︒
乃
ち
知
る
文
字
は
工
拙
に

定
限
有
る
と
雖
も
︑
然
れ
ど
も
亦
た
必
ず
初
壮
を
視
る
を
︒
此
の
公
と
雖
も
︑
其
の
未
だ
至
ら
ざ
る
の
時
に
方
り
て
は
︑
亦
た
力
め
強
い
て

遽
に
至
る
能
は
ざ
る
な
り⎠

25
⎝

︒︵
宋
・
葉
夢
得
﹃
石
林
詩
話
﹄
巻
中
︶

こ
こ
で
は
王
安
石
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
王
は
若
い
頃
は
自
分
の
﹁
意
気
﹂
に
自
信
を
持
ち
︑
従
っ
て
彼
の
詩
句
に
は
含
蓄
が
な
か
っ
た

が
︑
唐
詩
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
晩
年
は
﹁
深
婉
不
迫
︵
含
蓄
が
あ
り
落
ち
着
い
て
い
る
さ
ま
︶﹂
の
境
地
に
達
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
そ
し

て
こ
の
こ
と
か
ら
︑
傍
線
部
﹁
乃
ち
知
る
文
字
は
工
拙
に
定
限
有
る
と
雖
も
︑
然
れ
ど
も
亦
た
必
ず
初
壮
を
視
る
を
﹂︑
す
な
わ
ち
﹁﹃
文
字
﹄
に

は
工
拙
の
限
度
が
あ
る
が
︑
し
か
し
︵
詩
人
の
真
価
を
知
る
た
め
に
は
そ
の
詩
人
の
︶
若
い
頃
︵
の
作
品
︶
と
成
熟
期
︵
の
作
品
︶
を
見
る
必
要

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
﹂
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
︒
引
用
冒
頭
に
﹁
詩
語
︵
詩
の
こ
と
ば
︶﹂
と
あ
り
︑
ま
た
そ
の
後
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
詩

の
引
用
も
︑
作
品
全
体
で
は
な
く
一
部
︑
す
な
わ
ち
詩
句
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
︑
傍
線
部
の
﹁
文
字
﹂
も
︑﹁
作
品
﹂
で
は
な
く
﹁
詩
の

こ
と
ば
︑
詩
句
﹂
の
意
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
と
思
わ
れ
る⎠

26
⎝

︒

　

と
こ
ろ
で
︑
傍
線
部
﹁
文
字
は
工
拙
の
定
限
有
り
﹂
は
︑﹁
文
字
﹂
と
﹁
工
拙
﹂
と
を
関
連
づ
け
て
用
い
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑﹁
文
字
﹂
と

﹁
巧
︵
工
︶
み
さ
﹂
と
を
関
連
づ
け
て
論
じ
る
現
象
が
︑
宋
代
詩
論
に
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
を
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
︒
同
様
の
例

を
も
う
一
つ
挙
げ
て
お
く
︒

　

江
西
の
詩
は
︑
山
谷
自
り
一
変
し
︑
楊
廷
秀
に
至
り
て
又
た
再
び
変
じ
て
︑
遂
に
今
日
の
越
ま
す
巧
み
な
ら
ん
こ
と
を
要
め
て
越
ま
す
醜

差
な
る
に
至
る
︒
楊
大
年
の
輩
︑
文
字
は
巧
み
な
ら
ん
こ
と
を
要
め
る
と
雖
も
︑
然
る
に
巧
の
中
に
自
ず
か
ら
渾
然
の
意
思
有
り
て
︑
便
ち

巧
な
れ
ど
も
覚
え
ざ
る
を
得
さ
し
む⎠

27
⎝

︒︵
南
宋
・
魏
慶
之
﹃
詩
人
玉
屑
﹄
巻
六
︶



─ 58─ （147）

当
時
の
江
西
詩
派
の
詩
が
︑
巧
み
さ
を
求
め
よ
う
と
し
て
ま
す
ま
す
醜
差
︵
醜
く
劣
っ
て
い
る
︶
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
嘆
い
た
後
で
︑
一
方
で

楊
万
里
た
ち
の
詩
に
つ
い
て
︑
巧
み
さ
を
求
め
て
は
い
る
が
︑
そ
の
中
に
渾
然
︵
質
朴
で
純
粋
︶
と
し
た
意
が
あ
る
た
め
︑
巧
み
で
あ
る
け
れ
ど

も
そ
の
こ
と
を
感
じ
さ
せ
な
い
と
称
揚
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
も
︑
傍
線
部
で
﹁
文
字
﹂
と
﹁
巧
み
さ
﹂
と
が
関
連
づ
け
ら
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い

る
︒
こ
う
し
た
︑﹁
文
字
﹂
と
詩
の
﹁
巧
︵
工
︶
み
さ
﹂
な
い
し
は
﹁
工
拙
﹂
と
を
関
連
づ
け
る
認
識
は
︑
宋
代
に
お
い
て
︑﹁
文
字
﹂
の
﹁
巧

︵
工
︶
み
さ
﹂
に
関
し
て
︑
少
な
く
と
も
一
定
程
度
の
関
心
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒

　

右
の
用
例
に
つ
い
て
も
う
一
つ
注
意
を
促
し
て
お
き
た
い
の
は
︑
傍
線
部
以
降
で
︑﹁
巧
み
さ
の
中
に
渾
然
と
し
た
意
が
あ
る
た
め
︑
巧
み
で

あ
る
け
れ
ど
も
そ
の
こ
と
を
感
じ
さ
せ
な
い
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒﹁
巧
な
れ
ど
も
覚
え
ざ
る
を
得
さ
し
む
﹂
と
は
︑
す
な
わ
ち

逆
に
考
え
れ
ば
︑
以
下
の
よ
う
な
認
識
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
だ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
一
般
的
な
﹁
巧
み
さ
﹂
と
は
︑
人
為
的
︑
作
為

的
︑
意
図
的
に
そ
う
あ
る
こ
と
を
狙
う
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
人
に
そ
の
作
為
や
不
自
然
さ
を
感
じ
さ
せ
て
し
ま
う
も
の
だ
︑
と
い
う
認
識
で

あ
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
右
の
用
例
で
は
﹁
巧
の
中
に
自
ず
か
ら
渾
然
の
意
思
有
り
﹂
と
︑﹁
巧
み
さ
﹂
と
﹁
渾
然
﹂
と
を
二
項
対
立
的
に
用
い
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
﹁
渾
然
︵
質
朴
で
純
粋
︶﹂
と
は
︑
一
種
の
﹁
作
為
と
は
無
縁
で
あ
る
が
ゆ
え
の
自
然
さ
﹂
を
示
し
て
お
り
︑﹁
巧
み

さ
﹂
の
中
に
﹁
渾
然
﹂
が
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
人
に
作
為
を
感
じ
さ
せ
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
︒

　

作
詩
に
お
い
て
人
為
的
︑
作
為
的
︑
意
図
的
に
こ
と
ば
の
﹁
巧
み
さ
﹂
を
狙
え
ば
︑
そ
れ
は
す
な
わ
ち
﹁
詩
句
︑
字
句
を
練
る
﹂
と
い
う
戧
作

