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舐
祗
注
の
六
義
論
そ
の
他
（
上
）

詩
篇
解
釈
法
の
受
容
に
つ
い
て

石

神

秀

晃

 
宗
祇
が
関
り
を
有

し
た
複
数

の
古
今
集
注
釈
書
、

い
は
ゆ

る
祇
注
が
、
例

へ

ば
部

立
を
重
視
す
る
こ
と
、
単
な
る
語
義
語
釈

に
と
ど
ま
ら
な

い

唱
首
全
体

の

意
味

に
説
き
及
ぶ
こ
と
な
ど
は
、
前
代

の
諸
注
釈
書
に

一
線

を
画

し
、
近
世

の

新
注

へ
と
継
受
さ
れ

る
、
そ
の
重
要
な
特
徴
と

い
つ
て
よ
い
の
だ
ら
う
。
か
う

い
ふ
志
向

に
つ
い
て
は
大
方

の
論
も
集
積
さ
れ

つ
つ
あ

る
。

 

一
方
、
前

代
を
継
受
し
当
代
の
諸
思
潮
と
交
流

す
る
側
面

に
も
注
目
す
ぺ
き

で
あ

る
。
と

い
ふ
の
は
、
祇
注
を
そ
の
時
代

に
置

い
て
時
代
を
表
徴
す
る

一
作

品
と

し
て
読
む
に
は
当
然
、

こ
の
面
で
の
配
慮
も
必
要

と
な

る
は

ず

だ

か

ら

だ
。
稿
者
は
殊

に
、
祇
注
を
根
抵

か
ら
支
持
す

る
思
想
が
も

し
あ
り
と
す
れ
ぽ

そ
れ
を
知
り
た
い
と
思
ふ
。
勿
論

こ
の
こ
と
は
、
注

を
付
さ
れ
た
古
今
和
歌
集

所
収
歌

の
作
者

の
意
図
を
知
る

こ
と
と
は
、
多
少
の
関
係

を
保
ち

つ
つ
も
自
つ

か
ら
別
種

の
思
考

に
属
す
る
こ
と
で
あ
り
、
結
局

現
在

へ
継
続
す

る
思
想
史

の

大
切
な

一
コ
マ
と

し
て
、
当
該
対
象

へ
の

(
共
感
的
な
)
読

み
解
き
を
目
指

し

て
ゐ

る
わ
け
で
あ

る
。

こ
の
面

に
関
す

る
先
学

の
説
を
纏

め
る
な
ら
、
宋
学

と

本
覚
思
想
と
吉

田
神
道
と
の
統
合

で
あ

る
、
と
要
約

で
き

る
。
指
針
と
す

べ
き

で
あ
ら
う
。
さ
て
こ
の
中
で
、
例

へ
ぽ
本
覚

思
想
の
極
端
な
形
態

、
換
言
す

る

と
左
道
密
教

的
神
秘
主
義

の
概
念
組
織
は
、

鎌
倉
末
南
北
朝
期
の

一
部
文
芸

に

も
受
容

さ
れ
て
ゐ
る
。
和
歌
知
顕
集
や
、
古

今
注
で
い

へ
ぽ

古
今
灌
頂

に
は

こ

と
に
そ
の
影
響
が
強
烈

で
あ

る
。
下

つ
て
祇
注
に
も
そ
の
余
波
が
及

ん
で
ゐ
る

こ
と
は
確

か
で
あ
ら
う
。

つ
ま
り
、
祇
注
に
は
古
今
灌
頂
な
ど
と
内

容
面

で

一

脈
通
ず
る
と

こ
ろ
が
あ

る
こ
と
1

歌

と
い
ふ
も

の
の
存
在

論
的
根
拠

を
同
じ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1
)

く
本
覚
思
想
の
五
大
成
身
観

(
五
字
厳
身
観
)

に
置

い
て
ゐ
る

こ
と
ー

に
抜

き
難

い
前
代
的
要
素

を
感
じ
と
る

こ
と
が
可
能

で
あ

る
。
し
か
し
、

そ
れ
に
も

か
か
は
ら
ず
、
両
老

の
明
白
な
差
違

に
も
気
づ
く

の
だ
。
古

今
集

姻
番
歌

「
ほ

の
ぼ

の
と
」
詠

へ
の
注
文

を
比
較
す
る
と
わ
か
る
通
り
、
祇
注
は
意

識
的
に
前

代

の
古
今
灌
頂

の
克
服

を
明
言
し
て
ゐ
る
と
思

は
れ

る
の
で
あ
る
。
従

つ
て
祇

注

と
古
今
灌
頂
と
の
微
妙
な

(
し
か
し
見
方

に
よ
つ
て
は
大
き

い
)
差
が
、

や

や
粗
大

に
す
ぎ
る
先

の
把
捉

の
み
で
は
あ
ま
り
明
ら

か
に
な
ら
な
い
と
も
思
は

れ

る
。
さ
ら
に
は
神
仏
儒
諸
要
素

を
貫
き
各

々
の
矛
盾

を
解
消

し
て
全

て
を
調

和

さ
せ
る
も

の
、
或

は
扇

の
骨
を
と

め
支

へ
る
要

の
や
う
な
働

き
を
し
て
ゐ
る

何

か
、

の
存
在
が
、

か
う

し
て
大
き
す
ぎ
る
要
素

へ
還
元
し
た
だ
け
で
は
充
分

理
解
さ
れ
な
い
と
も

い

へ
る
。

 
様

々
な
面

を
含

め
て
容
易
に
読

み
手
を

よ
せ

つ
け
な
い
祇
注

の
、
思
想

的
根

抵
に
接
近
す

る
た

め
に
、
別

な
見
地

か
ら

の
試
み
が
積

み
重
ね
ら
れ
て
よ
か
ら
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う

・
 
と

こ
ろ
で

一
般

に
何
か
の
本

に
つ
い
て
、
そ

の
引

書
や
詩

の
引
用

や
に
着
目

す

る
こ
と

か
ら
更

に
、
書
き
手
語
り
手

の
学
問
系
譜
が
明
ら
か
に
な

る
こ
と
が

多

い
や
う
に
思
ふ
。
月
並
な
方
法

で
あ

る
が
、
祇
注
に
於

て
も
先
づ

は
さ
う

し

た
基
礎
作
業
が
必
要

で
あ

つ
て
、
宿
疑
解
決

の
手
が

か
り
を
得

ら
れ
る
可
能
性

も
あ

ら
う

か
と
思
ひ
至

つ
た
。
が
、
出
典

さ
が

し
と
は
ま
た
し
て
も
要
素

へ
の

還
元

に
す
ぎ
な
い
で
あ
ら
う
。

よ
つ
て
目
的
で
は
な
く
手
段
に
す
ぎ
ず
、
最
終

的

に
は
各
要
素
が
補

ひ
合
ひ
な
が
ら
、
あ

る
体
系
を
形
づ
く

つ
て
ゐ
る
様
相

を

記
述
す

る
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
べ
き

で
あ

る
。
無
論
今
、
直
ち
に
所
期
の
目
途

が
達
成

で
き
た
わ
け

で
は
な
い
が
、
引

用
を
読
む
模
索

の
中
で
得

た
、
特

に
儒

ひ
い
て
は
神
仏
に
関

し
て
の

一
つ
の
手
が
か
り
と
思

し
き
も

の
を
、

こ
れ
も
多

少

粗
大

な
観
点
か
ら
描
写
す
る
推
論
を
、
小
稿

で
は
試

み
た
次
第

で
あ
る
。
略

言
す
る
な
ら
、
宗

祇
の
根
ざ
す
学

的
環
境

の

一
つ
と

し
て
、
禅
林
と
儒
林
と
の

交
流

の
場
を
想
定
す
べ
き
だ
、
と
い
ふ

一
点
を
主
張

し
た
い
の
で
あ
る
。

 

中
国
文
学

・
哲
学

へ
の
知
識
の
と
ぼ

し
い
稿
者
で
あ

る
が
、
問

題

に

導

か

れ
、
通
常
の
守
備
領
域
以
外

に
も
言
及
せ
ざ

る
を
得

な
か

っ
た
。
初
歩
的
誤
り

も
多

々
あ
る
こ
と
と
思
ふ
。
御
指
正
を
希

ふ
。

 
先
づ
祇
注
に
は
、
毛
詩
の
引
用
、
毛
詩
注
釈
書

へ
の
言
及
が
多

い
こ
と
に
気

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(2
)

つ

か
さ
れ
る
。
六
義

の
釈

・
歌
注

に
詩
篇
が
散
点

し
、

こ
と
に
六
義
論

は
殆
ど

毛
詩

・
毛
詩
注
釈
書

か
ら

の
摘
句
と

い
つ
て
も
過
言

で
な

い
。
そ

の
上
毛
詩

は

儒
教

の
聖
典
の

一
つ
で
あ
る
。
従

つ
て
そ
れ
ら
を
読

み
進

め
る
中
で
同
時

に
、

自
つ

と
宗
祇

の
儒

の
内
容
も
判
然
と

し
て
来
る
で
あ
ら
う
と
期
待

で
き

る
わ
け

で
あ

る
。

 

し
か
し
そ

の
結
果
を
述
べ
る
前
提

と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に

一
般
的

で
な

い
毛

詩
と
詩
篇
解
釈
学

の
歴
史

の
大
要

を
記

し
て
お
く

の
が
便
宜
で
あ

ら
う
。

 
詩
、
も
し
く
は
宋
学

に
好
ま
れ
た
呼
称

で
い
ふ
な

ら

詩

経

と
は
、
紀
元
前

八
、
九
世
紀

を
中

心
に
行
な
は
れ
た
中
国

の
古
代
歌
謡

で
あ
る
。
周
代

の
宮
廷

楽
師

に
伝
承
さ
れ
た
詩
篇
は
、
古

代
社
会

の
崩
壊
と
と
も
に
経
典
化

さ
れ
、
論

語

に
は
や
く
も
経
書

と
し
て
扱
は
れ
て
長
く
儒
教

の
聖
典
と
な

つ
た
。
詩
篇

を

孔
子
が
冊
定
し
て
三
百
十

一
篇

(
う
ち
六
篇
侠
)
と

し
冒
頭

の
い
は
ゆ
る
大
序

を
加

へ
た
と

い
ふ
説
が
あ
り
、
大
序

は
子
夏

の
作
と
す

る
説
等

も
あ

る
。
前
漢

の
は
じ

め
古
典

の
整

理
期
を
迎

へ
る
と
詩

の
本
文
も
整
定
化

へ
向
ひ
、
注

を
付

し
た
上

で
魯

詩

・
斉
詩

・
韓
詩
が
出
現
し
た
が
、
最
後

に
出
た
毛
享

(或

は
そ

の
門
弟
毛
蔑
?

)
の
テ
ク
ス
ト
ー1
毛
詩
が
本
文

・
注
共

に
優
秀
で

主

流

を

占

め
、
他
は
今

で
は
殆

ど
散
侠

し
た
。
毛
氏
の
注

を
毛
伝
と
称
し
、
後

漢
の
大
儒

鄭
玄
が

こ
れ

に
箋
を
新

た
に
付
し

て
鄭
箋

を
作

つ
た
。
後
、
唐
代

の
勅
撰
書

五

経
正
義

(孔
穎
達
等
撰
)
が

上
記

二
書

に
よ
り

つ
つ
疏

を
加

へ
た
。
毛
伝
鄭
箋

・
正
義
の
単
行

の
時
代

の
後
、
毛
詩
正
義
ま
で
を

一
書

に
纏

め
た
毛
詩
注
疏
が

南
宋

の
代
に
刊
行
さ
れ
普
及
し
た
。
儒
を
主
と
す
る
時

代
の
ゆ
ゑ
に
、
冒
頭

の

大
序

・
篇
ご
と
の
意
味

の
要
約
で
あ

る
小
序
を
含
め
て
伝
箋
本

に
は
詩

を
政
治

的

・
道
徳
的
批
判

の
表
現
と
し
て
理
解
す

る
態
度
が
強

い
。

こ
の
解
釈
法
乃
至

付
会
を
小
序

に
使

は
れ

る

「
美
刺
」

と
い
ふ
こ
と
ば

で
代
表

す
る
。
美

は
ほ
め

る
の
意
、
刺
は
そ
し
る
の
意

で
あ
る
。
ま
た
大
序

で
は

「
国
風
」

の
風
字

を
、

風
化
風
刺
、
あ
る

い
は
教
と

し
て
理
解
す

る
。
正
義
を
含

め
か
う
し
た
儒

の
精

神
が
古
注
全
体
を
基
本
的

に

一
貫
し
て
ゐ
る
。

 

南
宋

の
朱
子
が
著

し
た
詩
集
伝

に
は
、
小
序

を
ほ
ゴ
無
視
す
る
な
ど
、

か
な

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(3
)

り
な
新
風
も
あ

る
が
、
美
刺
的
観
念
は
な
ほ
残

さ
れ

て
ゐ

た
。

 

詩
は
風

・
雅

・
碩

の
三
部

に
分
た
れ
て
ゐ
る
。
風

は
諸
国

の
民
謡
、
雅

は
西

周

の
貴
族
社
会

の
詩
、
頸

は
周

・
春
秋
時
代
の
魯

・
宋

二
国
の
廟
歌

で
あ
る
。

一13一



一
方
修
辞
上

の
分
類

と
し
て
は
賦

(
直

叙
)
比

(直

喩
)
興

(
隠

喩
)
が

あ

り
、

以
上
併

は
せ

て
六
義

を
、
大
序

に

「
風
賦
比
興
雅
頸
」

の
序
列

で
示
す
。

こ
れ
は
風

(
賦

・
比

・
興
)
、
雅

(
賦

・
比

・
興
)
、
頒

(賦

・
比

・
興
)

の
意

に
解

さ
れ
る
。
毛
伝

で
は
特

に
興

の
体

の
も

の
に

「
興
な
り
」

と
注

し
隠
さ
れ

た
意
味
を
謎
解
き
風

に
釈
し
て
、
国
風
の
詩
も
多
く
政
治

上
の
問
題

に
結
び

つ

け
ら
れ
て
ゐ
る

(
白
川
静

・
詩
経
中
国
の
古
代
歌
謡
)
。

 
周
知

の
や
う
に
、
毛
詩
大
序

の
六
義
論
が
、
古
今
集
両
序

の
和
歌

六
義
論

に

於

て
も
下
敷
き
に
な

つ
て
ゐ
る
。
当
然
祇
注

に
は
そ

の
こ
と
の
指
摘
と
、
そ

の

注
釈

で
あ
る
毛
詩

正
義

へ
の
言
及

・
引
用
な
ど
が
存
す
る
。
ま
た
歌
注

に
も

い

く

つ
か
の
詩

の
引
用

を
み
る

こ
と
を

の
べ
た
。
注
目
し
な
け
れ
ぽ

な
ら
な

い
の

は
、

さ
ら
に
進
ん
で
、
祇
注
の
毛
詩
受
容

の
あ

と
が
、
と

い
ふ
よ
り
も

よ
り
正

確

に
は
、
詩
篇
解

釈
法
受
容
の
あ
と
が
、
詩

"
歌

の
理
論

の
実
践

と
し
て
和
歌

解
釈

の
相
当
深
部
に
ま
で
及
ん
で
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ

る
こ
と
で
あ

る
。

つ
ま

り
、
毛
詩

と
古
今
集
と
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
互

ひ
に
序
が
あ
り
六
義
論
が
あ

る
、

と

い
ふ
共
通
部
分
が
存
在
す

る
。
従

つ
て
論
理
を
徹
底

さ
せ
る
な
ら
ば

、
そ
の

帰
結
と
し
て
古
今
集
も
、
撰
老

の
意
図
に
沿

つ
て
解

釈
す
る
限
り

で
は
、
共
通

の
解
釈
法
が
ゆ

る
さ
れ
る
ば

か
り
か
、
む

し
ろ
積
極
的
に
試

み
ら
れ
ね
ぽ

な
ら

な

い
と

い
ふ
結
論

に
至
る
で
あ
ら
う
。

た
と

へ
ぽ
、

祇
注

を
特

徴

づ

け

る
、

 
 
 
 
 
 

(4
) 
 
 
 
 
 
 
 

(
5
)

「
下

の
心
」
「
裏
説
」
と

い
ふ
教
訓
的
解
釈

(
風

・
教
的
内
実
)

を
通
常

の

字

義
上

の
意
味
の
あ

と
に
加

へ
る
こ
と
が
、
全
体

の

一
割
強
に
も
達

し
て
ゐ

る
。

内
容

は
儒
と
限
定

で
き
ず
諸
宗
折
衷
的
、
か

つ
処
世
訓
的

で
あ
る
が
、
大
筋
は

漢
以
前

か
ら

の
儒
者

に
よ
る
詩
篇
解
釈

の
枠

を
、
詩
を
和
字

に
和

ら
げ

る
と
和

 
 
 
 
 
 

 
 
(
6
)

歌

に
な
る
と

い
ふ
信
念

の
も
と
に
、
(
わ
れ
わ
れ
の
常
識

か
ら
す
れ
ば
強
引

に
)

援
用
し
た
も
の
と
思
は
れ

る
の
で
あ
る
。
と
は

い

へ
も
と
よ
り
、
詩
篇

と
古

今

集
と
が
全
く
対
比

で
き
る
わ
け
も
な
く
、
部
立
を
は
じ
め
多

々
差
が
あ
る

こ
と

は
歴
然
と
し
て
ゐ
る
。
そ

の
解
釈
法
も
ま
た
、
全
面
的

に
依
用
す
る

こ
と
は
無

論
不
可
能

で
、

こ
と
に
特
定

の
人
物
説
話
と
あ
る
詩
篇

の
内
容

と

を
、

(
本
来

何

の
証
拠

も
な
い
の
に
)
結
び

つ
け
る
付
会
が
祇
注

に
於

て
試
み
ら
れ
る
わ
け

で
は
な
い
。
が
、
コ
畏
説
」
と

い
ふ
独
特
な
解

釈
法
案
出

に
あ

た

つ
て

は
、
手

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(7
)

本

の

一
つ
と
し
て
、
強

い
示
唆

を
得

て
ゐ
る
と
見

て
よ
い
証
左
が
あ

る
。
付
表

に
記
す
や
う
に
、
さ
う
し
た
解

を
添

へ
ら
れ
る
歌
の
偏
在
、

つ
ま
り
物
名
、
さ

ら
に
誹
詣
歌

・
巻
廿
歌
に
集
中

し
、

か
つ
読
人
不
知
詠

に
多

い
こ
と
、
等
を
そ

の
証
と
稿
者

は
考

へ
る
。

 
順
次
推
測
を
記
す
。
そ
の

一
。
宗
祇
は

「物
名
」

の
冒
頭

で
こ
の
部
立
名
を

総
釈
す
る
。
今

の
議
論
に
は
多
少

の
蛇
足
を
含
め
、
意

を
む

か

へ
て
概

略
す

る

な
ら
、
傅
大
士
の
頚

「
有
レ物
先

二
天
地

噛
無
レ
形

本
寂
家
、
能
為
二
万
象
主

ハ

ソ
ッ
テ
 
 
シ
ヲ
 
 
ス
 
シ
ボ
マ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ナ
フ

遂
二
四
時

一不
レ凋
」
(
善
慧
大

士
語
録
巻
第
三
)
を
引
き

つ
つ
、
森
羅
万
象

の
本

質

と
し
て
の
何
物

か

(
昌
物
)
、
或

は

「
混
沌
未
分
」
「
言
語
道
断
之
処
」

か
ら

の
個
物

の
発
出
を
の
べ
て
各

≧
に
名

の
あ

る
こ
と
を

い
ふ
。
ま
た

こ
の
部

立
で

は

(
詩
篇

の
興

の
体

の
も

の
が

「草

木
鳥
獣
」
を
比
喩

に
用
ゐ
る
の
と
同
様

に

題
に
動
植
物
を
用
ゐ
な
が
ら
も
、
比
喩
と
は
解

し
難
く
)
題
と
内
容

と
が
断

絶

し
て
ゐ
る
こ
と
を
と
く
。
 
(
題
は
符
丁

の
や
う

に
歌

に
妙
な
具
合

で
取
り
込
ま

れ

て
判
読

を
待

つ
)
。

こ
の
こ
と
は

つ
ま
り

「
は
か
り
事

の
た
と

へ
」
、
軍
略

の

あ

る
ぺ
き

か
た
ち
や
技
術
を
比
喩
的

に
例
示
す

る
も

の
、

で
あ
り
、

ひ
い
て
は

「
治
レ
国

之

政
」
と
相
通
す

る
面
が
あ

る
と

の
べ
る
。
あ

ま
り
明
示
的

で
は

な
い
が
、
宗
祇
の
考

へ
で
は
、
物
名

と
興
を
等
号
で
結

ぶ
こ
と
は
不
可

と
し
て

ゐ

る
で
あ
ら
う
。
毛
詩

の

「
風

比
興

の
三
は
物
に

(情

を
)
託
す

る
」
 
(
古
聞

序
注
)
か
ら
内
容

と
の
関
り
は
か
ら
う
じ

て
保
た
れ
て
ゐ
る
。

し
か
し
彼
我
題

材
が
似

て
ゐ

る
の
に
は
似
た
意
図
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
従

つ
て
小
序

・
伝
箋

に
先
例
と
し
て
示
さ
れ
た
、
動
植
物
を
用
ゐ
る
表
現

の
奥

の
教
訓
を
読
む
と

い
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ふ
解
釈
法

の
大
枠

が
、 

「
種

≧
動
物
、

色
≧
の
草
木
、
諸
国
名
所
等
」

を
詠

み

込
む
物
名
歌

に
も
妥
当
す

べ
き

で
あ
る
。
こ
の
要
請
か
ら
物
名

の
釈
に
教
訓
が

多
く
感
得

さ
れ

た
の
だ
、

と
解

せ
ま

い
か
。

 

二
。
誹
譜
歌

に
裏
説
が
多

い
理
由
は
宗
祇
自
身
が
次

の
通
り
説

い

て

ゐ

る

(
古
聞
)
。

 
 
誹
譜
嵜
 
へ
そ
し
り
て
と

エ
の
ふ
る
心
也
、
正
道

に
あ
ら
す
し
て
正
道
を

 
 

み
ち
ひ
く
理
あ
る
也
云
≧
、
誹
譜
寄
は
、

お
も
て
は
利

口
に

し

て
、
事
過

 
 

た
る
様

に
て
、
非
正
道
、
此
躰
は
寄

の
宜
し
か
ら
ぬ
躰

也
と
し
る
は
則
正

 
 

道
を
み
ち
ひ
く
理
也
、
道

に
い
た
り
て
は
毛
詩

の
心
あ
り
、
諸
国

の
詩
を

 
 
采
詩

の
官
あ

つ
め
て
奉

る
を
み
て
、
政

を
直
す

る
類
な
る

へ

し
云
㌔

…

 
 

…
、
此
部

の
寄

に
裏

の
説
有
嵜
多
之
、
和

国
の
仮
字

の
み
を
も
て
、
身
を

 
 

お
さ
め
政

を
あ
ら
た
む
る
理

を
う
る
事
肝

心
也
、
人

々
身
上
の
本
末
を
も

 
 

知

へ
し
と
云
≧

 
 

誹
…
誹
諦
也

・
譜
…
和
也
・
合

也

・
調
也
...

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(8
)

周
の
王
制
に
於

け
る
采
詩

の
官
に
諸
国

の
俗
謡
を
集
め
さ
せ
、
そ
れ
を
政
治
が

よ
く
行
な
は
れ
て
民

に
う
れ

へ
が
無

い
か
の
判
断
材

料
と
し
、
風
刺
を
く

ん
で

正

し
い
政
治
を
す

る
参
考
と
し
た

こ
と
と
同
様
、
そ
し
り

つ
つ
調

へ
る
意

の
歌

は
教
訓

の
精
神
が
そ

の
本
義

で
あ
り
、
修
身
や
政
治

の
た
め
に
必
要
な
の
で
あ

る
か
ら
、

本
来

的
に
そ

の
意
義

は
探
究
さ
れ
ね
ぽ

な
ら
な
い
、

の
意
と
解
す

る

こ
と
が
で
き

る
。

 

三
。
同
様
巻

廿
歌
は
、
次

の
や
う
な
意
味
を
も

つ

(古
聞

㎜
)
。

 
 

諸
国

の
風
俗
を
都

に
し
て
う
た
ふ
心
、
王
道

の
肝
心
也
、
民

の
口
つ
か
ら

 
 

出
た
る
を
大
寄
所

に
う
た
ふ
事
、
是
君
子

の
御
心
也

政
治
を
行

ふ
者
を
人
民
が
美
刺
す

る
気
持
は

こ
の
巻

の
歌

に
最

も
よ
く
流
露

し

て
ゐ
る
こ
と

に
な

る
の
で
あ

る
。
従

つ
て
字
義

上
の
意
味

で
は
な
く
、
そ

の
奥

に
存
在
す

る
比
喩
的
意
味

を
感
得
す
る
必
要
が
生
ず
る
。

 
四
。

噌
方
読
人
不
知
詠

に

「
裏
説
」
を
多
く
添

へ
る
の
は
、
無
名
子

の
歌

に

こ
そ
美
刺

の
意
は

こ
も

つ
て
ゐ
る
は
ず
だ
、
と

い
ふ
い
は
ぽ
予
断

の
結

果
す

る

も

の
と
解
せ
ら
れ

る
。

 
五
。
さ
ら
に
加

へ
て
、
表
中
に
付
記

し
た
と

ほ
り
、
裏
説

に
は
、
風

・
教

・

い
さ

め
の
如
き
語
が
多
用
さ
れ
る
こ
と
も
、
古
今
集
注
釈

に
お
け
る
、

こ
の
独

自
な
解
釈
法

へ
の
、
毛
詩
解
釈
学

の
波
及

を
認

め
る
べ
き
証
左
で
は
な
か
ら
う

か
。
風
と
は
元
来
民
俗
歌
謡

を
意
味

し
よ
う
が
、

国
風

の
詩

の
小

序
に
総
括

的

に
示
さ
れ
る

一
篇

の
内
実

(
事
実

は
後
人

の
付
会
)
は
美
刺
が
根
本
的
態
度

で

あ

る
。
従

つ
て
風

の
字
義
を

こ
の
儒
教
的
精
神

で
追
求

し
て
ゆ
く
な
ら
、
大
序

に
記
す
や
う
に
、

 
 

ハ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(9
)

 
 
風
風

(
日
誠
)
也
、
教
也

と
い
ふ
理
解

が
導

か
れ

る
。

つ
ま
り
風
と
教
は
同
義

で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
意

味

で
の
風
は

(
む
し
ろ
比
喩

に
類
し
)
、

風
化

・
風
刺

の
両
義

に
開
く

こ

と

が

で
き

る
と
さ
れ
た

(
詩
序

の
注
)
。
風
、
主
に
風
化

の
こ
と
を
、
後

に
や

や

詳

述
す

る
当
時

の
儒
僧
、
景
徐
周
麟
は
次

の
や
う
に
細
説
し
て
ゐ
る
。

 
 

風
を
物

に
の
と
り
、

か
た
と

つ
て
云
に
、
風
に
似
た
り
、

風
と
云
、
其
實

 
 

は
教
也
、
風
と
云
も
の
は
、
吹
と
も
其
躰

は
み

へ
ぬ
物

也
、

さ
れ
と
も
風

 
 

の
吹

に
よ
て
、
草

木
の
動

を
見

て
、
是
は
と
ち
風
と
知

也
、
其
如
く
、
民

 
 
俗

の
は
た
ら
き
に
依
て
、
其
君

の
善
悪

か
見
ゆ
る
也
、
真
實

君
の
言
語
行

 
 

跡
か
、
人
民
に
教

に
な
る
也
、
教

へ
や
う

に
依

て
、
好
も
悪

も
な
る
も
の

 
 