態
度
に
容
易
に
繫
が
っ
て
い
く
︒
こ
の
よ
う
な
︑﹁
詩
句
︑
字
句
を
練
る
﹂
こ
と
と
﹁
巧
み
さ
﹂
と
を
関
連
づ
け
て
論
じ
る
用
例
も
︑
宋
代
詩
話

に
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
が
︑
そ
う
し
た
﹁
詩
句
︑
字
句
﹂
の
意
味
で
︑﹁
文
字
﹂
が
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
文
字
︵
＝
詩
句
︑

字
句
︶
を
練
る
こ
と
﹂
と
﹁
巧
︵
工
︶
み
さ
﹂
と
の
関
連
を
示
す
例
で
あ
る
︒

　

呂
氏
童
蒙
訓
に
云
う
︑
老
杜
云
う
﹁
新
詩 

改
む
る
こ
と
罷
め
ば
自
ら
長
吟
す
﹂
と
︒
文
字
頻
に
改
め
ば
︑
工
夫
自
ず
か
ら
出
ず
︒
近
世

の
欧
公
文
を
作
る
に
︑
先
ず
壁
に
貼
り
︑
時
に
竄
定
を
加
え
︑
終
篇
の
一
字
を
留
め
ざ
る
者
有
り
︒
魯
直
長
年
に
し
て
︑
多
く
前
作
を
改
定

す
︑
此
れ
大
略
を
見
る
可
し
︒
宗
室
挽
詩
に
﹁
天
網 

恢
中
の
夏
︑
賓
筵 

列
侯
を
禁
ず
﹂
と
云
う
を
後
に
乃
ち
改
め
て
﹁
属
は
左
官
の
律
を

挙
げ
︑
宗
室
の
侯
を
通
さ
ず
﹂
と
云
う
が
如
し
︒
此
れ
工
夫
は
自
ず
か
ら
同
じ
か
ら
ず⎠
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こ
こ
で
は
杜
甫
︑
欧
陽
脩
︑
黄
庭
堅
の
詩
作
態
度
を
例
に
出
し
︑
詩
句
に
何
度
も
手
を
入
れ
て
添
削
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
︒﹁
工

夫
﹂
と
は
︑﹁
時
間
と
根
気
を
費
や
し
た
後
に
得
ら
れ
る
造
詣
や
技
量
﹂
の
意
︒
傍
線
部
﹁
文
字
頻
に
改
め
ば
︑
工
夫
自
ず
か
ら
出
ず
﹂
で
︑﹁
文

字
︵
＝
字
句
︑
詩
句
︶﹂
を
練
る
こ
と
が
︑﹁
工
夫
︵
＝
造
旨
・
技
量
︶﹂︑
す
な
わ
ち
一
種
の
﹁
巧
み
さ
﹂
に
つ
な
が
る
︑
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ

て
い
る⎠

29
⎝

︒

　

と
こ
ろ
で
︑
詩
作
に
お
い
て
﹁﹁
文
字
︵
す
な
わ
ち
字
句
︑
詩
句
︶﹂
を
練
る
﹂
と
は
︑
言
い
換
え
れ
ば
︑﹁
ど
の
よ
う
な
﹁
文
字
﹂
を
用
い
る

4

4

4

べ
き
か
﹂
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
﹁
文
字
︵
字
句
︑
詩
句
︶
を
用
い
る

4

4

4

﹂
こ
と
と
﹁
巧
︵
工
︶
み
さ
﹂
と
を
関
連
づ
け
る
認
識

は
︑
六
朝
期
に
す
で
に
確
認
で
き
る⎠

30
⎝

が
︑
宋
代
詩
論
に
も
そ
う
し
た
用
例
が
見
ら
れ
る
︒

　

山
谷
云
え
ら
く
︑
寧
ろ
律
諧
わ
ざ
れ
ど
も
句
を
弱
ら
し
め
ず
︑
用
字
工
な
ら
ざ
る
と
も
語
を
俗
な
ら
し
め
ざ
る
は
︑
此
れ
庾
開
府
の
長
ず

る
所
な
り
︒
然
し
て
詩
を
為
る
に
意
有
る
な
り⎠
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巻
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庾
信
の
詩
の
長
所
と
し
て
︑
た
と
え
音
律
が
整
わ
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
詩
句
を
弱
々
し
く
し
な
い
こ
と
に
加
え
︑
傍
線
部
﹁
た
と
え
用
字
が
巧

み
で
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
︑
詩
の
こ
と
ば
を
卑
俗
に
は
し
な
い
﹂
こ
と
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
傍
線
部
の
﹁
用
字
﹂
は
︑﹁
語
﹂︑
す
な

わ
ち
﹁
詩
の
こ
と
ば
﹂
と
対
を
な
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
︑﹁
用
字
﹂
の
﹁
字
﹂
は
単
な
る
文
字
で
は
な
く
︑﹁︵
詩
の
︶
こ
と
ば
︑
字
句
︑

詩
句
﹂︑
す
な
わ
ち
前
述
の
﹁
文
字
﹂
と
同
義
と
判
断
で
き
よ
う
︒
よ
っ
て
︑
こ
こ
で
の
﹁
用
字
﹂
は
﹁
用
文
字
﹂
と
置
き
換
え
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
傍
線
部
﹁
用
字
不
工
﹂
か
ら
︑﹁
用
字
﹂
や
﹁
用
文
字
﹂
を
行
う
こ
と
が
﹁
巧
︵
工
︶
み
﹂
さ
に
繫
が
る
と
す
る
︑
当
時
の

認
識
が
伺
え
る
︒

　

こ
こ
で
︑
本
節
で
確
認
し
た
こ
と
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
︒
ま
ず
︑
宋
代
の
詩
論
に
お
い
て
︑﹁
文
字
﹂
は
﹁
作
品
︵
ま
た
は
詩
の
作
品
︶﹂
や

﹁︵
詩
の
︶
こ
と
ば
︑
字
句
︑
詩
句
﹂
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
特
に
後
者
の
場
合
︑﹁
文
字
﹂
と
﹁
巧
︵
工
︶
み
さ
﹂
と

を
関
連
づ
け
て
用
い
る
例
も
存
在
し
た
︒
さ
ら
に
︑﹁
文
字
︵
詩
句
︑
字
句
︶
を
練
る
こ
と
﹂
や
﹁
用
文
字
﹂
す
な
わ
ち
﹁
文
字
︵
＝
詩
句
︑
字

句
︶
を
用
い
る
こ
と
﹂
と
﹁
巧
︵
工
︶
み
さ
﹂
と
が
深
い
関
連
性
を
有
す
る
こ
と
が
伺
え
る
用
例
も
確
認
で
き
た
︒
そ
し
て
最
後
に
︑
筆
者
の
調

査
の
限
り
で
は
︑
宋
代
の
詩
論
に
お
い
て
︑﹁
文
字
﹂
の
み
で
﹁
散
文
﹂
の
意
味
と
し
て
用
い
ら
れ
る
例
は
︑
確
認
で
き
な
か
っ
た
こ
と
も
付
け
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加
え
て
お
き
た
い⎠

32
⎝

︒

５　
「
以
文
字
為
詩
」
と
は
何
か

　