也
、
化
は
上
に
よ
て
下

か
変
化
す
、
上

か
よ
け
れ
は
い
か
な

る
盗
人
も
よ

 
 

く
な
る
、

上
か
わ

る
け
れ
は
下

か
悪
く
な
る
也

風
化
と
は
上
か
ら
下

へ
の
教
を

い
ふ
。
風
化

の
及
ぶ
様
子
が
人
民

に
詩

で
美
め

ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
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(
風
刺
と
は
上
を
下

か
ら
そ
し
る

こ
と
で
あ

る
。
)
上
を
風
刺
す

る
者
は
、

 
 
諌

め
た
け
れ
と
も
主

に
成
て
、
え

い
は
す
、
政
事
を
本
に
い
は
す
、
文
章

 
 
の
詩
に
作

て
云
て
、
そ
れ
と
は
云
は
す

し
て
諫

る
也
、
…
…
君

の
悪
を
さ

 
 
し
つ
あ
て
云

へ
は
、
わ

る
き

ほ
と
に
、
股
紺

・
夏
桀
な
と
を
云
て
諫
也
、

 
 
昔
物
語

の
や
う
に
云
て
、
今
を
な
を
せ
と
云
な
り

基
本
的
に
は
下

の
人
民
が
統
治
す

る
上

の
君

主
を
そ

し
り
、
教

へ
る
意
と
解
さ

れ
る
。

 
詩
篇

全
二
十
巻
三
百
五
篇

の
う
ち
国
風
は
百
六
十
篇
、

こ
の
や
う
な
儒
教
的

理
解
に
立
脚
す
る
な
ら
、

一
見
単
な
る
恋
愛

詩
と
で
も
解
す
べ
き

国
ぶ
り
の
詩

に
す
ら
、
周
室

・
諸
侯

へ
の
美
刺

の
含
意
が
発
見

さ
れ

て
し
ま
ふ
。
注
釈
家

の

手
を
通
過
す

る
に
従
ひ
、
肥
大

し
た
意
味
を
よ
む

に
至

つ
て
ゐ
る
、
本
文
と
注

と

の
こ
の
関
係
が
祇
注

に
於

て
も
、
裏
説

に
関
す

る
限

り
大
筋

で
は
認

め
ら
れ

よ
う
と
思
ふ
。
内
容
が
時
代
精
神
を
色
濃
く
反
影

し
て
ゐ
る
こ
と
は
い
ふ
ま

で

も
な

い
。

し
か
し
、
歌

に
表
面
上

の
意
ぼ

か
り
で
な
く
、
風

・
教

と
い
ふ
内
実

を
想
定
す
る
こ
と
は
、
毛
詩
解
釈

の
伝
統

か
ら

い
へ
ぽ
、
き
は
め
て
正
統
的
態

度
な

の
で
あ

る
。
詩
や
和
歌

に
風

・
教

の
は
た
ら
き

を
見

て
と
る

こ
と
は
祇
注

の
は
し
ぼ

し
に
看
取

で
き
る
基
本
的
態
度

で
あ
る
と
思

ふ
。

 
そ
し
て
こ
の
解
釈
法
の
伝
統

は
、
詩
篇

に
於
て
は
遙

か
毛
伝
鄭
箋
以
前

に
潮

り
得
る
の
で
あ
り
、
従

つ
て
朱
子

の
新
注

の
直
接

的
影
響
と
考

へ
る
べ
き

で
は

な

か
ら
う
。
祇
注

に
引
証
す
る
注
釈
書
も
正
義
ま

で
で
あ

つ
て
、
詩
集
伝

に

つ

い
て
は
明
白
な
言
及
が
な

い
。
宋
儒
な

る
語
は

二
、
三
散
見

さ
れ

る
も

の
の
、

後

に
見
る
や
う

に
言
及
に
と
ど
ま
り
、
説

の
全
面
的
採
用
に
ま
で

は

至

ら

な

い
。
ま
た

こ
れ
は
、
芳
賀
幸

四
郎

の
名
著

『
東
山
文
化
の
研
究
』

和

島

芳

男

『
日
本
宋
学
史

の
研
究
』
等
に
、
新
注

の
摂
取
が
盛

ん
と
な
り

つ
つ
あ

つ
た
当

時
、
そ

の
動

向
の
震
源

で
あ
る
禅
林

と
い

へ
ど
も
、
詩
篇

に
関
す

る
限
り
は
、

古
注
中

心
に
読
ま
れ
て
ゐ
た
と

い
ふ
見
解

に
丁
度
対
応
す
る

の
で
あ
る
。
祇
注

に
は
こ
の

一
般
的
趨
勢

か
ら
抜
け
出

る
と

こ
ろ
は
見
出
し
得
な
い

や

う

に

思

ふ
。
そ
れ

に
も

か
か
は
ら
ず
、
毛
詩

の
注
釈
書
引
証

の
態
度

に
も
前

代
の
、
た

と

へ
ぽ

六
巻
抄
等
と

の
差
は
あ

る
の
で
あ
り
、
宋
儒

へ
の
言
及
と
新
古

を
折
衷

す
ぺ
く
志
向

し
て
ゐ
る
意
図
が
看
取

さ
れ

る
点
に
差
違
を
求

め
る

こ
と
が

で
き

る
や
う
に
思
は
れ

た
。

 

か
う
し
て
宗
祇

の
解
く
と

こ
ろ
を
読
む

に
従

ひ
毛
詩
序

へ
の
言
及
は
、
有
名

な
室
町
後

期
の
鴻
儒

・
清
原
宣
賢
が

記
す
毛
詩
抄

に
、
内
容
面

で

一
脈
通
ず
る

や
う
に
感

じ
ら
れ

た
の
で
あ

つ
た
。
無
論
宣
賢
は
、
宗
祇

よ
り
相
当
年
下

で
、

宗
祇
か
ら
三
条

西
実
隆
あ
た
り
を
介
す

る
和
学

の
流
伝

は
あ
り
得

て
も

(
事
実

あ

る
が
)
、
漢
学

に
お
け

る
そ

の
逆
の
事
態

は
全
く
あ
り
得

な
い
し
、
仮

に

宣

賢

の
学
統

、
即
ち
明
経
道

に
お
け
る
清

家
の
学
が
、
宗
祇

の
修
学
時
代
、
誰
人

か
、
例

へ
ぽ
清

原
業
忠

に
よ
つ
て
、
宗

祇

へ
と
流
れ
る

こ
と
は
仮
説
と

し
て
十

分
成
り
立
ち
得

て
も
、
明
徴
も
な
く
、
関
係

と
し
て
多
少
遠

い
か
と
思

は
れ
、

決

め
手

に
欠
け
る
と
い
は
ね
ば

な
ら
な
か

つ
た
。

 
と

こ
ろ

で
、
寓

目
し
た
、
前
出
景
徐

周
麟

の

「
毛
詩
聞
書
」

の

存

在

に

よ

り
、
そ

の
幡
り
の
過
半
が
解
け
、
清

家
の
学

(
と
禅
林

の
学
と
の
交
流

の
場
)

に
、
宗
祇
が
意
外

に
近

い
関
係

に
あ
る

こ
と
に
気
づ

か
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
そ

の

「
毛
詩
聞
書
」
と
は
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵

の
写
本
で
、
毛
詩
序

・

国

風
冒
頭

二
篇

・
第
三
番
目
の

「
巻
耳
」
(
但

こ
の

一
篇
は
名

の
み
)

の

講

述

に
、
左
伝
な
ど

の
講
述

を
合

し
た
も

の
で
あ
る
。
書
写
者
は

三
条

西
実
隆
、

一

歩
譲

つ
て
も
息
公
条
と
思
し
い
。
内
題

の
下
に
小
字

で

「
へ
宜
竹
談
 
へ
清
少

聞
 
永
正
七
五
」
と
記
す
。
宜
竹
は
宜
竹
軒
、
即
ち
相
国
寺
慈
照
院
主

・
景
徐

周

麟

の
こ
と
、
清
少

は
清
原
少
納
言

宣
賢

の
こ
と

で
あ
る
。
先
学
諸
氏

の
引
用
で
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有
名
な
実
隆
公
記

の
次
条

に
認

め
ら
れ
た

「毛
詩
聞
書
」

の
、
実
隆
に
よ
る
写

し
と
は
十
中
八
、

九
こ
の
写
本
を
指
す
と
見
て
よ
い
か
と
思
ふ
。
永
正
七
年
五

月
四
日
条

に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(公
条
の
こ
と
)

 
 
…
…
於
慈
勝
院
宜
竹
和
爾
被
講
毛
詩
、
宣
賢
獲
起
也
、
爲
聴
聞
相

公

罷

 
 
向
、
異
躰
錐

不
可
然
、
近
日
習
俗

故
如
此
也
、
巻
耳
篇
以
下

三

篇

被

講

 
 
之
、
言
語
道
断
殊
勝
之
由
語
之
、

…
…

五
月
九

日
条
に
、

 
 
…
…
宣
賢
來
、
相
公
左
傳
讃
書
纈
所
地

毛
詩
聞
書
持
來
、
重
賓
之
間

可
窩

 
 
留
之
由
談
之
、
…
…

五
月
十

一
日
条
に
、

 
 
 
 
 
 
宣
賢
i

 
 
…
…
今
日
毛
詩
聞
書
立
筆
、

五
月
十
二
日
条

に
、

 
 
…
…
毛
詩
聞
書
終
日
書
爲
之
、

…
…

の
如
く
し
る
し
て
ゐ
る
。

 
さ
て
本
書
は
、

ま
た
実
隆
公
記
永
正
八
年

五
月
廿
九
日
条

に
あ
る
通
り
、
清

原
業
忠
の
説
を
大

は
ぽ

に
と
り
入
れ
た
も
の
と
考

へ
ら
れ

る

(
東
山
文
化

の
研

究

・
鎌
倉
室
町
時
代
之
儒
教
等
参
照
)
。

 
 
 
 
 

(徳
大
寺
実
淳
)

 
 
…
…
今
日
太

相
國
談
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(業
忠
の
法
号
)

 
 
宜
竹
和
尚
談

云
、
毛
詩
常

忠

講
尺
之
時
、
諸
奪
宿
聴
聞
、
講
談
未
始
之

 
 
前
、
於
臥
内
今

日
可
講
之
詩
数
反
高
吟

云
々
、
此
事

一
日
相
尋

之

庭
、
毛

 
 
蓑

ハ
專
詩

ノ
作
意

ヲ
面
白
ク
見
ナ

シ
タ
リ
、
鄭

玄

ハ
只
字
訓
義
理
等

ヲ
尺

 
 

セ
リ
、
毛
莫

力
心
ノ

コ
ト
ク
、
詩

ノ
心

ノ
面

白
キ
様

ハ
、
今

ハ
吟
味

セ
ハ

 
 
ア
リ
ヌ

ヘ
キ
事
也
、
傍
再

三
吟
味
云
々
、
尤
有

興
云
々
、

 
 
 
 
(実
淳
)

 
 
後
日
予
此
事

語
宣
賢
朝
臣
庭
、
鄭
玄
禮
記
ヲ
注

メ
後
毛
詩

ヲ
注

ス
ル
間
、

 
 
禮

ニ
カ

・
ハ
リ
テ
多
注

シ
タ
リ
、
毛
養
心

ハ
詩

ハ
サ
ノ

ミ
禮
法

ニ
ノ
ミ
不

 
 

可
掬
、
作
意
本
タ

ル

ヘ
シ
ト
心
得

ヲ
注

セ
リ
云
々
、
清
家
ノ
習
、
嫡

流

ニ

 
 

ハ
毛
莫

ノ
貼

ヲ
傳

フ
、
庶
流

ニ
ハ
鄭
玄
力
黙

ヲ
ヲ

シ
フ
ル
ト
云
々
、

因

に

「
毛
蔑

ノ
鮎
」
 
「
鄭
玄

力
貼
」

と
は
伝

・
箋
各

≧
の
意

に
み
あ

ふ
訓
点

の

謂

で
あ

る
。
と
も
か
く
景
徐
周
麟

の
講
説
は
自
身

の
見
解

も
存

し
た

で
あ
ら
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(10
)

が
同
時

に
、
亡
き
業
忠

の
悌

を
よ
く

つ
た

へ
た
家
説
で
あ

る
か
ら

こ
そ
、
す
で

に

一
家
を
成
し
て
ゐ
た
は
ず

の
宣
賢
は
自
身
発
起
し
て
講
籠

に
敢

て
つ
ら
な
り

も

し
、
聞
書
し
て
そ
の

「
重
賓
」
を
実
隆

に
も
持
参
す
る
と
と
も

に
大

い
に
推

奨

し
、
次

で
こ
れ
ら
を
下
敷
と
し

て
い
く
種

も
伝

は
る
大
部
な
自
ら

の
毛

詩
抄

を
纏

め
た

の
で
あ

ら
う
。
上
記
引
用
後
段

に
宣
賢
も
ま
た
毛

・
鄭

の
差
を
評

し

て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
景
徐

の
聞
書

に
は
次

の
や
う
に
あ

る
。

 
 
鄭
玄
は
礼
記
の
注

し
て
、
後
に
、

詩
を
注
ほ
と
に
、
謹
擦
の
正

い
処

は
、

 
 