こ
こ
で
も
う
一
度
︑﹁
以
文
字
為
詩
﹂
の
意
味
に
つ
い
て
︑
前
節
で
確
認
し
た
宋
代
詩
論
の
﹁
文
字
﹂
の
用
例
を
参
考
に
考
え
て
み
た
い
︒
そ

の
た
め
に
︑﹁
３
﹂
で
引
用
し
た
﹁
詩
弁
﹂
篇
の
一
段
を
︑
煩
を
厭
わ
ず
こ
こ
で
も
う
一
度
引
用
す
る
︒

　

夫
れ
詩
に
別
材
有
り
︑
書
に
関
す
る
に
非
ざ
る
な
り
︒
詩
に
別
趣
有
り
︑
理
に
関
す
る
に
非
ざ
る
な
り
︒
而
れ
ど
も
古
人
は
未
だ
嘗
て
書

を
読
ま
ず
︑
理
を
窮
め
ず
ん
ば
あ
ら
ず
︒
所
謂
理
路
に
渉
ら
ず
︑
言
筌
に
落
ち
ざ
る
者
は
︑
上
な
り 

①
︒
詩
は
︑
情
性
を
吟
詠
す
る
な
り 

②
︒

盛
唐
の
詩
人
︑
惟
だ
興
趣
に
在
り 

③
︒
羚
羊
角
を
掛
く
︑
跡
の
求
む
可
き
無
し
︒
故
に
其
の
妙
処
は
瑩
徹
玲
瓏
︑
湊
泊
す
可
か
ら
ず
︒
空
中

の
音
︑
相
中
の
色
︑
水
中
の
月
︑
鏡
中
の
象
の
如
く
︑
言
は
尽
く
る
有
る
も
意
は
窮
り
無
し
︒
近
代
の
諸
公
︑
奇
特
の
解
会
を
作
し
︑
文
字

を
以
て
詩
を
為
る
︑
議
論
を
以
て
詩
を
為
る
︑
才
学
を
以
て
詩
を
為
る 

④
︒
是
れ
を
以
て
詩
を
為
れ
ば
︑
夫
れ
豈
に
工
な
ら
ざ
ら
ん
︒
終
に

古
人
の
詩
に
非
ざ
る
な
り
︒
蓋
し
一
唱
三
嘆
の
音
に
於
て
︑
歉
ざ
る
所
有
り 

⑤
︒
且
つ
其
の
作
は
多
く
使
事
を
務
め
︑
興
致
を
問
わ
ず
︒
用

字
は
必
ず
来
歴
有
り
︑
押
韻
は
必
ず
出
処
有
り 
⑥
︒
之
を
読
み
て
篇
を
終
る
も
︑
着
到
の
何
く
に
か
在
る
を
知
ら
ず
︒
其
の
末
流
の
甚
し
き

者
は
︑
叫
噪
怒
張
︑
殊
に
忠
厚
の
風
に
乖
き
︑
殆
ど
罵
詈
を
以
て
詩
を
為
る⎠
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⑦
︒︵
厳
羽
﹃
滄
浪
詩
話
﹄
詩
弁
︶

　

ま
ず
︑﹁
２
﹂
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
先
行
研
究
の
多
く
が
﹁
以
文
字
為
詩
﹂
の
﹁
文
字
﹂
を
﹁
散
文
﹂
の
意
味
だ
と
説
明
し
て
い
る
が
︑﹁
３
﹂

で
説
明
し
た
よ
う
に
︑
こ
の
﹁
文
字
﹂
を
﹁
散
文
﹂
と
理
解
す
る
と
︑
文
脈
に
齟
齬
が
生
じ
て
し
ま
う
︒
さ
ら
に
は
︑
前
節
の
最
後
で
述
べ
た
よ

う
に
︑﹁
文
字
﹂
が
﹁
散
文
﹂
の
意
と
な
る
用
例
は
︑
宋
代
詩
論
に
は
見
つ
け
ら
れ
な
い
︒
以
上
の
こ
と
か
ら
︑
こ
の
﹁
文
字
﹂
も
︑﹁
散
文
﹂
の

意
と
見
な
す
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
︑
筆
者
は
考
え
る
︒

　

む
し
ろ
︑
傍
線
部
⑤
︑
⑥
に
︑﹁
豈
に
工
な
ら
ざ
ら
ん
﹂
や
﹁
用
字
︵
＝
用
文
字
︶﹂
と
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
︒
前
節
で
確
認
し
た
よ
う

に
︑﹁
文
字
﹂
と
﹁
巧
︵
工
︶
み
さ
﹂
と
を
関
連
づ
け
る
認
識
を
示
す
用
例
が
宋
代
詩
論
に
は
存
在
す
る
が
︑﹁
詩
弁
﹂
篇
の
こ
の
記
載
に
お
い
て

も
︑
同
様
の
関
連
性
を
感
じ
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑﹁
以
文
字
為
詩
﹂
と
は
︑
前
節
で
確
認
し
た
﹁
用
字
︵
＝
用
文
字
︶﹂
の
用
例
と
同
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じ
く
︑﹁
詩
句
︑
字
句
を
練
る
こ
と
﹂︑
あ
る
い
は
﹁
詩
句
︑
字
句
を
用
い
る
こ
と
﹂
を
指
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
︒
そ
し
て
さ
ら
に
言
え
ば
︑
こ
れ
ら
﹁
以
文
字
為
詩
﹂
や
﹁
用
字
﹂
は
︑
こ
れ
ま
た
前
節
で
示
し
た
宋
代
詩
論
の
用
例
と
同
様
に
︑﹁
巧
み
さ
﹂

と
深
い
関
係
を
有
し
て
い
る
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
厳
羽
は
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
以
文
字
為
詩
﹂
や
﹁
用
字
﹂
を
︑
人
為
的
・
作
為
的

な
﹁
巧
み
さ
﹂
を
企
図
す
る
戧
作
態
度
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
︑﹁
以
文
字
為
詩
﹂
を
︑
下
線
部
⑤

﹁
是
れ
を
以
て
詩
を
為
れ
ば
︑
夫
れ
豈
に
工
な
ら
ざ
ら
ん
︒
終
に
古
人
の
詩
に
非
ざ
る
な
り
︒﹂
と
述
べ
て
︑
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　

で
は
︑﹁
以
文
字
為
詩
﹂
と
は
︑
よ
り
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
﹁
詩
弁
﹂
篇
の
文
脈
に
も
注
意
し

つ
つ
︑
改
め
て
考
え
て
み
た
い
︒

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
︑﹁
以
文
字
為
詩
﹂
と
は
︑﹁
詩
句
︑
字
句
を
練
っ
て
詩
を
作
る
こ
と
﹂
を
意
味
し
︑
そ
れ
は
﹁
巧
み
さ
﹂
に
繫
が
り
は

す
る
が
︑
厳
羽
は
こ
れ
を
否
定
し
て
い
る
︒
そ
の
理
由
は
︑
傍
線
部
⑤
に
あ
る
よ
う
に
︑
詩
句
︑
字
句
を
練
る
こ
と
に
意
を
注
い
で
詩
を
作
れ

ば
︑
そ
れ
は
﹁
巧
み
で
は
あ
る
が
︑
古
人
の
詩
で
は
な
い
﹂︑﹁
ひ
と
た
び
詠
唱
す
れ
ば
三
度
嘆
賞
す
る
よ
う
な
ひ
び
き
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ

る
﹂
か
ら
で
あ
る
︒

　

と
こ
ろ
で
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
以
文
字
為
詩
︵
詩
句
︑
字
句
を
練
っ
て
詩
を
作
る
こ
と
︶﹂
の
否
定
と
明
ら
か
に
同
様
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の

が
︑
下
線
部
①
の
﹁
言
筌
に
落
ち
ざ
る
者
は
︑
上
な
り
﹂
で
あ
る
︒﹁
３
﹂
で
説
明
し
た
よ
う
に
︑﹁
言
筌
﹂
と
は
﹁
こ
と
ば
﹂
の
こ
と
で
︑
従
っ

て
こ
の
一
文
は
﹁
言
筌
︵
こ
と
ば
︶
に
陥
ら
な
い
詩
が
上
等
で
あ
る
﹂
こ
と
を
言
っ
て
い
る
︒
逆
に
言
え
ば
︑﹁
言
筌
に
陥
っ
て
い
る
﹂
詩
は
下

等
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
︑
こ
の
﹁
言
筌
︵
こ
と
ば
︶
に
陥
る
﹂
と
﹁
詩
句
︑
字
句
を
練
る
こ
と
﹂
と
は
︑
ど
ち
ら
も
詩
の
こ
と
ば
に
関
す

る
言
説
で
あ
り
︑
両
者
の
意
味
内
容
か
ら
考
え
て
も
共
通
性
が
極
め
て
高
い
と
言
え
る
︒
厳
羽
は
﹁
詩
弁
﹂
篇
で
ま
ず
︑﹁
言
筌
に
落
ち
ざ
る
者

は
︑
上
な
り
﹂︑
す
な
わ
ち
﹁
こ
と
ば
に
陥
ら
な
い
詩
が
上
等
で
あ
る
﹂
と
述
べ
た
う
え
で
︑
そ
の
こ
と
の
よ
り
詳
し
い
説
明
と
し
て
︑﹁︵
巧
み

さ
を
実
現
す
る
た
め
に
︶
詩
句
︑
字
句
を
練
っ
て
詩
を
作
る
こ
と
﹂
を
宋
詩
の
病
弊
の
具
体
例
と
し
て
挙
げ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒﹁
以
文

字
為
詩
﹂
と
は
︑
そ
の
よ
う
な
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
ば
で
あ
る
と
︑
筆
者
は
考
え
る
︒

　

さ
ら
に
も
う
少
し
︑
詩
の
こ
と
ば
に
対
す
る
厳
羽
の
発
言
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒
先
ほ
ど
論
じ
た
よ
う
に
︑
厳
羽
は
﹁
言
筌
︵
こ
と
ば
︶
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に
陥
っ
て
い
る
詩
﹂
を
下
等
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
﹁
言
筌
︵
こ
と
ば
︶
に
陥
っ
て
い
る
詩
﹂
と
明
ら
か
に
正
反
対
の
こ
と

を
述
べ
て
い
る
の
が
︑
そ
れ
に
続
く
傍
線
部
②
﹁
詩
は
︑
情
性
を
吟
詠
す
る
な
り
﹂
と
︑
傍
線
部
③
﹁
盛
唐
の
詩
人
︑
惟
だ
興
趣
に
在
り
﹂
で
あ

る
︒

　
﹁
情
性
﹂
と
は
︑
一
言
で
い
え
ば
﹁
詩
人
の
内
面
の
き
も
ち
﹂
を
指
す
が
︑
詩
の
﹁
言
筌
︵
こ
と
ば
︶﹂
と
詩
人
の
﹁
情
性
﹂
と
は
︑
ち
ょ
う
ど

﹁
３
﹂
で
述
べ
た
﹁
言
﹂
と
﹁
意
﹂
の
関
係
の
ご
と
く
︑
明
ら
か
に
正
反
対
の
概
念
で
あ
る⎠

34
⎝

︒
ま
た
︑﹁
興
趣
﹂
と
は
︑
一
言
で
い
え
ば
﹁
詩
人
が

詩
の
こ
と
ば
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
込
め
る
詩
的
余
韻
﹂
を
意
味
す
る
こ
と
を
︑
筆
者
は
す
で
に
い
く
つ
か
の
別
稿
に
お
い
て
論
じ
て
き
た⎠

35
⎝

︒
す
な

わ
ち
︑﹁
興
趣
﹂
も
ま
た
︑
詩
の
こ
と
ば
を
超
越
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
境
地
と
い
う
意
味
に
お
い
て
︑﹁
言
筌
︵
こ
と
ば
︶﹂
と
は
相
容
れ
な
い
概

念
で
あ
る
と
言
え
る
︒

　

こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
︑
厳
羽
は
﹁
言
筌
︵
こ
と
ば
︶
に
陥
っ
て
い
る
詩
﹂
を
下
等
と
し
︑
そ
の
具
体
的
な
一
例
と
し
て
﹁
詩
句
︑
字

句
を
練
っ
て
詩
を
作
る
こ
と
︵
以
文
字
為
詩
︶﹂
を
挙
げ
て
︑
こ
れ
を
批
判
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
ら
と
対
極
に
位
置
す
る
の
が
﹁
情
性
を

吟
詠
す
る
﹂
や
﹁
興
趣
﹂
な
ど
の
境
地
な
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
︑
こ
れ
ら
二
つ
の
境
地
を
肯
定
し
︑
称
揚
す
る
の
で
あ
る
︒﹁
詩
弁
﹂

篇
の
こ
の
一
段
の
文
脈
と
は
︑
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
︑
筆
者
は
考
え
る
︒

６　

お
わ
り
に

　

こ
こ
で
︑
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
︒
ま
ず
︑﹃
滄
浪
詩
話
﹄
詩
弁
篇
の
﹁
以
文
字
為
詩
﹂
の
﹁
文
字
﹂

は
︑
従
来
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
﹁
散
文
﹂
の
意
味
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑﹁
詩
句
︑
字
句
を
練
る
こ
と
︵
あ
る
い
は
用
い
る
こ
と
︶﹂
を
指
し
︑

そ
れ
は
詩
の
﹁
巧
み
さ
﹂
に
繫
が
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
厳
羽
は
﹁
詩
弁
﹂
篇
に
お
い
て
︑﹁
言
筌
に
落
ち
ざ
る
者
︵
不
落

言
筌
者
︶﹂
や
﹁
情
性
を
吟
詠
す
る
︵
吟
詠
情
性
︶﹂︑﹁
興
趣
﹂
な
ど
の
境
地
を
高
く
評
価
し
て
い
る
が
︑﹁
以
文
字
為
詩
﹂
は
︑
詩
の
こ
と
ば
の

レ
ベ
ル
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
︵
落
言
筌
︶
と
い
う
意
味
に
お
い
て
︑
こ
れ
ら
三
つ
の
境
地
と
は
対
極
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
だ
か
ら

こ
そ
厳
羽
は
﹁
以
文
字
為
詩
﹂
を
批
判
し
て
い
る
︒
以
上
が
本
稿
の
結
論
で
あ
る
︒
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と
こ
ろ
で
︑
そ
も
そ
も
﹁
以
文
字
為
詩
﹂
す
な
わ
ち
﹁
詩
句
︑
字
句
を
練
っ
て
詩
を
作
る
こ
と
﹂
と
は
︑
具
体
的
に
は
詩
の
ど
の
よ
う
な
修
辞