鄭
玄
に
あ
り
、
詩

を
面
白
見
は
、
毛
蔑

也

礼
記
云

々
は
実
隆

公
記
中

の
景
徐

の
談

に
な
く
、
宣

賢
の
談

の
方

に
あ
る
か
ら

宣
賢

の
発
明
か
と
思
ふ
の
は
早
計
な

の
で
あ
る
。
彼

此
考

へ
合
は
せ
る
な
ら
所

引

の
見
解
も
、
業
忠

か
ら
景
徐

を
通
じ
宣
賢

へ
と
至
る
所
見
と
し
て
よ

い
の
で

は
あ

る
ま

い
か
。
所
説

の
傾
向
は
、
足
利
術
述

『
鎌
倉
室
町
時
代
之
儒
教
』

に

宣
賢

の
毛
詩
講
義

を
評

し
て

「
毛
詩
抄

を
見
る
に
、
傳
箋
本
に
よ
り
、
主
と
し

て
正
義

に
よ
り
て
講

じ
、
新
註

を
参
酌
せ
り
、
師
ち
古
註

を
主
と
し
て
新
註

を

折
衷

し
た

る
も

の
な
り
」
と

し
る
し
た

の
が
、
当
然
と
い

へ
ぽ
当

然
だ
が
、
そ

の
ま
ま
景
徐
の
講

釈
に
も
あ

て
は
ま
る

で
あ

ら
う
。
し
か
し
宣
賢
抄

と
本
書

を

比
較
す

る
に
、
景
徐
が
序

の
全
体
を
正
義

の
意
に
従

ひ
十
五
節
に
分
割
し
て
解

く

一
方

で
、
宣
賢
は
何
故

か
二
十
節

に
分
割
す
る
。
あ
る
い
は
景
徐
か
冒
頭

で

「
委
細
、
正
義

に
述

た
り
」
と
説

い
て
全
文

の
引
証
は
ひ
か

へ
、
達

意
的
に
あ

ち
こ
ち
を
引

く

の
に
反

し
、
宣
賢
抄

で
は
証
拠
を

一
々
明
示

し
つ
つ
講

の
筆

を

進

め
る
。
が
、
必
ず
し
も
増
抄

さ
れ

て
ゐ

る
と
は

い

へ
ず
、
景
徐

が
興

の
余

り
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か
、
本
筋

か
ら
稻
脱
線
す

る
部
分
な
ど
は
此
方

で
は
除
く
。
ま
た

重

複

を

省

く
、
等

の
差
は
存
し
て
ゐ
る
。

六
義

の
釈
で
い

へ
ぽ

、
詩
篇

の
挙
例
が
宣
賢
抄

に
は
全
く
欠
け

て
ゐ
る
。

 
さ
う
し
て

こ
の
景
徐

の
聞
書

に
、
宣
賢
抄

よ
り
は
舐
注

に
は
る
か
に
近
似
す

る

「
説
き
様
」
を
見
出
す

の
で
あ

る
。
勿
論
景
徐

の
講

の
目
的
は
詩
篇
解
釈

で

あ

る
た
め
に
詩
と
和
歌

の
対
比
の
意
識
は

こ
の
際
全
然
な
く
、
詩
序
そ

の
も

の

を
釈

し
て
行
文
は
達
意
的
で
あ

る
。

一
方
舐
注

は
、
和
歌

へ
の
適
用

で
あ
る
だ

け

に
、

か

へ
つ
て
原
拠
に

ご
だ
は
り
、
挙
例

(
注

2
参
照
)
に
よ
り
こ
だ
は

つ

て
ゐ
る
印
象
が
あ

る
。
と
も
あ
れ
こ
の

「
毛
詩
聞
書
」
を
中
間
に
置
く

こ
と

に

ょ

っ
て
、
清
家

の
学
と
禅
林

の
学
、
即

ち
儒
学
に
関
す

る
、
新
古

折

衷

の

学

に
、
相
国
寺

出
身

の
宗
祇
も
汲
む
と

こ
ろ
が
あ

つ
た
と
い
ふ

こ
と
を
明
確

に
で

き

る
と
考

へ
る
。
業
忠

ら
の
毛
詩
講
釈
が
、
今
所
在
を
き

か
な

い
け
れ
ど
も
も

と

に
存
在
し
、
そ

こ
か
ら
直
接

に
景
徐

は
汲

み
、
宗
祇

も
ま
た
直
接
か
関
接

か

は
わ

か
ら
な

い
が
得

る
者
が
あ

つ
た
と
思

し
い
。
な
ほ
景
徐

の
講

は

永

正

七

年
、
祇
注

の

一
先

つ

の
成
立
は
、
そ
れ
よ
り
約
三
、

四
十
年
前
文
明
年
間
で
あ

る
が
、

こ
の
間
宗
祇
か
ら
景
徐

へ
毛
詩
講
釈
が
行
な
は
れ
た
こ
と
は
ま
つ
あ
り

得
な

い
と

し
て
よ

い
か
と
思
ふ
。

 

次

に
上
段

に
こ
の
、
景
徐
周
麟
が
講
じ
、
清
原
宣
賢
が
筆
録

し
た
毛
詩
聞
書

の

〔
三
条

西
実
隆
〕
書
写
本
ー

原
本
未
見
、
斯
道
文
庫
所
蔵
紙
焼
写
真

に
ょ

る
ー

か
ら
、

六
義

の
段

・
そ
の
釈

を
全
文
引

用
し
、
下
段

に
同

旨
と
思

は
れ

る
祇
注
よ
り
の
抜
萃

を
並
置
し
て
若
干

の
検
討
を
加

へ
る
こ

と

と

す

る
。
上

段
、
冗
長
に
引
用
す

る
の
は
文
脈
を
そ
こ
な
は
な

い
た
め
で
あ

る
が
、
比
較

の

都
合

で
下
段
は
全
体

と
し
て
文
脈
を
そ
こ
ね
る
と

こ
ろ
が
あ

る
。
祇
注

の
う
ち

古

聞
は
、
序
注
が

二
系

に
分
か
れ
多
少
文
脈
が
異
る
の
で
、
そ

の
こ
と
を
粗

々

記
し
た
場
合
も
あ

る
。
更

に
上
段
ヲ

コ
ト
点
は
送
り
仮
名
と
し
、
又
聞
書
部
分

は
原
本

に
は
所
謂
片
仮
名
宣
命
書
き
で
あ

る
が
、
変
み
易
さ
を
考
慮

し
平
仮
名

交

り
と
し
て

(
原
本
概

ね
句
読

を
ほ
ど

こ
す
が
何
故

か
こ
の
あ
た
り
に
は
抜
け

て
ゐ
る
の
で
)
読
点
を
付
し
た
。

 

毛

詩

聞

書

九

ニ

 
ニ

リ

ソ
ノ

 

 

7
二

へ

故

・
詩

有

一一
六

義

一焉

.

一

日

.

風

・
二

日

・
賦

・

三

日

・

比

.

O
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O

四

日

・
興

・
五

日

・
雅

・

六

日

 

 

 

 

O
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O

・
騨

 

文
選

に
も
六
義

と
あ
り
、
此

一
條

 

は
本
周
礼
大
師
の
官

よ

り

出

た

 

り
、
周
礼

に
は
六
詩

と
あ
り
、
大

 

師
掌
二
六
詩

一以

教
二國

子
ハ
六
詩

 

六
義
其
實
は

一
也
、
正
義

に
六
義

 

を
三

つ
」
に
わ
け
た
り
、
賦
比
興

 

は
詩

の
句

つ
く
り

の
法
、
風
雅
頬

 

は
躰
法

な
り
、
句
法
三
、
躰
法

三

 

つ
と
習
を
、
晦
庵

か
集
傳

に
は
、

 

三
経
三
緯
と
し
た
り
、
三

の
た
て

 

三

の
ぬ
き
也
、
風
雅

頬

は

三

経

 

也
、
賦
比
興
の
三
は
緯
也
、
た
て

 

ぬ
き
を
以

て
物

を
を
り
出
す
や
う

 

に
、

六
義

に
て
詩

を
作
出
す
也
、

 

伊
川
は
六
義

皆
句

て
こ
そ
あ
れ
と

 

云
り
、
正
慮
麟
か
よ
く

い

へ
り
、

祇
注

(
抄
出
)

周
詩

ノ
六
義

に
は
種

々
義
あ

り
て
、

或

は
経
津

と
い
ひ
或
は
躰

用
と
分
な

と
せ
り

(
尊
経
閣
文
庫

蔵

「
古
聞
」
、

以
下
古
聞
①
、
難
波
津

に
さ
く
や
此

花
、

の
段
)
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三
経

三
緯
は
周
礼
正
義
に
よ

つ
て

云
也
、
辞

か
新
と
て
、
朱
蕪
か
新

説
を
云
た
と
云
、
正
義

に
云
、
句

法
三
躰

法
三
と
、
三
経
三
緯
と
同

し
説
也
、
六
義
を
別
≧
に
見
た
る

心
得
事
な
り

優
柔
委
曲
と
云
て
、
ゆ
る
く

と

あ

る
は
、
皆

風
の
躰

な
り

賦
は
鋪
也
、
し
く
也
、
直
鋪

と
云

て
、
ま

つ
す
く

に
云
也
、
直

に
其

事

を
云
て
あ

ら
は
す
は
、
皆
賦
也

比

は
物

に
な

つ
ら

ふ
る
方
也
、
あ

そ
こ
な
物
を
取
て
、

こ
こ
な
物
に

比

す
る
也
、
今

の
政

の
、
わ
る
き

を

え
い
は
す
、
比
類
を
取
て
云
也

二
日
賦
也
、
量
也
、
称

也
、
又
は
舗

也

(
古
聞
①

・
京
大
図
書
館
中
院
文

庫
蔵

「
古
聞
」
、
以
下
古

聞

②
、
ふ

た

つ
に
は
か
そ

へ
う
た
、

の
段
)

此
な
す
ら

へ
寄

を
い
ふ
に
、

比
は
類

也
、
方
也
、
井

也
と

い

へ
り
、
皆
物

に
な
す
ら
ふ
る
義
也
、
方

の
字

も
な

す
ら
ふ
と
よ
め
る
に
や
、
あ
ひ
て
を

と
り

い
て

瓦
な
す

ら

へ
た

る

物

也

(
尊
経
閣
文
庫
蔵

「
両
度
聞
書
」

三

に
は
な
す
ら

へ
う

た
、

の
段
)

比
也
、
彼
物
を

も
て
此
物

に
た
と
ふ

る
也
、
あ
や
ま

り
を
さ
し

て
い
は
す

し
て
比
類
を
と
り
て
い
ふ
也
、
比
は

方
也
、
井

也
、

類

也
、

類
を
取

て

失
を
言
、
似
レ
有
レ
所
レ催
云
≧

(
古
聞

①
、
②
も
略
同
)

興
は
今

の
政
の
美
な

る
を
見
て
、

よ
い
と

い

へ
ば
媚
課

に

似

た

れ

は
、
昔

か
ら

の
よ

い
事

を
云
て
、

猶
そ

の
や
う
な
る
事

を
め
さ
れ
よ

と
云
か
、
興
也
、
漢
儒

は
興
を
喩

と
見

て
、
去
声
に
す
る
也
、
宋
儒

は
起
興
の
心
に
し
て
、
平
声

に
す

る
な
り
、
字

こ
と
に
四
声
あ
り
、

面
立
処

に
て
わ
け
た
り
、
口
同
し

や
う
な
れ

は
、
両
所

に

入

て

を

く
、
興
を
喩
と
見
も
、
を

こ
す
と

見
も
、
同

し
中
に
た
と
え
事

の
あ

り
て
、
を

こ
し
て
作
は
、
前

後
て

こ
そ
あ
れ
、
同
物
也
、
元
朝
の
老

か
能
評

し
た
り
、
興
も
た
と

へ
も

同
事

そ

10雅
は
正
也
、
た

、
し
い
也
、
當
代

の
正
き
処
を

云
て
、
後
世
ま
て

の

法

に
せ
よ
と
云

頒
は
調
也
、
容

也
、
今

の
徳
を
諦

し
て
廣

て
、
以
美
之

η
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13

甘

裳

勿

勢

な
と

云

は

、
直

鋪

て
賦

 
 
 
20

興
也
、
比
は
あ
ら

は
に
、
興
は
か
く

る
と
な
リ
、
み
る
と
こ
ろ
の
興

を
お

も

て
に
い
ひ
出
し
て
懐

は
か
く
れ

た

る
也
、

ほ
む

へ
き
事
な

と
を
あ

ら
は

に
い
は
す
し
て
、
た
と

へ
を
と
り

て

い
ふ
也
、 

嫌
二
於

媚

 
訣

一也
云
≧
、

人
を
直
ほ
む
る
事

へ
つ
ら

へ
る
に
に

た
る
を
は

Σ
か
る
心
也

「
漢

の
先
儒

み
な
興
字
を
側
声
と
す
、

た
と
ふ
る

心
也
、
宋
儒
は
平
声
と
す
、
起

と
用

也
、
所
詮
心
を
お
こ
す

と
い
ふ
も
、

た
と
ふ
る
心
あ
る
よ
り

の
事

な
れ

は

畢
寛
同

意
也
」
(
古
聞
①
、
よ

つ

に

は
た
と

へ
う
た
、

の

段
。

②

に

は

「

」
内

を
欠
く
)

10
 
 
ジ

雅
は
正
也
、
素

也
、
正
は
た

』
し
き

也
、
政
を
た

、
し
く

い
ふ
也

(
古
聞

①
、

い
つ
Σ
に
は
た

Σ
こ
と
う
た
、

の
段
、
②

も
又
略
同
)

頽
は
容
也
、
諦
也
、
容

と
は
王
者

の

盛
徳
を
か
た
と
り
出

し
て
ほ
む
る
也

(
古
聞
①
、
む

つ
に
は

い

は

ひ

う

た
、
の
段
。
②
又
略
同
)

 
 
 
 

ノ 
一一 
 

∵
ヒ
・L
12
・
ウ 
レ

詩
第

一
国

口

。
日
、
蔽

希

甘
巣
勿
レ
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な
リ

14
 
 
 
 
 
 
 
 
15

蛛
首
蛾
眉

な
と
は
、
比
な
り

16
 

17
 
 
 
 
 

18

関
雅
漠
漠
な
と
は
、
興
の
詩
な
り

正
理
に
當
位

を
作
は
、
雅

の
詩

の

躰

な
り

万
年
受
天
、
目
出
度

事
あ

る
と
云

て
作

は
、
頒

の
詩

の
躰
な
り

詩

一
篇

の
中
に
、
幽
詩

は
風

の
詩

な
れ
と
も
、
幽
雅
幽
頒
と
云
ほ
と

 
 