法
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
︒
現
時
点
で
は
︑
前
節
に
引
用
し
た
﹁
詩
弁
﹂
篇
の
傍
線
部
⑥
に
見
ら
れ
る
﹁
使
事
﹂
や
﹁
用
字
﹂︑﹁
押
韻
﹂
な
ど
と
何

ら
か
の
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
︑
筆
者
は
考
え
て
い
る
︒
さ
ら
に
筆
者
は
︑
こ
れ
ら
の
修
辞
に
対
す
る
批
判
と
︑
前
節
に
引
用
し
た
﹁
詩

弁
﹂
篇
の
冒
頭
に
あ
る
﹁
夫
れ
詩
に
別
材
有
り
︑
書
に
関
す
る
に
非
ざ
る
な
り
﹂
と
が
︑
意
味
の
う
え
で
非
常
に
強
い
繫
が
り
が
存
在
す
る
と
も

考
え
て
い
る
︒﹁
別
材
﹂
も
ま
た
︑
厳
羽
の
詩
学
を
構
成
す
る
上
で
重
要
か
つ
本
質
的
な
役
割
を
持
つ
範
疇
の
一
つ
で
あ
る
︒
そ
の
﹁
別
材
﹂
が

具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
︑
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
﹁
以
文
字
為
詩
﹂
の
意
味
が
非
常
に
重
要
な
材
料
に
な
り
う
る

と
︑
現
在
の
と
こ
ろ
筆
者
は
予
想
し
て
い
る
が
︑
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
︒

注︵
1
︶ 

原
文
﹁
以
文
字
為
詩
︑
以
議
論
為
詩
︑
以
才
学
為
詩
﹂︒
な
お
︑
以
下
﹃
滄
浪
詩
話
﹄
の
引
用
は
﹃
詩
人
玉
屑
﹄
本
に
拠
っ
た
︒

︵
2
︶ 

原
文
﹁
多
務
使
事
︑
不
問
興
致
︒
用
字
必
有
来
歴
︑
押
韻
必
有
出
処
﹂︒

︵
3
︶ 

横
山
伊
勢
雄
﹁
滄
浪
詩
話
の
研
究
﹂︑﹃
宋
代
文
人
の
詩
と
詩
論
﹄
所
収
︑
戧
文
社
︑
２
０
０
９
︑
５
３
２
～
５
３
３
頁
︒
な
お
本
論
文
の
初
出
は
︑﹃
国

文
学
漢
文
学
論
叢
﹄
第
十
二
輯
︿
東
京
教
育
大
学
文
学
部
紀
要
六
二
﹀︑
東
京
教
育
大
学
文
学
部
︑
１
９
６
７
年
２
月
︒

︵
4
︶ 

川
合
康
三
﹁
中
国
に
お
け
る
詩
と
文
─
中
唐
を
中
心
に
─
﹂︑
川
合
康
三
﹃
終
南
山
の
変
容
─
中
唐
文
学
論
集
﹄
所
収
︑
研
文
出
版
︑
１
９
９

９
︑
９
６
頁
︒
な
お
本
論
文
の
初
出
は
︑﹃
日
本
文
化
研
究
所
報
告
研
究
２
９
﹄︑
１
９
９
３
年
３
月
︒
た
だ
し
傍
線
部
は
筆
者
に
よ
る
︒
以
下
︑
本
稿

の
本
文
お
よ
び
注
に
お
け
る
引
用
傍
線
部
は
す
べ
て
同
じ
︒

︵
5
︶ 

川
合
氏
は
前
掲
﹁
中
国
に
お
け
る
詩
と
文
─
中
唐
を
中
心
に
─
﹂
８
７
～
８
８
頁
に
お
い
て
︑﹁
詩
と
文
の
一
方
が
す
ぐ
れ
て
い
れ
ば
お
の
ず
と

他
方
も
す
ぐ
れ
る
と
い
う
司
空
図
の
論
は
︑
そ
の
ま
ま
で
は
継
承
さ
れ
な
い
︒
宋
代
で
顕
著
に
な
る
の
は
逆
に
﹁
文
を
以
て
詩
と
為
す
﹂︑
つ
ま
り
文

の
書
き
方
を
そ
の
ま
ま
詩
に
適
用
し
た
︑
詩
が
散
文
化
し
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
︒﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
こ
か
ら
︑
川
合
氏
が
﹁
以
文
為
詩
﹂

＝
﹁
詩
の
散
文
化
﹂
と
捉
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
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︵
6
︶ 

張
健
﹃
滄
浪
詩
話
校
箋
︵
上
︶﹄︑
上
海
古
籍
出
版
社
︑
２
０
１
２
︑
１
７
４
頁
︒
原
文
﹁
以
文
字
為
詩
：
即
以
文
為
詩
︒
宋
人
称
作
文
為
作
文
字
﹂︒

た
だ
し
原
文
は
繁
体
字
︒

︵
7
︶ 
程
千
帆
﹃
宋
詩
精
選
﹄︑
江
蘇
古
籍
出
版
社
︑
２
０
０
２
︑
２
頁
︒
な
お
本
書
の
初
版
は
１
９
９
２
年
︒
原
文
﹁
首
先
︑
厳
羽
指
出
宋
人
以
文
字
為
詩
︒

文
字
這
個
詞
在
宋
代
有
広
狭
二
義
︑
広
義
指
書
面
語
言
︑
狭
義
則
指
散
文
︒
這
裏
顕
然
是
指
曽
経
引
起
非
議
的
以
散
文
為
詩
︒
而
以
散
文
為
詩
︑
又
往

往
和
以
議
論
為
詩
是
緊
密
地
聯
繫
著
的
﹂︒
な
お
原
文
は
簡
体
字
︒
ま
た
訳
文
は
︑
銭
志
熙
著
︑
種
村
和
史
翻
訳
﹁
永
嘉
四
霊
の
詩
学
再
検
討
─
お

よ
び
彼
ら
と
江
西
詩
派
と
の
関
係
に
つ
い
て
─
︵
下
︶﹂︑﹃
慶
應
義
塾
大
学
日
吉
紀
要　

言
語
・
文
化
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
﹄
４
５
号
︑
慶
應
義

塾
大
学
日
吉
紀
要
刊
行
委
員
会
︑
２
０
１
３
年
１
２
月
︑
２
０
頁
を
参
考
に
︑
一
部
改
変
し
た
︒

︵
8
︶ 

同
様
の
例
と
し
て
︑
他
に
陳
超
敏
﹃
滄
浪
詩
話
評
注
﹄︑
上
海
三
聯
書
店
︑
２
０
１
３
︑
２
７
頁
の
説
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

︵
9
︶ 

林
田
慎
之
助
﹁
厳
羽
の
詩
学
﹂︑﹃
中
国
文
学
の
底
に
流
れ
る
も
の
﹄
所
収
︑
戧
文
社
︑
１
９
９
２
︑
６
１
頁
︒
な
お
本
論
文
の
初
出
は
︑
小
尾
博
士
古