何

に
、
と

の
詩

も
、
篇

々
に
つ
い
て

も
、
句

々
に
就

て
も
、
風

の
中

に

前

勿

レ
伐

沼
狛

所

レ
茨

 

飯
か
草
、

是

風
詩

に

し

て
賦

也

(
古

聞
①

、

ふ

た

つ
に

は

か
そ

へ
う

た

、

の
段
。

②

に

な

し
)

詩
第

三
碩

人

段

日
、
碩

人
其

碩

》ー

手

如

二柔

茅

一膚

如

二
凝

脂

一
領

如

ニ

ン
ウ
セ
ィ
ノ

ハ

シ
ヒ
サ
ヲ
サ
ネ
ノ
ー4
シ
ノ
ノ

ラ

ノ

ユ

蛉

蜻

一歯

如

二

瓠

犀

一

蜂

首

蛾

眉

ア
リ 
 
レ 
 
 
 
 
ー5

「

是
風
に
し
て
比
也

(古
聞
①
、

み

つ
に
は

な

す

ら

へ
う

た
、

の
段

。

②

に
な

し

)

 

16
ク

ノ
ヲ

昌
 

タ
ル
 
キ
ウ

リ
 

 

ノ

第

一
関
雅

詩

関

々

碓

鳩

在

二
干

河

帳沙

一

 

17
ギ
イ
ク
ノ

言

レ
ハ
ノ
 

ヲ
 

 

 
イ

第

五

漠
奥

詩

謄

一一彼

漠

奥

一緑

竹

猜

綜
,

 

 

 

 

 
18

是

風

に

し

て
興

な

リ

(
古

聞
①

、

よ

つ
に

は

た
と

へ
う

た

、

の
段
。

②

に

な

し
)

も
雅

頒
あ

り
、
雅
頒

の
内
に
風
も

あ
ら
ん
、

と
れ

へ
も
わ
た
ら
ん
と

云19六
義
の
次
第

は
、
何
と
し
た
る
置

や
う
そ
と

云
に
、
風
を
先
に
し
た

る
心
は
、
風

の
詩
は
、
賦
比
興
を

以
句

を
作

る
ほ

と

に
、
風

の

次

に
、
賦
比
興
を
を
く
也
、
雅

の
詩

も
、
賦
比
興

に
て
作
る
ほ
と
に
、

如
此
次
第
す
る
也
、
賦
比
興
の
次

矛
は
、
賦

は
直
陳

て
見
や
す
き

ほ

と
に
、
賦

を
先

に
を
く
、
比
と
興

 
 
 

 
 
 
 
 
 
20

と
は
同
物

な
れ
と
も
、
比
顕
而
興

隠
な
り
、
見
や
す
き

を

先

に

し

て
、
見

に
く
き
を
後
に
す

る
也
、

毛
莫

か
注

に
、
興

な
り
と
は

か
り

し
て
、
賦
比
を
は
注

せ
す
、
興
は

見

に
く
き
ほ
と
に
、

こ
れ
は
か
り

注
す
る
也
、
宋
儒

な
と

の
注
は
、

こ
れ
は
賦
、

こ
れ
は
比
と
、
毎

々

に
か
き

の
す

る
や
う
に
し
た
り
、

漢
儒

の
不
レ
注
も
、
わ
け
め

は

同

し
、
物
を

の

へ
て
情

を

云

は

賦

也
、
物
を
求
て
情

を
託
す

る
は
比

な
り
、
情

付
物

な
り
、
物
に
ふ
れ

19詩六
義
次
第

を
た

つ
る
事
あ
り
、
和

寄

に
異
な
り

「
詩

六
義
説
別
聞
之
、

可
通
用
之

事

在
之
、
可
看
也
」

(古

聞

②
、

お
ほ

よ
そ
む
く
さ
に
わ
か
れ
ん
事

は
え
あ

る
ま
し
き
事
に
な
ん
、

の
段
。
①
は

「

」
内

な
し
)

一20一



 
て
皆
を
起
は
興
な
り
、
物
動
情
也

「

 
ゴ

チ
ッ
ク
体

で
上
下
に
対
照

し
た
各

々
に

つ
き
略
説
す
る
。

1

「経
緯
」

は
上
段
に
あ
る
や
う

に
、
朱
烹

の
用
語
と
さ
れ
る

(
朱
子
語
類
巻

 
八
十
)
。
下
段
、
「躰

用
」

は
本
来
中
国
華
厳
宗

等
の
用
語
で
あ

つ
た
が
、
宋

 
学
に
依
用
さ
れ

る
こ
と
に
な

つ
た
も

の
と

い
ふ

(
島

田
度
次

・
朱
子
学
と
陽

 
明
学
)
。

 
 
 

(11
)

2
毛
詩
正
義

を
原
拠
と
す
る
。
「
賦
之
言
、
鋪
、
直
鋪

劃
陳
今
之
政
-
教
善
-
悪

こ

 

(
賦
の
言

た
る
、
鋪

〈
つ
ら
ね
る
〉
な
り
。
直

だ
今

の
政
教

の
善
悪

を
鋪
ね

 
陳
ぶ
る
な
り
)
。
下
段

「
量
也
、
称
也
」
は
原
拠

は
玉
篇

か
。
下
段

は

正

義

 

・
玉
篇

と
も

六
巻
抄
か
ら
の
孫
引
き

か
と
考

へ
ら
れ
な
く
は
な

い
。
確
実

に

 
六
巻
抄
は
参
看

さ
れ
て
ゐ
る
上
、
以
下

六
巻
抄
と
重
複
す

る
場

合

が

多

い

 
が
、
す
べ
て
孫
引
き
と
し
て
か
た
づ
け
ら
れ
な

い
点
が
あ

る
。

3

4
は
出
典

の
指
摘
が

で
き
な

い
。
た
だ

し
、

4
に
関
し
て
は
朱
子
語
類

八
十

 

「
比
、
是

以
二
丁

物

一比
ニ
マ

物

こ

と

い
ふ
似

た
表
現
が
あ

る
。
上
下
段
共

 

に
口
語
的
で
、
業
忠

の
講
釈

の
い
ひ
ま
は
し
が
持
ち
込
ま
れ
て
ゐ

る
か
。

5
は
毛
詩
正
義

に
原
拠
が
あ

る
。

六
巻
抄
に
引
く
。
正
義

に

は

「
比
、
見
二今

 
之
失

噛
不
二
敢
斥
言
ハ
取

二比
-
類

一以
言
レ之
」

(「
比
」
と
は
、
今

の
失
を
見
る

 
も
、
敢

へ
て
斥

言

〈
直
接
表
現
〉
せ
ず
、

比
類

を
取
り
て
以
て
之
れ
を
言
ふ

 

な
り
)
と
あ
る
。

6
は
毛
詩
正
義

に
原
拠
が
あ

る
。

六
巻
抄

に
引

く
。
正
義

で

は

「
興
、
見
二
今

 

之
美
(
嫌
二
於
媚
談
ハ
取
二善
事

一以
喩
訓
勧
之

一」
(
「興
」
と
は
、
今

の
美

し
き

 

を
見

る
も
、
媚
談
す
る
こ
と
を
嫌

ひ
、
善
事
を
取
り
て
以
て
之
れ

を
喩

へ
勧

 

む
る
な
り
)
と
す
る
。

7
8
9
共
に
出
典
な
く
独
自
な
注
文
で
、
毛
伝
鄭
箋
と
宋
儒

の
比
較

で
あ

る
。

 

毛
詩
正
義

に
も
興

を
起
と
と
る
説

(興
者
、

託
二
事
於
物

{

則
興
者
起
也
云

 

々
)
が

の
べ
ら
れ

る
の
で
、
宋
儒

の
独
創
と
は

い
へ
な

い
で
あ
ろ
う
。
正
義

 

の
結

論
は
、
「
讐

え
を
用

い
類
似

の
も
の
を
引

い
て
、
自
分

の

〈
述
べ
た

い
〉

 
心
情
を
起

こ
し
発

わ
す
」

こ
と
、
で
あ

り
、
結
果
と
し
て
は

こ
の
見
解
を
景

 
徐
に
し
ろ
宗
祇

に
し
ろ
確
認
し
て
ゐ
る
こ
と
に
は
な
る
。
上
下
段
と
も
に
文

 
脈
が

一
致
す
る
の
で
、
依
拠
す
る
も
の
、

た
び
た
び

い

ふ

が

業
忠
ヵ

の
講

 
釈
、
を
同

一
に
す

る
と
み
て
誤
り
あ
る
ま
い
。

10
の
原
拠
は
毛
詩
正
義

で
あ

る
。

こ
れ
も
六
巻
抄

に
引

く
。
正
義

は

「
雅
、
正

 
也
、
言
今
之
正
者

、
以
爲

二後
世
法

こ

(
「雅
」
と
は
正
な
り
。
今

の
正
し
き

 
者
を
言

ひ
て
、
以
て
後
世

の
法
と
為
す

な
り
)
と
す
る
。

11
原
拠

は
毛
詩
正
義

で
あ

る
。

六
巻
抄
に
引

く
。
正
義
は

「頒
之
言
、
論
也
、

 
容
也
、
諦
二
今
之
徳

一
廣
以
美
レ
之
」
(
「
頒
」

の
言
た
る
、
調

〈
請
詠

す

る
〉

 
な
り
、
容
な
り
。
今

の
徳

を
論

し
て
、
広
く
以

て
之
れ
を
美
む

る
な
り
)
と

 
す

る
。

12
は
挙
例

で
あ

る
。
毛
詩
正
義
に
は
な

い
。
上
下

一
致
す
る
の
で
依
拠

す
る
業

 

忠
ヵ
の
講
釈

を
想
定
す
ぺ
き
だ
ら
う
。
な

ほ
祇
注

の
挙
例
は
本
来
七
例
を
数

 

へ
る
(注

2
参
照
)
。
上
段
と

の
対
応

の
都
合

で
上
段

に
言
及
を
欠
く
も

の
は

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(12
)

 

下
段
に
は
省
略

し
て
あ

る
。

13
は
毛
伝
鄭
箋

に
は
興
以
外

の
指
定
が

な
い
の
で
、
朱
子

の
詩
集
伝
あ
た
り
が

 

原
拠

で
あ
る
。
朱
子

は
毛
伝
鄭
箋

の

「興
也
」

の
指
示

を
か
な
り
変
更
し
、

 

さ
ら

に
進
ん
で
細

か
く
そ

の
詩

の
修
辞

(
賦

・
比

・
興
)

を
定

め
て
ゐ

る
。

 

こ
の
詩
句
に
は

「賦

也
」

と
し
て
ゐ
る
。
景
徐

の
聞
書
に
も
紙
注

に
も
明
示

 

は
な

い
が
、
新
注

に
拠

つ
た
点

で
、
本
来

は
業
忠
ヵ
の
、
新
注
を
受
容
す
る

 

痕
跡
と
考

へ
る
べ
き

で
あ
ら
う
か
。

14
も
挙
例

で
12
と
同
様

の

こ
と
が

い

へ
る
。

15
は
新
注

に

「
賦
也
」

と
す
る
。
「
比
也
」
は
独
自
の
解

で

あ

る
。
業
忠

の
説

一21一



 

で
あ
ら
う
か
、

上
下

は

一
致
し
て
ゐ
る
。

16
17
共

に
、
12
14
同
様
、
依
拠
す
る
誰
人
か
の
講
釈

を
想
定
し
な
い
限

り
こ
の

 

一
致
は
理
解
し
難

い
や
う
に
思
ふ
。

18
の
原
拠

の
特
定

は
出
来
な

い
。
古
注

に
も
新
注

に
も
等
し
く

「
興
也
」
と
す

 

る
か
ら

で
あ
る
。

19

「次
第
」
と

い
ふ
語

の
使
用

に
上
段
下
段
共
通
す

る
と

こ
ろ
が
あ

る
。

20
の
出
典
は
毛
詩
正
義

で
あ

る
。
六
巻
抄
に
は
正
確
な
引
用
が
な
い
。
正
義
に

 

「比
顯
而
興
隠
、
當
先
顯
後
隠
、
故
比
居
興
先
也
、
毛
傳
特
言
興
也
、
爲
其

 

理
隠
故
也
」
(
「比
」

は
わ

か
り
や
す

い
喩

え
で
あ

る
の
に

「興
」
は
わ

か
り

 

に
く

い
喩
え
で
あ

る
。
〈
こ
の
よ
う
な
場
合

〉
当
然
わ

か
り
や
す

い
方

を

先

 

に
し
、
わ
か
り
に
く

い
方
を
後
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

の

で
、
そ

れ

で

 

「
比
」
が

「興
」

の
先

に
置

か
れ
た
の
で
あ

る
。
『
毛
伝
』
で

〈
「
比
」

に
は

 
言
及
せ
ず
〉
特

に
、
「
興

な

り
」

と
だ
け
指
摘

し
て
い
る
の
は
、
そ

の

〈
比

 
喩

の
〉
理
由
が

わ
か
り
に
く

い
た
め
だ

か
ら

で
あ

る
)
と
す
る
。

 
総
じ

て
い
ふ
な
ら
ぽ
、
上
下
共
に
新
古

の
折
衷

で
あ
る

こ
と
、
そ
し
て
、
上

下
共
に
依
拠
す
る
、

お
そ
ら
く
は
清

原
業
忠

の
講
説
を
想
定

す
ぺ
き

こ
と
、
の

二
点
が
指
摘
で
き

る
と
思
ふ
。
勿

論
、
下
段
宗
祇

の
古
今
注

に
、
正
義
乃
至
六

巻
抄
を
参
看
す
る
の
み
で
も
上
段
に
似

た
講
が
可
能
な
点
は
多

い
。
が
、
そ
の

範
囲

を
越
え
る
も
の
が
あ
る
以
上
、

そ
れ
ら

を
直
接

の
出
典

と
断
ず
る

こ
と
は

無

理
で
あ

る
。
下
段
は
部
分

的
例
示
に
す
ぎ

ぬ
も

の
の
行
文

を
勘
案
す
る
な
ら

上
下

よ
く
類
似
し
、
後

に
行
な
は
れ
る
こ
と
と
な

る
景
徐

の
毛
詩

の
講
釈
と
宗

祇
の
古
今
講
釈
と
が
、
偶
然

の

一
致

を
見

せ
て
ゐ

る
だ
け
と
は
ま
つ
考

へ
ら
れ

ず
、

こ
れ

に
よ

つ
て
業
忠
ヵ

の
講
を
、
宗
祇
が
直
接

か
間
接
か
は
知
ら
れ
な

い

が
、
聴
く

か
読
む
か
し
て
ゐ
た
と
判
断

す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
は
な

か
ら

う
か
。

 
棚
れ
ば
紀
貫
之

の
古
今
序

や
、

こ
と

に
真
名
序
に
毛
詩
序
摂

取

の
跡

は
明
白

で
あ
り
、
下

つ
て
顕
昭
の
古
今
序
抄
所
引

の
公
任
注
以
来
、
毛
伝

・
鄭
箋

・
正

義

を
和
歌
六
義

の
引
証

に
用

ゐ
る
こ
と
は
常
套

手
段
で
あ
る
。
東
常
縁

・
宗
祇

の
依
用
が
明
白
な
六
巻
抄

に
も
毛
詩

へ
の
言
及
が
数
多
く
、
和

歌
を
教

戒
之
端

と
看
倣
す
、
真
名
序
以
来

の
了
解
が
詳
述
さ
れ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
前
記

し
た

如
く
依
拠
す
る

の
は

い
ま
だ
、
専
ら
古
注

の
範

囲
内

に
止

つ
て
、
祇
注

の
や
う

に
新
古

の
折
衷

は
見

ら
れ
な

い
。

の
み
な
ら
ず

六
巻
抄

に
は

「
下

の

心
」
「
裏

説
」
を
説
か
な

い
こ
と
を
念
頭

に
置
く
な
ら
、

そ
の
毛
詩

・
毛
詩
注
釈
書
摂
取

は
ま
だ
表
相
的
で
血
肉
化

せ
ず
引
証

の
段
階
に
あ
り
、
祇
注
程

の
深
さ

に
達
し

て
ゐ
な

い
と
す

べ
き
だ
ら
う
。

こ
の
、
「
下
の
心
」
「
裏
説
」
と

い
ふ

一
面

で
祇

注
を
特
徴
づ

け
る
特
異
な
訓

み
は
、

一
方

で
は
、
字
義

の
奥

に
深
秘

の
意
味
を

読

み
と
る
、
従
来

の
天
台

・
真
言
な
ど
伝
統
仏
教

(
中
世
禅
林

の
用
語

で
い

へ

ぽ
、
教
禅

二
家

の
内

の
教
家
)

に
存
在
す
る
、
既

に
な
じ
み
と
な

つ
て
ゐ

る
経

論
解
釈
上
の
定

式
の
流
用
と

い
ふ
側
面
も
大

い
に
あ
る
。
し
か
し
同
時

に
毛
詩

解
釈

の

一
般
的
方
法

か
ら

の
示
唆
を
推
測
し
て
あ
や
ま
り
な
か
ら
う
と
思
ふ
。

そ

の
際
、
新
注

か
ら
摂
取
さ
れ
た
と
は
上
の
検
討

か
ら
は
結
論

で
き
ず
、
む
し

ろ
毛
伝
鄭
箋
流

の
古

い
体
質
す
ら
を
察

し
て
よ
い
も

の
と
思

ふ
が
、
そ
れ
と
倶

に
新
注

の
禅
林

に
於
け

る
長
年

の
研
究

と
新
古
折
衷
学
の
高
調

(
前
掲
鎌
倉
室

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(13
)

町
時
代
之
儒
教
等
参
照
)

と
、
就
中
清
原
業
忠

ら
の
毛
詩
講
釈

の
流
行

に
判

ふ

毛
詩
理
解
の
深
化
波
及
を
侯

つ
て
や
う
や
く
現
出
す

る
新
局
面
な

の
で
は
あ

る

ま

い
か
。
加

へ
て
詩

は
政
治

を
ほ

め
、
政
治

を
風
刺
す
る
と
い
ふ
、
詩
序
以
来

の
美
刺

の
精
神

を
踏
襲
す

る
限
り
、
詩

ひ

い
て
は
和
歌

の
理
解
と

は
大
事
な

一

面
と
し
て
政
治
倫
理
的

で
あ
ら
ざ
る
を
得
ず
、
祇
注

の
教
訓
的
な
訓

み
は
、
た

と

へ
ぽ

、
「
君
臣

の
道
、
此
集

の
根
源
也
」
(
古
聞

脳
)
と
暖

々
強
調
す

る
や
う

に
、
君
臣
合
躰
、
上
下
秩
序

の
回
復

、
正
直

の
す
す

め
等
、
著

し
く
融
和
的
秩
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序

的
な
方
向

を
大
筋
で
は
庶
幾

し
て
を
り
、
逆

に
い

へ
ば

乱
世
と
い
ふ
環
境
以

外
か
ら
は
形
成
さ
れ
に
く

い
も
の
の
や
う
に
思
は
れ

る
。

つ
ま
り
以
上
を
考
量

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(14
)

す
る
な
ら
、
常
縁

・
宗
祇
よ
り
前

の
段
階

に
は
、

こ
れ

ほ
ど
明
確
な
形

で
は
確

立
さ
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
よ
み
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

 

こ
の
項

で
確
認

し
た

こ
と
を
纏

め
る
な
ら
ば
、

1
 

宗
祇
注

の

「
下

の
心
」

「裏
説
」
案
出

に
は
毛
詩
解
釈
学

の
影

響

が

一
大

契

機
と
な

つ
て
ゐ

る
こ
と
。

2
 
宗
祇
注

の
毛
詩
理
解
は
、
古
注
を
主
と
し
新
注

を
従
と
し
て
新
古
折
衷
的

 

で
あ
り
、
宋
学
そ

の
も

の
と
は
ま
だ

い

へ
な

い
こ
と
。

3
 
学
脈
を
た
ど
れ
ぽ
、
清
家
と
禅
林

の
交
流
の
場

に
構
成
要
素
を
求

め
る

こ

 
と
が

で
き
、
殊

に
清
原
業
忠
な
ど
の
講
釈
が
下
敷
き

と
な

つ
て
ゐ
る
と
考

へ

 
ら
れ

る
こ
と
。

の
諸
点

で
あ

つ
た
。

注1
 

『古
今
集

の
世
界
伝
授
と
享
受
』

(昭

和
六

一
、
世
界
思
想
社

)
第
入
章

「秘
書

の
成

 
立
に
関
わ
る
問
題

(三
輪
正
胤
氏
)」

に
古
今
灌
頂
の
五
大
成
身
観

(
正

し
く
は
、

 
相
通
す
る
阿
字
の
五
転

・
胎
内
五
位
と

い
は
れ
る
も

の
)
を
紹
介

し
て
ゐ
る
。
古
今

 
灌
頂
と
紙
注

、
五
大
成
身
観
と
紙
注
と

の
関
係

に
つ
い
て
は
ま
た
別

に
考
察
し
て
み

 
た

い
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
か

つ
て
報
告
を
行

つ
た
こ
と
が
あ

る

(慶
大
国
文
学

 
研
究
会
、
昭

和
六

一
年

十

一
月
)。

2

歌
注

の
中

の
詩
篇

は
次

の
通
り
。

こ
こ
で
は

宗
祇
講
肖
柏
録

「古
聞
」
か

ら

引

 
く
。
斯
道
文
庫
論
集

 
第

二
十

二
輯

(昭
和
六
二
年
)
所
収

の
、

 
 
閣

前
田
育
徳
会
暮

閣
文
庫
蔵
蘇

鮭

讐

古
今
和
歌
集
聞
書
〈高

〉』
並

 
 
 
び
に
校
勘
記
 
本
文
篇

 

・
谷
風
東
風
也

(12
V
ー

正
文
で
は
な
く
後
述
の
毛
伝
鄭
箋
に
記
す
注

文

で
あ

 

る
。
毛
詩
巻
第
二
郷
国
風
 
谷
風

 
・
普

天

下
王
土

な
ら
す
と

い
ふ
事

な
き

(161
)
1

毛
詩
巻
第
十

三
小
雅
北
山

 

ア
マ
ネ

キ

7
メ

ノ
キ

ミ
ノ

ッ
チ

 
・
鶴
戻
九
皐
 
声
聞
干
天

(89〔
し)
ー

毛
詩
巻
第
十

一
小
雅
 
鶴
鳴

等
で
あ
る
が
、
注
文
中
に
と
け

こ
ん
で
ゐ
る
詩

に
原
拠

の
あ
る
語

は
あ

る
い
は
も

つ

と
指
摘

出
来

る
か
も
知

れ
な

い
。
尚
六
義

の
釈
に
は
後
述

の
如
く
詩

の
大

序
か
ら
の

引
用
以
外
に
、
詩
篇
中

か
ら

の
挙
例
が
あ
る
。

 
・
詩
第

一
国

風
詩

日
、
蔽
希

甘
巣
 
勿
レ勇
勿
γ
伐
 
召

伯
所
レ
蓑
 

(ふ
た

つ
に
は

 

か
そ

へ
う
た
、
の
段

)

 

・
詩
第
三
硯
人
段

日
、
硯
人
其

碩

・～

手
如

二柔
茅

一

膚
如
二凝

脂

一

領

如
二蝿

 

蜻

一 

歯
如
二瓠
犀

一

媛

首
蛾
眉

(み

つ
に
は
な
す
ら

へ
寄
、

の
段
)

 
・
笛
二

関
唯

詩
 
関

々

唯
鳩
 
在
二干
河
洲

一

 
・
第
五
棋

奥

詩
 
謄
二彼
漠
奥

一

緑
竹
猜

≧

(よ

つ
に
は
た
と

へ
う

た
、
の
段
。

 

以
上
四
例

は
小
論
本
文
中

に
も
例
示
。
な
ほ
注

12
参
照
)

 
・
第
十
六
大
雅
詩
、
文
王
在
レ上
 
於
昭
二
干
天

一

在
・
上
在
二民
上
一也

(小
字

は
毛

 

伝
) 
周
錐
二
旧
邦

一

其
命
維

新

 

・
第
九
小
雅
詩
、
拗

≧
 

鹿
鳴

 
食
二
野
之
華

一
(
い
つ
ン
に
は
た

》
こ

と

寄

、
の

 

段
)

 

・
第
十
九
周
頒

清
麿
詩
 
清
廟
杞
・文
手

也
 
於
穆
清
廟

粛
雍
顕
相

(む

つ
に

は

 
 
い
は

ひ
寄
、

の
段
)

で
あ

る
。
他
六
義

の
総
括
と
し
て

「六
義
之
中
、
雅
を
執

す
る
事
あ

り
、
正

し
き
道

を
本

と
す

る
理
也
、
周
詩
思
死
邪
を
用

る
」
と
あ

る
の
も
毛
詩
巻
第

二
十
魯
頬
 
胴

か
ら
の
摘
句

で
あ
る
。
こ
の
句

は
論
語
巻
第

一
為

政
第

二
に
も
引
か
れ
、
孔
子
は
詩

全
篇

の
純
粋

さ
を

こ
の
句
を
用
ゐ
て
規
定

し
た
と
さ
れ
る
。

な
ほ
、
右
記
引
用
中

の

訓

は
、
こ
と
に
同
系

の
国
会
本
古
聞
に
附
さ

れ
た
訓
は
、
大
略
清
家

の
訓

み
に
近

い

 
こ
と
を
指
摘

し
て
お
か
う
。

3
 

詩

の
小
序
が
美
刺
的
観
念

で
貫
か
れ
て
ゐ
る
こ
と
は

の
べ
た
。

こ
こ
で
小
序

と
は

 
い
か
な
る
も

の
か
、

そ
の

一
例
を
示
し
て
お
き
た

い
。
例

へ
ば
注

2
に
引

く
甘
巣

に

 
は
、

 
 
甘
裳
美
二石
伯

一也
、
召
伯
之
教
、
明
二

於
南
囲

 
の
如
く
序
さ
れ
る
。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
(前

一
〇
三
〇
ご
ろ
)
 
 
 

はつ

 
 
召
伯
と
は
旧
説
に
、
周

の
文
王

の
子

で
股
を
滅
ぼ
し
て
周
朝
を
開
創

し
た
武
王
発

 
の
弟
、
武

王

・
そ
の
子
成
王
を
輔
佐

し
た
同
朝
草
創
期

の

功

労

者

・
召

公
爽

で
あ

一23一



る
。
朱
子
は
小
序
を
後

人
の
恣
意

と
し
た

(朱
子
語
類
巻
第

八
十
)。

一
方
、
室

町

中
期
の
僧
、
後
出
景
徐
周
麟

の
毛
詩
聞
書

に
は
、
小
序
を
周
の
王
制
上

の
国
史
の
官

の
加

へ
る
も

の
と
し
て
、

こ
れ
を
用
う

べ
き

こ
と
を
強
く
述

べ
、
朱
子

の
考

へ
に
は

こ
の
点

で
は
同
調

し
な

い
。
次

の
如

し
。

 

周
に
、
國
史

の
官
と
采

詩

の
官

と
を
置
く
、
諸
國
に
、
た
か
作

た
と

な

け

れ

と

 

も
、
此
も
と
に
こ
う
た
う
た
ふ
や
う
に
、

と
こ
や
ら
か
ら
、
詩

あ
る
、
そ
れ
を
采

 

詩
の
官

か
と

り
て
、
國
史
に
や
る
、
國
史
か
、
此
詩
は
何
事

を
作

た
と
、
小
序
を

 

か
く
也
、
首
序
を
か
く
也
、
詩

は
、
主
し
ら
す
に
作
に
、
我
君
か
気
に
あ

へ
は
、

 

美

て
作
事
も
あ

り
、
気

に
あ
は
ね
は
、
恨

て
作

る
事
も
あ
り
、
又
其
國
の
政

か
、

 