稀
記
念
事
業
会
編
﹃
小
尾
博
士
古
稀
記
念
中
国
学
論
集
﹄︑
汲
古
書
院
︑
１
９
８
３
︒

︵
10
︶ 

前
掲
横
山
﹁
滄
浪
詩
話
の
研
究
﹂
は
︑
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
﹁
文
字
﹂
＝
﹁
散
文
﹂
説
を
採
っ
て
い
る
が
︑
し
か
し
同
論
文
の
別
の
箇
所
︵
５
７
１

頁
︶
で
は
︑﹁
詩
弁
﹂
篇
の
﹁
以
文
字
為
詩
﹂
の
一
段
を
引
用
し
た
後
に
︑﹁
宋
の
詩
人
た
ち
は
︑
詩
の
根
本
が
抒
情
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
︑
詩
に
つ
い

て
特
異
な
理
解
を
し
て
い
た
の
で
︑
字
句
を
ひ
ね
く
り
︑
議
論
を
こ
ね
回
し
︑
才
知
を
ひ
け
ら
か
し
て
詩
を
作
っ
た
と
厳
羽
は
言
う
﹂︒
と
述
べ
て
い

る
︒
横
山
氏
が
こ
こ
で
は
﹁
以
文
字
為
詩
﹂
を
﹁
字
句
を
ひ
ね
く
り
﹂
と
︑
林
田
氏
と
同
様
の
解
釈
を
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
あ
る
い
は

横
山
氏
は
︑﹁
以
文
字
為
詩
﹂
を
﹁
散
文
の
よ
う
な
詩
を
作
る
﹂
こ
と
と
︑﹁
字
句
を
ひ
ね
く
っ
て
詩
を
作
る
﹂
こ
と
の
︑
両
義
を
含
む
と
考
え
て
い
た

の
か
も
し
れ
な
い
︒

︵
11
︶ 

前
節
の
最
後
で
挙
げ
た
﹁
以
文
字
為
詩
﹂
を
﹁
字
句
を
ひ
ね
り
回
す
﹂︑﹁
文
字
の
遊
び
﹂
と
解
釈
す
る
説
の
問
題
点
に
つ
い
て
も
︑
こ
こ
で
付
記
し
て

お
く
︒
こ
の
説
の
最
大
の
問
題
点
は
︑﹁
字
句
を
ひ
ね
り
回
す
﹂
や
﹁
文
字
の
遊
び
﹂
と
は
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

だ
と
︑
筆
者
は
考
え
る
︒
例
え
ば
苦
吟
派
の
よ
う
に
刻
苦
し
て
詩
句
を
練
り
に
練
る
態
度
を
指
す
の
か
︑
そ
れ
と
も
詩
才
に
任
せ
て
自
由
自
在
に
詩
句

を
生
み
だ
す
こ
と
な
の
か
︑
は
た
ま
た
別
の
こ
と
な
の
か
︑
判
然
と
し
な
い
の
で
あ
る
︒

︵
12
︶ 

原
文
﹁
黃
魯
直
云
︑
杜
之
詩
法
出
審
言
︑
句
法
出
庾
信
︑
但
過
之
爾
︒
杜
之
詩
法
︑
韓
之
文
法
也
︒
詩
文
各
有
体
︒
韓
以
文
為
詩
︑
杜
以
詩
為
文
︑
故

不
工
爾
﹂︒
な
お
︑﹃
滄
浪
詩
話
﹄
以
外
の
古
典
籍
の
引
用
は
︑
特
に
断
り
の
な
い
限
り
﹃
四
庫
全
書
﹄
本
に
よ
る
︒
以
下
同
じ
︒

︵
13
︶ 

原
文
﹁
夫
詩
有
別
材
︑
非
関
書
也
︒
詩
有
別
趣
︑
非
関
理
也
︒
而
古
人
未
嘗
不
読
書
︑
不
窮
理
︒
所
謂
不
渉
理
路
︑
不
落
言
筌
者
︑
上
也
︒
詩
者
︑
吟

詠
情
性
也
︒
盛
唐
詩
人
惟
在
興
趣
︒
羚
羊
掛
角
︑
無
跡
可
求
︒
故
其
妙
処
瑩
徹
玲
瓏
︑
不
可
湊
泊
︒
如
空
中
之
音
︑
相
中
之
色
︑
水
中
之
月
︑
鏡
中
之
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象
︑
言
有
尽
而
意
無
窮
︒
近
代
諸
公
作
奇
特
解
会
︑
以
文
字
為
詩
︑
以
議
論
為
詩
︑
以
才
学
為
詩
︒
以
是
為
詩
︑
夫
豈
不
工
︒
終
非
古
人
之
詩
也
︒
蓋

於
一
唱
三
嘆
之
音
︑
有
所
歉
焉
︒
且
其
作
多
務
使
事
︑
不
問
興
致
︒
用
字
必
有
来
歴
︑
押
韻
必
有
出
処
︒
読
之
終
篇
︑
不
知
着
到
何
在
︒
其
末
流
甚
者
︑

叫
噪
怒
張
︑
殊
乖
忠
厚
之
風
︑
殆
以
罵
詈
為
詩
﹂︒

︵
14
︶ 

前
掲
程
千
帆
﹃
宋
詩
精
選
﹄
の
引
用
の
傍
線
部
②
を
参
照
︒

︵
15
︶ 

な
お
﹃
厳
滄
浪
先
生
吟
巻
﹄
本
や
﹃
滄
浪
詩
話
﹄
単
行
本
系
統
の
テ
キ
ス
ト
で
は
︑
こ
の
一
段
は
﹁
遂
以
文
字
為
詩
︑
以
才
学
為
詩
︑
以
議
論
為
詩
﹂

と
な
っ
て
お
り
︑﹁
議
論
﹂
と
﹁
才
学
﹂
の
順
が
逆
に
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
こ
ち
ら
の
テ
キ
ス
ト
に
従
っ
た
と
し
て
も
︑﹁
文
字
﹂
を
﹁
散
文
﹂
と
理

解
す
る
限
り
︑
こ
の
一
段
全
体
は
や
は
り
詩
の
内
容
や
題
材
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
と
見
な
す
ほ
か
は
な
い
と
思
わ
れ
る
︒

︵
16
︶ 

な
お
﹃
厳
滄
浪
先
生
吟
巻
﹄
本
や
﹃
滄
浪
詩
話
﹄
単
行
本
系
統
の
テ
キ
ス
ト
で
は
︑
こ
の
一
文
を
﹁
然
非
多
読
書
︑
多
窮
理
︑
則
不
能
極
其
至
﹂
と
作

る
が
︑
前
言
と
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
︒

︵
17
︶ 

黄
昇
は
魏
慶
之
﹃
詩
人
玉
屑
﹄
の
序
を
書
い
て
お
り
︑
ま
た
黄
昇
﹃
唐
宋
諸
賢
絶
妙
詞
選
﹄
の
胡
徳
芳
の
淳
祐
九
︵
１
２
４
９
︶
年
の
序
に
︑
黄
昇
は

魏
慶
之
と
友
人
で
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒﹃
滄
浪
詩
話
﹄
の
成
立
は
１
２
３
０
年
代
頃
と
さ
れ
︑
か
つ
﹃
滄
浪
詩
話
﹄
は
﹃
詩
人
玉
屑
﹄
に
収