よ
け
れ
は
、
す
く
に
美

て
作

る
、
如
此
無
壷
に
作

れ
と
も
、
音
律
に
か
な
は
ぬ
を

 

は
取
て
さ
る
也
、
合

と
不
レ合

と
を
は
、
國
史
か
知
也
、
國
史
か
、
此

詩

は
、
此

 

事
を
作
た
と
云
事
を
、

か
い
て
を
か
す
ん
は
、
誰
も

し
る
ま

し
き
也
、
國
史
が
、

 

関
睡
は
、
后
妃

の
徳
也

と
、
か
く
を
見
て
、
さ
て
は
、
文
王

の
后

の
事
を
作
た
と

 

知
也

、
そ
れ
を
首
序
と
云
、
…
…
首
序
な
く
は
、
孔
子
な
り
と
い

へ
と
も
、
此
詩

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

(大
序
の
こ
と
)

 
 
は
此
事
と

は
知
ら
れ
ま
し
き
也
、
序
を
は
、
孔
子

の
か
く
と
も
云
、
子
夏
か
か
く

 
 

 
 
 

(清
家
)

 
 
と
も
云
、
家
説
に
は
、
子
夏
と
取
也

原
本
片
仮
名
宣
命
書
き
を
、
平
仮
名
混
り
に
改

め
た
。
景
徐

の
講

の
内
容

は
後
に

い

ふ
が
、
清
原
業
忠

の
説
を
引
く
も

の
と
考

へ
ら

れ
る
。

 
 
と
こ
ろ
で
景
徐
は
詩

准

こ
う
た
と
と
ら

へ
た
。
他
方
、
宗
祇
か
そ

の
周
辺
の
誰
人

か

の
講

で
あ

る

「鈷
訓

和
謁
集

聞
書
」

(中
世
古

今
集

注
釈
書
解
題

三
に
言
及
。 

東

北
大

・
彰
考
館

・
書
陵
部

・
東
山
御
文
庫
等
蔵

)
に
は
ま
た
、

 
 
毛
詩
は
大

略
落
書
也

と
す
る
。
た
と

へ
ば
建
武
新
政

へ
の
政
道
批
判

で
あ

る
二
條
河
原
落
書

(建
武
記
)

 
が
大
変
有
名
で
あ
る
。

4
 

「下
の
心
」
は
両
度
聞
書

の
用
語
、
「裏
説
」
は
主
と

し
て
古
聞

の
中

で
の
用
語
で

 
あ
る
。
意
味
は
同

}
。
同
旨

の
注
文

に

一
方
は

「下

の
心
」、
他

方

は

「裏
説
」
と

 
記
す
か
ら
で
あ
る
。
な
ほ
、
裏

は
理

に
音
が
通
じ
、
古
聞
の
付
訓

に

も

「リ
」

(2

 

・
15

・
謝
等
)
と
す
る
場
合

が
あ
る
。

そ
の
他
、
宗
祇
講
月
村
斎

宗
碩

録

「古
今
和

 
歌
集
聞
書
」

(
慶
應
義
塾
図
書
館
蔵
自
筆
浄
書
本
。
斯
道
文
庫
論
集

 
第

二

十

一
輯

 
昭
和
六
十
年

)
に
は

「理
説
」

(2
等
)
と

す

る
。

理
は
事
理

(或
は
理
気
)
二
元

 
論

の

唱
方
で
、
理
11
体

(本
体
)
、
事

11
気

11
用

(は
た
ら
き

・
現
象
)

と
換

言

で

 
き
る
。
従

つ
て

「裏
説
」
と
は
中
世
的
思
考

の

一
つ
と
さ
れ
る
、
体

用
論
的
発
想
に

 
属

し
、
字
義

の
裡

に
あ

つ
て
字
義
上

の
表
現
を
と
ら
し
め
る

(
そ
こ
か
ら
表
現
が
発

出

し
て
く
る
)、
本
体
的
本
来
的
内
実
を
意
味
す
る
、
と

い
へ
よ
う
。

 
 
体
用

(元
来
は
体
相
用
)
は
大

乗
起
信
論

に
原
拠

の
あ
る
本
覚

思
想
上
の
重
要
概

念

だ
が
、
宋
学

の
用
語
で
も
あ
り
、
宋
学

の
仏
教
摂
取

の
例

証
と
さ

れ
て
ゐ
る
。

5
 

い
く

つ
か
例
を
あ
げ
て
お
く
。
蜘
番
歌

(秋
ち
か
う
野
は
な
り
に
け

り
白
露

の
お

 
け
る
下
葉
貼
色
か
は
り
ゆ
く
i

友
則
)
に
は
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
言
ゲ
ソ

 
 
裏

云
、
君
読
言
な
と
す

る
人

の
詞
は
、
草

の
露

玉
を
か
さ
り
た
る
如

く
の
虚
言
あ

 
 
り
、
さ
れ
と
も
、
次
第
其
心
あ
ら
は
れ
ぬ
れ
は
、
誕
人
に
秋
ち
か
く
な
る
如
く
、

 
 
君
に
も
許
容

な
き
事

の
た
と

へ
也

 
側
番
歌

(春
霞
た
な
ひ
く

野

へ
の
若

な
に
も
な

り
み
て
し
か
な
人
も

つ
む
や
と
ー

 
興
風
)
に
は
、

 
 
裏
云
、
他
人

の
役

を
の
そ
む
心
を
風
す

る
也
、
若
莱
は
人
に
つ
ま

る
㌧
物
な
る
を

 
 
う
ら
や
む
心
也
、
富
貴

さ
か

へ
を
う
ら

や
む
事
も
失
也

 
㎝
番
歌

(み
山

に
は
霰

ふ
る
ら

し
外
山
な
る
ま
さ
き

の
か

つ
ら
色

つ
き
に
け

り
ー

 

と
り
も
の
の
う
た
)
に
は
、

 
 
裏

云
、
人

の
心
奥
悪
心
あ
る
は
必
外
其
色

あ
ら
は
る
ン
也
、
は

つ
へ
き
事
也
云
≧
、

 
 

天
道

の
鑑

の
み
な
ら
す
、
人

の
間
に
も
如

此
也
、
又
云
、
天
子
治
世

の
心
遼
遠

ま

 
 

て
を
も
は
か
り
し
ろ
し
め
す

へ
き
義
也

 

い
つ
れ
も
古

聞
に
お
け
る
釈

で
あ

る
。

6
 
た
と

へ
ば

、
古
聞
序
注
冒
頭

に
、

 
 

天
竺

の
梵
字
を
漢
字
う

つ
し
、
漢
字
を
和
字
に
て
の
ふ
る
也
、
和
字

の
寄

を

も

 
 

て
、
陀
羅
尼

の
心
、
漢
字

の
詩
を
も

し
る
、
四
十
七
字
の
和
字
を
も

て
其
心
を

の

 
 

へ
し
る
事
、
此
道

の
奥
意
也

 

と

の
べ
る
。

こ
れ
も
ま
た
本
源

か
ら

の
発
出
を
想
定
す
る
体
用
論
的

発

想

法

で

あ

 

る
。
古
今
灌
頂
に
、
よ
り
詳
細
に
説
か
れ
て
ゐ
る
。

7
 

「下

の
心
」
哨裏
説
」
な
る
注
文

の
所
在
を
示
す
表
。
符
号
下
に
附

記
し
た

「を
し

 

へ
」
「
い
さ
め
」
「た
と

へ
」
等
は
、
六
義
に
関
す
る
語
と
思

は
れ
る
。

こ
の
中
さ
し

 

あ
た
り
小
論

に
最

も
関

は
る
の
は

「風
」

(
い
さ
め
)
、
「教
」

(を

し

へ
)

の
二
つ
で

 

あ

る
。
そ

の
際
符

号
の
意
味

は
次

の
通

り
で
あ

る
。

 

●
符

『両
度
聞
書

』

(尊
経
閣
文
庫
蔵
本

)
但
○
は

「下
心
有
」
な
ど
と
あ
る

の

み

 
 

で
注
文
を
欠
く
場
合

で
あ
る
。

 

*
符

『古
聞
』

(同
前
)

 

▲
符
三
条
西
家
旧
蔵

〔古
今
和
歌
集
聞
書
〕

(東
大
国
語
研
究
室
等
蔵
)
本
書
は

基

 
 

本
部
分
は

●

*
の
集
成
な

の
で

い
つ
れ
か

一
方

に

「下

の
心
」
「裏
説
」
が

あ

れ
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ば
必
ず
そ
れ
を
引
く
。
こ
こ
で
は
そ
れ
以
外

の
独
自
注
文

を
数

へ
た
。

題

号

◎

上歌春

2
紀

貫
 
之
事
 
 
 
 
 
 

15
在

原

棟

梁
寧13読人不知事      33読人下知▲

肇
性
法
師
▲

 

 

 

難

友

則綴

誠

41
凡河

内
躬
恒
章
 
 
 
 
 
 

43
伊
 
 
 
勢
㊥47素性法師80いさめ    48読人不知▲m読人不知▲

下歌春

70
読

人

不

知
▲
 
 
 
 
 
 

81
菅

野

高

也
率86凡河内躬恒*      93読人不知車囎素性法師心風

夏

歌

螂
凡
河
内
躬
恒
㊤

上歌秋

鋭
読

人

不

知
廓
 
 
 
 
 
 

魏
紀
 貫

之
●
を
し
へ捌凡河内躬恒▲教化     獅壬生忠塞▲(前の寄

の
心)

肇

貞

文
▲

 

 

 

嚢
人
不
知
㊤
▲

下歌秋

罷
人
不
知
課
取

 

 

窪
人
不
知
▲

馳
期
路
餅
諮

蹴
藤

原

敏

行
事
 
 
 
 
 
 

㎜
詞
書
(
平貞

文)

▲

歌冬

限
詞書

(題

し
ら
ず)

▲
富
と
同
文
の
一
部
に
「
裏」

と
傍
記鍬読人不知φ      謝紀 秋 琴㊤

離
別
歌

名物
恋
歌
二

三歌恋
恋
歌
四

謝
読

人

不

知
▲

蹴
源

実
噂

「物
名
」 
串
た
と
へ

概
藤

原

敏

行

▲
た
と
へ

伽
壬

生

忠

琴

▲
た
と
へ

教
訓

枷
紀

貫

之

殉
教

捲

正
遍
照
憩

矯

▲

蛆
読

人

不

知

颪

蝦
矢
田
部
名
実
㊥

螂
紀

利

貞
謡

螂
読

人

不

知
㊤
た
と
へ
.
風

魏
高
向
利
春
繍

樂

江
千
里
㊤
教

拠
在
原

滋
春
巌

拗
読

人

不

知
噂
▲

姻
読

人

不

知
殉
風

姻
紀

友

則
慮

と
へ

 

 

 

 
U
●
た
と
へ

槻
紀

友

蜥
文

屋

康

秀
噂
風

蜥
平

篤

行
串

粥
清
原
深
養
父
噂
陥

鼎
紀

乳

母
噂
鰍
(虫
損
)

娚
僧

正

聖

宝
㊤

獅
紀

友

則
▲

鵬
読

人

不

知
り

頒
読

人

不

知
鄭

限
読

人

不

知
●
を
し
へ

齢
在

原

業

平
㊤

㈱
読

人

不

知
4
た
と
へ

m
読

人

不

知
●
教

伽
読

人

不

知
●
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恋 歌 五雑 歌 上雑 歌 下

樹
読

人

不

知
噂
教

贈
典

侍

直

子
二

嚢

寄

受
之
)

踊
菅

野

忠

臣
噂
教

8U8�99

因 素

 性

 法

幡 師
*● 宰

教

鵬
読

人

不

知

管

饗

平
業
平
娘
親

罷
揃
)

謝
紀

貫

之
▲

謝
在

原

業

平
▲
た
と
へ

蹴
読

人

不

知
▲

 鵬
読

人

不

知
趨

し
へ

……
読

人

不

知
㊥
い
さ
め

脚
読

人

不

知
▲

脚
読

人

不

知
▲

蹴
読

人

不

知

*

鰹
読

人

不

知
寧

鵬
読

人

不

知
▲
教
訓

鵬
小

野

小

町
*

(表
裏
お
な
し
心
也
)

蜘
読

人

不

知
▲

鵬
凡
河
内
躬
恒
▲

槻
読

人

不

知
㊥

謝
読
人
不
亀

▲

螂
二
 

条
㊤
教

鵬
読

人

不

知
噂
た
と
へ

蹴
陸
 

奥
か

螂
読

人

不

知
▲
教

捌
読

人

不

知
*

鵬
喜

撰

法

師
㊥
教

麟
良

琴

宗

貞
噂
た
と
へ
.
風

蜥
読

人

不

知
噂

鵬
読

人

不

知
㊤

㎜
読

人

不

知
㊥

皿
藤

原

兼

輔
雨
教

鵬
僧

正

遍

照
●
教
.
い
さ
め

 

 

 
 

 

,
*

㎜
藤

原

敏

行
噂
教

㎜
凡
河
内
躬
恒
4
い
さ
め

㎜
読

人

不

知
噂
い
さ
め

躰(但,誹 譜歌 のみにあ り)

 

雑

㎜
読

人

不

知
●
た
と
へ
.
風

 

 
……
読

人

不

知
●
た
と
へ
.
教

㎜
在
原
棟
梁
謡

 

 
 

㎜
清
蓬

養
も

い
弦、め

㎜
読
人
不
知
巌

 

 

贈
読
人
不

い

恥
こ
め
.教

㎜
読
人
不
知
謡

 

 

鋤
読

人
不
知
認

、
め

響

人
不
知
壌

 

 

㎜
読

人
不
為

た
と
へ

㎜
紀

乳

母
噸
い
さ
め
 

 

㎜
紀

有

朋
㊤
た
、
へ
.教

㎜
小
野
小
町
㊥

 

 

潔

原
興
風
認

、
め

職
読
人
不
知
巌

し
へ
 

㎜
平

貞

文
●
風

鰍
紀
 
淑
 
入
㊤
た
と
へ 
 
 
 

聯
凡
河
内
躬
恒
噂
教

響

生
忠
琴
羅

 

 
 

㎜
読
人
不
知
霰

㎜
読

人

不

知
噂
た
と
へ
 

 

 

㈱
読

人

不

知
●
教

㎜
読

人

不

知
㊤
い
、
め

 

㎜
読

人

不

知
窯

糞

同
)

麗
読

人

不

知

(
一
本
ふ
か
や
ぶ
)
●

盟
読

人

不
知
●
た
と
へ
.教

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鵬
平

中

興
●

謬

原
仲
平
鱒
い
・
め

 

製

中

興
・
た
・
へ

齪
読

人

不

知

●

(下
心
も
す
な
は
ち
是
也
)

…
藤
原
興
風
噂
い
・
め

 

男

輔
・

励
読
人
不
知
●
風

 

 

㎜
読
人
不
知
謡

㎜
在
原
元
方
㊥
風
 
 
 
 
 
㎜
藤
原
興
風
噂

聯
大
江
千
里
噂
 
 
 
 
 
 
㎜
読
人
不
知
噂
教

㎜
凡
河
内
躬
恒
φ
よ
そ
へ

㎜
℃

㎜
り
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大歌所御歌等

72

0

10

電
風

75

0

m

準

78

0

10

掌
▲

96

●

皿

傘

99

●

皿

寧

73

0

10

*
風

77

0

"

*

79

0

10

阜
た

と

へ

98

●

鎗

*

 

。
教
訓
的

・
宗
教
的
な
訓
み
で
は
あ

つ
て
も

「下

の
心
」

「裏
説
」
と

し
な

い
場

合

 
 
は
と
ら
な

い
。

 

。

「を
し

へ
」

「風
」

「
い
さ
め
」

「よ
そ

へ
」

「そ

へ
」

「比
す
」
「
な
ず
ら

へ
」
な
ど

 
 

の
語
を
用

ゐ
て
教
訓
的
な
訓

み
を
示
す

こ
と
も
多

い
が
、

と
ら
な
か
つ
た
。

 

。

「…
…

(の
方
)
に
と
る
」
と

い
ふ
表
現
も
比
喩

の
方
法

と
考

へ
ら
れ
る
が
、
こ

 
 
れ
も
と
ら
な
か
つ
た
。

 

。
動
詞

「い
さ
む
る
」

「を

し
ふ
る
」
等
も

そ
れ
ぞ
れ

「
い
さ
め
」

「を

し

へ
」

と
し

 
 
て
と

つ
た
。

 

。
囎
番
歌

は
、
祇
注
で
は
仲
平
詠

と
す

る
。

 

。
▲
符

の
聞
書
は
後
に
称
名

(公
条
)
抄

と
呼
ば
れ

る
も

の
か
、
と
考

へ
ら
れ
る
。

 
 
小
字

に
よ
る
稠

密
な
書
入
れ
が
あ
り
、
独
自

な
裏
説

は

一
、

二
を
除
外

し
て
そ
の

 
 
補

と
思
し

い
の
で
、
宗
祇
説
と
は

い

へ
な
い
か
も
知
れ
な

い
。
猶
検
討
を
要
す
る

 
 
が
、
参
考
ま
で
に
掲
げ

て
お
く
。

 
 
 
武
井
和
人

・
黒
田

一
仁

・
ル
イ
ス
"
ク
ッ
ク

・
高
橋
道

子

「京
都

大
学
附

属
図

 
 
書
館
中
院
文
庫
蔵

『古
今
集
序
注
』
i

解
題
と
醗
刻
ー

」

(埼
玉
大
学
紀

要

 
 
〈
人
文
科
学
篇
〉
第
三
十
七
巻
 
甥
)
所
引

の
称
名
抄
参
照
。

 
 
 
東
大
蔵
本
に

つ
い
て
は
別
に
考

へ
を
ま
と
め
て
み
た

い
。

8
 
采
詩

の
官
に

つ
い
て
は
注

3
を
参
照
。

9
 
宗
祇
も
大
序

の
こ
の
部
分
を
六
義

の
釈

に
引
用

し
て
ゐ
る
。

 
 

一
日
風
也
、
風
也
教
也
、
風
以
動
レ
之
教

以
化
レ
之
云
≧
、

詩
序

日
、
上
以

風

化
レ

 
 
下
、
下
以
風
刺
レ上

i

注
云
、
風
化
風
刺
皆
謂
二警

喩

[不
レ
斥
レ言
也
云
≧
、

讐

 
 
喩
と
は
誠
す

る
事
を
あ
ら
は
に
い
は
ぬ
也
、
風
化
風
刺
共
草
木

の
な

ひ
く
た
と

へ

 
 
あ
り

(そ
の
む
く
さ

の
ひ
と

つ
に
は
そ

へ
う
た
、
の
段
。
古
聞
)

10
 

明東
山
文
化

の
研

究
』

(P
34
)

に
、
景
徐
周
麟
を
述
。へ
て
、

 
 
清
原
宣
賢

の
獲
起
に
よ
り
慈
照
院

で
毛
詩
を

講

じ

「言
語
道

断
殊
勝
」

と

評

さ

 
 
 
 
 
 
 
 

(鹿
苑
日
録
、
明
応
八
年
八
月
六
日
の
条
)

 
 
れ
、
自
筆

の
毛
詩
聞
書

七
珊
を
秘
藏

し
て
ゐ
た

こ
と
な
ど
は
、
五
山
輝
僧

の
毛
詩

 
 
研
究
の

一
鶴
と

し
て
顧
み
ら
れ
る
べ
き

で
あ
ら
う
。

 
と
評
す
る
。

こ
の
毛
詩
聞
書
が
業
忠
説

の
録
編

で
あ
ら
う
こ
と
は
容
易

に
察

し
が

つ

 
く
。
ま
た
こ
れ
が
、
宣
賢
発
起

に
よ
る
講
莚

に
於

て
も
、
台
本

と
し
て
使

用
さ
れ
た

 
も

の
な

の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
実
隆

公
記

の
記
事

に
は
、
業

忠
の
講

釈
の
場
所
が
明

 
示
さ
れ
て
ゐ
な

い
が

「奪
宿
」

と
い
ふ
語
句
か
ら
推
し
て
相
国
寺
内

で
あ

ら
う
と
想

 
像
さ
れ
る
。
景
徐

の
詩
文
の
師

、
相
国
寺
鹿
苑
院
塔
主
で
あ

つ
た
瑞
漢
周
鳳

は
業
忠

 
と
絶

え
ず
交
流

し
て
を
り
、
業
忠
が
瑞
渓
を
訪
れ
る

こ
と
度

々
で
あ

つ

た

と

い

ふ

 

(臥
雲

日
件
録
)。

11
 
引
用
す

る
毛
詩
正
義

は
南
宋
刊
本

「毛
詩
注
疏
」

(足
利
学
校
蔵
本

の
影
印
本
)
、

 
よ
み
下

し
や
そ

の
口
語
訳

は
、
以
下
全
て
、
岡
村
繁
氏

『毛
詩
正
義

訳

注
』

(
一
九

 
八
六
、
中
国
書
店
)
に
よ

つ
た
。

12
 

そ
れ
ぞ
れ

の
詩
篇

の
内
容

に
若
干
触
れ
て
お
か
う
。
伝
箋
本

の
引
用
は
読
み
易
さ

を
考

へ
全
て
訓
み
下
し
と
す

る
。
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
清
原
宣
賢
書
写
加
点

「毛
詩

鄭
箋
」
に
拠
る
。
所
引
宣
賢
抄
は
古
活
字
版

影
印
本

に
よ
り
平
仮
名
交
り
と
す
る
。

 
12
は

「毛
詩
巻
第

一
召
南
國
風
 
甘
堂
ハ」

小
序
に

「甘
巣

は
石
伯
を
美
た
り

.
召
伯
が
教

・
南
國

に
明

か
な
り
」

(注

3
既
出
)

本
文
に

「蔽
苛

た
る
甘
巣

・
勢

る
こ
と
勿
れ

・
伐

つ
こ
と
勿
れ

.
召
伯

が
茨
し
所

な

 
り
」
(以
下
略
)。

ヘ
イ

ヒ
は
伝
に

「小
 
 
貌

な
り
」。
召
伯

の
徳
を

し
の
ん
で
ゆ
か

 
り
の
木
を
愛
す
る
意

と
す

る
。

 
伝
箋
に
修
辞

上
の
注
記
は
な
く
、
集

伝
に

「賦
な
り
」
と
す
る
。

 
14
は

「毛
詩
巻
第

三
衛
國
風
 
碩
人
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

か
なし
 

(位
、
自
前
7
5
8
至
7
3
4
)

ま
と 
お
こ

小
序
に

「碩

人
は
荘
姜
を
閲

へ
り

,
荘

 

公

・
嬰

 

妾
に
惑

て
驕

て
上
潜

せ
し

む

.
荘
姜

・
賢

な
れ
と
も
答
せ
ら
れ
す

.
終

に
以

て
子
無

し

.
國

人
閲

ん
て
憂

ふ
」

宣
賢
抄

に

「嬰
妾
と
云
は
、
州
呼
と
云
者

か
母

そ
、
是
に
め

い
て
い
し
て
本

の
后
は

賎
う
な

つ
た
、
嬰
妾
は
本

の
后

の
様

に
成
た

そ
」。
公

子
州
旺
は
前
七

一
九
年

謀

叛

し
て
兄
桓

公
を
斌

し
た
が
自
ら
も
程
な
く
殺
さ
れ

る
。

本
文
に

「碩
人
は
其
れ
順
た
り

,
錦

を
衣

て
襲
衣

せ
り
」
(以
下
略
)
。

「碩

人
1
荘
姜

を
さ

い
た

そ
、
大
徳

の
人
ち
や
と
云
心
そ
、
碩

々
然
と

し
て
せ
い
も
高

う
み
さ
ま
も

よ
い
人

て
居
ら
れ
た
そ
」
(宣
賢
抄
)
。
襲

は

「
ヒ
ト

ヘ
ノ

コ
ロ
モ
」

(名
義
抄
)。

「絵

り
顯
著

に
見
ゆ
る
程

に
庭
を
打
を

ン
わ
う
用

ち
や
て
候

そ
レ

(宣
賢
抄
)。

 

こ
の
部
分
集
伝
に

「賦
な
り
」
と
す
る
。
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本

文
中
略
、
祇
注
に
引
く

と
こ
ろ
の
み
を
示

せ
ば

「手
は
柔

黄

の
如
く
 
膚

は

凝

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

やは
ら力
躍る
ち

れ
る
脂

の
如
く
 
領
は
蛾
嫡

の
如
く
 
歯

は
瓠

の
犀

の
如
く
 
蟻

の
首

・
蛾

の
眉
あ

 
 
 
 
 

 
 
 
 
すく
もむ
し

り
」

(以
下
略
)
。

伝

に

「蟻

の
首
は
顛
廣

し
て
方
な
り
」
螺

は
セ
ミ
の

一
種
。

宣
賢
抄
に

「是
は
荘
姜

の
貞

の
う

つ
く

し
い
威
を
云
そ
」。

こ
こ
も
集
伝
に

「賦
な
り
」
と
す
る
。

16

は

「毛
詩
巻
第

一
周
南
國
風
 
關
碓
」

小
序
は

(
い
は
ゆ
る
大
序
と
併
記
さ
れ
、
分
割
す
る
の
に
諸
説
あ

つ
て

難

か

し

い

が
、
冒
頭

の
数
句
を
摘
記

し
て
お
く
)
「關
誰
は

・
后
妃

の
徳

な
り

.
風

の
始
な
り

.

天
下
を
風

し
て
夫
婦
を
正
す
所
以
な
り
」
后
妃
は
周
の
文

王
の
后
。

本
文
は

「關
關

た
る
唯
鳩

・
河
の
洲

に
在
り
」

(以
下
略
)。

 
 
 
 
 

 
 

み
さ
こ  
  
 
  丁

伝

に

「興
な
り

.
關
關
は

和

聲
な
り

.
唯
鳩

は
王
誰
な

り

.
鳥

の
摯
て
別
有
る
な

り

.
水
中

に
居

る
可
き
者
を
洲
と
日

.
后
妃

・
君
子
の
徳
を
説
樂
す
る

こ
と

・
和
譜

せ
す
と
云
こ
と
無
れ
は

.
又

・
其

の
色
に
淫
せ
す

.
愼
固

・
幽
深
な
る

こ
と

・
關
雅

の
別
あ
る
か
若

し

.
然
後
以
て
天
下
を
風
化
し
夫
婦
別
有

と
き
は

・
則
父
子
親

す

.

父
子
親
す

る
と
き
は

・
則
君
臣
敬
あ
り

.
君
臣
の
敬
あ

る
と
き
は

・
則
朝

廷
正
し

.

朝

廷
正
し
き
と
き
は

・
則

王
化
成

る
」
。

景

徐
の
講
に

「唯
鳩

は

・
た
か
の
部
類
な
り

・
た
け
き
鳥

に
て

・
雌

雄
た
に
並

て
ゐ

す

・
況
や

・
除

の
鳥

と
並

て
ゐ
る
事
な
し

・
此
鳥
飛
時

は

・
雌
雄
並
翔
か

・
居
時

は

・
並

て
は
ゐ
さ
る
也

・
さ
れ
と
も
心
は
和
け
る
鳥
也

・
至
而
有
別
と
云
そ

・
鄭
注

に

・
雌
雄
情
意
至
と
す

・
夫
婦
思
あ
う
な
り

・
よ
く

・
情

の
か
な
ひ
た
る

鳥

也
」
「や

は
ら
き
鳴
み
さ
ご
あ

り

・
と

こ
に
ゐ
た
そ
と
云

に

・
洲
に
を
る
也

・
人
君

は
外
朝

し

て

・
政
行
ふ

・
婦
人
は

・
内
朝
て
治
る
処

・
此
鳥

の
雌
雄
別
に
ゐ
て