録
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
魏
慶
之
と
黄
昇
は
厳
密
に
は
厳
羽
よ
り
少
し
後
の
人
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
︒

︵
18
︶ 

原
文
﹁
高
菊
㵎
山
行
即
事
主
人
一
笑
先
呼
酒
︑
勧
客
三
杯
便
当
茶
︑
杜
小
山
詩
釀
雪
不
成
微
有
雨
︑
被
風
吹
散
却
為
晴
︑
皆
直
述
其
事
︑
意
脈
貫
通
︒

前
輩
所
謂
作
文
字
如
写
家
書
︑
殆
謂
是
歟
﹂︒
な
お
︑
引
用
は
南
宋
・
魏
慶
之
﹃
詩
人
玉
屑
﹄
巻
十
九
に
よ
る
︒

︵
19
︶ 

原
文
﹁
古
詞
之
不
可
読
者
︑
莫
如
巾
舞
歌
︒
文
義
漫
不
可
解
︒
又
古
将
進
酒
︑
芳
樹
︑
石
榴
︑
予
章
行
等
篇
︑
皆
使
人
読
之
茫
然
︒
又
朱
露
︑
雉
子
班
︑

艾
如
張
︑
思
悲
翁
︑
上
之
回
等
︑
只
二
三
句
可
解
︒
寧
非
歳
久
文
字
訛
舛
而
然
耶
﹂︒

︵
20
︶ 

前
掲
﹃
滄
浪
詩
話
﹄
考
証
篇
の
引
用
に
あ
る
﹁
文
字
﹂
も
︑
そ
の
一
例
で
あ
る
︒

︵
21
︶ 

原
文
﹁
余
謂
欲
知
文
章
之
要
︑
当
熟
看
文
選
︒
蓋
選
中
︑
自
三
代
涉
戦
国
秦
漢
晋
魏
六
朝
以
来
文
字
皆
有
︒
在
古
則
渾
厚
︑
在
近
則
華
麗
也
﹂︒

︵
22
︶ 

﹁︵
詩
・
文
な
ど
の
︶
作
品
﹂
を
意
味
す
る
﹁
文
字
﹂
の
そ
の
他
の
用
例
を
︑
以
下
に
い
く
つ
か
挙
げ
て
お
く
︒
な
お
︑
紙
幅
の
都
合
上
︑
引
用
は
原
文

の
み
と
す
る
︒

　

魯
直
亦
云
︑
東
坡
嶺
外
文
字
︑
読
之
使
人
耳
目
聡
明
︑
如
清
風
自
外
来
也
︒︵
宋
・
胡
仔
﹃
苕
渓
漁
隠
叢
話
後
集
﹄
巻
三
十
︶

　

又
云
︑
学
詩
工
夫
︑
以
多
読
書
貫
穿
︑
自
当
造
平
淡
︒
可
勤
読
董
︑
賈
︑
劉
向
諸
文
字
︒
学
作
論
議
文
字
︑
更
取
蘇
明
允
文
字
読
之
︒
古
文
要

気
質
渾
厚
︑
勿
太
彫
琢
︒︵
南
宋
・
王
正
徳
﹃
余
師
録
﹄
巻
二
︶

　

山
谷
云
︑
文
章
以
気
為
主
︑
鄭
谷
此
詩
意
甚
佳
︑
而
病
在
気
不
長
︒
西
漢
文
字
所
以
雄
深
雅
健
者
︑
其
気
長
故
也
︒︵
南
宋
・
蔡
正
孫
﹃
詩
林
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広
記
﹄
巻
八
︶

︵
23
︶ 
原
文
﹁
晦
庵
詩
︑
音
節
従
陶
︑
韋
︑
柳
中
来
︑
而
理
趣
過
之
︒
所
以
不
可
及
︒
蘇
門
文
字
︑
到
底
脱
不
得
縦
横
習
気
︒
程
門
文
字
︑
到
底
脱
不
得
訓
詁

家
風
﹂︒

︵
24
︶ 

原
文
﹁
杜
子
美
詩
云
︑
自
平
宮
中
呂
太
一
︒
世
莫
曉
其
義
︑
而
妄
者
至
以
為
唐
時
有
自
平
宮
︒
偶
読
明
皇
実
録
︑
有
中
官
呂
太
一
叛
广
南
︒
此
詩
故
云
︒

而
下
文
有
﹁
南
海
収
珠
﹂
之
語
︒
見
書
不
広
︑
而
軽
改
文
字
︑
鮮
不
為
笑
也
﹂︒

︵
25
︶ 

原
文
﹁
王
荊
公
少
以
意
気
自
許
︑
故
詩
語
惟
其
所
向
︑
不
復
更
為
涵
蓄
︒
如
天
下
蒼
生
待
霖
雨
︐
不
知
龍
向
此
中
蟠
︑
又
濃
緑
万
枝
紅
一
点
︐
動
人
春

色
不
須
多
︑
平
治
険
穢
非
無
力
︑
潤
沢
焦
枯
是
有
材
之
類
︑
皆
直
道
其
胸
中
事
︒
後
為
群
牧
判
官
︑
従
宋
次
道
尽
仮
唐
人
詩
集
︑
博
観
而
約
取
︑
晚
年

始
尽
深
婉
不
迫
之
趣
︒
乃
知
文
字
雖
工
拙
有
定
限
︑
然
亦
必
視
初
壮
︑
雖
此
公
︑
方
其
未
至
時
︑
亦
不
能
力
強
而
遽
至
也
﹂︒

︵
26
︶ 

も
っ
と
も
こ
の
﹁
文
字
﹂
は
︑﹁
詩
の
作
品
全
体
﹂
を
指
す
と
解
釈
す
る
こ
と
も
決
し
て
不
可
能
で
は
な
い
︒

︵
27
︶ 

原
文
﹁
江
西
之
詩
︑
自
山
谷
一
変
︑
至
楊
廷
秀
又
再
変
︑
遂
至
今
日
越
要
巧
越
醜
差
︒
楊
大
年
輩
︑
文
字
雖
要
巧
︑
然
巧
中
自
有
渾
然
意
思
︑
便
巧
也

使
得
不
覚
﹂︒

︵
28
︶ 

原
文
﹁
呂
氏
童
蒙
訓
云
︑
老
杜
云
新
詩
改
罷
自
長
吟
︒
文
字
頻
改
︑
工
夫
自
出
︒
近
世
欧
公
作
文
︑
先
貼
于
壁
︑
時
加
竄
定
︑
有
終
篇
不
留
一
字
者
︒

魯
直
長
年
︑
多
改
定
前
作
︑
此
可
見
大
略
︒
如
宗
室
挽
詩
云
天
網
恢
中
夏
︑
賓
筵
禁
列
侯
︑
後
乃
改
云
属
挙
左
官
律
︑
不
通
宗
室
侯
︒
此
工
夫
自
不
同

矣
﹂︒

︵
29
︶ 

南
宋
・
蔡
正
孫
﹃
詩
林
広
記
﹄
後
集
巻
三
に
も
︑
こ
れ
と
同
様
の
認
識
を
示
す
用
例
が
見
ら
れ
る
︒
原
文
の
み
引
用
す
る
︒

　

王
直
方
詩
話
云
︑
東
坡
詠
画
蝸
牛
詩
︑
初
云
中
弱
不
勝
触
︑
外
堅
聊
自
郛
︑
升
髙
不
知
疲
︑
竟
作
粘
壁
枯
︒
後
改
為
腥
涎
不
満
殻
︑
聊
足
以
自

濡
︒
余
以
為
︑
改
者
勝
︒
前
輩
云
︑
文
字
頻
改
︑
工
夫
自
出
︒
此
詩
之
所
以
不
厭
改
也
︒
老
杜
有
云
新
詩
改
罷
自
長
吟
︒
欧
公
作
文
︑
先
貼
於
壁
︑

時
加
竄
定
︑
有
終
篇
不
留
一
字
者
︒
後
人
安
見
其
有
此
等
工
夫
邪
︒

︵
30
︶ 

梁
・
鍾
嶸
﹃
詩
品
﹄
巻
中
に
︑﹁
晋
司
空
張
華
詩
︑
其
源
出
於
王
粲
︒
其
体
華
艷
︑
興
託
不
奇
︒
巧
用
文
字
︑
務
為
妍
冶
︒
雖
名
髙
曩
代
︑
而
疏
亮
之

士
︑
猶
恨
其
児
女
情
多
︑
風
雲
気
少
︒
謝
康
楽
云
︑
張
公
雖
復
千
篇
︑
猶
一
体
耳
︒
今
置
之
中
品
︑
疑
弱
︑
処
之
下
科
︑
恨
少
︒
在
季
孟
之
間
矣
﹂︒

と
あ
る
︒
傍
線
部
﹁
巧
み
に
文
字
を
用
い
﹂
に
︑﹁
用
文
字
﹂
と
﹁
巧
み
さ
﹂
と
が
関
連
を
有
す
る
と
い
う
認
識
が
伺
え
る
︒

︵
31
︶ 

原
文
﹁
山
谷
云
︑
寧
律
不
諧
而
不
使
句
弱
︑
用
字
不
工
不
使
語
俗
︑
此
庾
開
府
之
所
長
也
︒
然
有
意
于
為
詩
也
﹂︒

︵
32
︶ 

例
え
ば
北
宋
・
阮
閲
﹃
詩
話
総
亀
後
集
﹄
巻
三
十
一
に
︑
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒

　

学
者
は
須
ら
く
有
用
の
文
字
を
做
す
べ
く
し
て
︑
力
を
尽
し
て
虚
言
す
る
可
か
ら
ず
︒
有
用
の
文
字
と
は
︑
論
ず
る
所
の
文
字
是
な
り
︒
議
論
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の
文
字
は
須
ら
く
董
仲
舒
︑
劉
向
を
主
と
為
し
︑
礼
記
︑
周
礼
及
び
新
序
︑
説
苑
の
類
を
以
て
す
べ
し
︒
皆
な
当
に
貫
穿
熟
考
す
べ
し
︒
則
ち
一

日
做
せ
ば
便
ち
一
日
の
工
夫
有
り
︒

　

学
者
須
做
有
用
文
字
︑
不
可
尽
力
虚
言
︒
有
用
文
字
︑
所
論
文
字
是
也
︒
議
論
文
字
須
以
董
仲
舒
劉
向
為
主
︑
礼
記
周
礼
及
新
序
説
苑
之

類
︒
皆
当
貫
穿
熟
考
︑
則
做
一
日
便
有
一
日
工
夫
︒

 

こ
こ
で
は
董
仲
舒
や
劉
向
︑﹃
礼
記
﹄︑﹃
周
礼
﹄
な
ど
が
具
体
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
傍
線
部
﹁
論
ず
る
所
の
文
字
﹂︑﹁
議
論
の
文

字
﹂
は
︑﹁
議
論
文
の
作
品
﹂
の
意
で
あ
ろ
う
と
判
断
で
き
る
︒
こ
の
よ
う
に
前
後
関
係
か
ら
判
断
で
き
る
例
な
ら
別
だ
が
︑
し
か
し
﹁
文
字
﹂
だ
け

で
﹁
散
文
﹂
の
意
と
見
な
す
こ
と
の
で
き
る
宋
代
詩
論
の
用
例
は
︑
筆
者
の
調
査
の
限
り
見
つ
け
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た

︵
33
︶ 

原
文
は
注
13
参
照
︒

︵
34
︶ 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
別
稿
﹁﹃
滄
浪
詩
話
﹄
の
﹁
別
材
﹂
範
疇
の
意
味
に
つ
い
て
─
才
能
か
題
材
か
─
﹂︵
仮
題
︶
に
お
い
て
詳
し
く
論
じ
る

予
定
で
あ
る

︵
35
︶ 

須
山
哲
治
﹁﹃
滄
浪
詩
話
﹄
の
﹁
興
趣
﹂
に
関
す
る
先
行
研
究
に
つ
い
て
﹂︑﹃
藝
文
研
究
﹄
第
９
４
号
︑
慶
應
義
塾
大
学
藝
文
学
会
︑
２
０
０
８
年
６

月
︒
同
﹁﹃
滄
浪
詩
話
﹄
の
﹁
興
趣
﹂
に
つ
い
て
─
﹁
興
﹂
概
念
を
中
心
に
﹂︑﹃
大
東
文
化
大
学
漢
學
會
誌
﹄
第
４
９
号
︑
大
東
文
化
大
学
漢
學
會
︑

２
０
１
０
年
３
月
︒
同
﹁
宋
代
詩
論
に
お
け
る
﹁
興
﹂
の
用
例
に
つ
い
て
─
﹃
滄
浪
詩
話
﹄
の
﹁
興
趣
﹂
理
解
の
手
が
か
り
と
し
て
﹂︑﹃
藝
文
研
究
﹄

第
１
０
０
号
︑
２
０
０
１
年
６
月
︒
同
﹁
中
国
古
典
詩
学
に
お
け
る
﹁
趣
﹂
範
疇
に
関
す
る
先
行
研
究
と
︑﹁
Ｘ
＋
趣
﹂
形
式
の
範
疇
の
用
例
に
つ
い

て
─
﹃
滄
浪
詩
話
﹄
の
﹁
興
趣
﹂
範
疇
を
理
解
す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
─
﹂︑﹃
藝
文
研
究
﹄
第
１
０
５
─

１
号
︑
慶
應
義
塾
大
学
藝
文
学
会
︑

２
０
１
３
年
１
２
月
︑
同
﹁﹃
滄
浪
詩
話
﹄
に
お
け
る
﹁
興
趣
﹂
範
疇
の
﹁
趣
﹂
お
よ
び
﹁
別
趣
﹂
範
疇
に
つ
い
て
﹂﹃
中
国
美
学
範
疇
研
究
論
集
﹄
第

二
集
︑
２
０
１
３
年
度
大
東
文
化
大
学
人
文
科
学
研
究
所
研
究
報
告
書
︑
２
０
１
４
年
３
月
︑
の
以
上
五
稿
を
参
照
︒

4

︻
附
記
︼

本
稿
は
︑
平
成
２
８
年
度
慶
應
義
塾
学
事
振
興
資
金
研
究
補
助
︵
個
人
研
究
A
︶
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒


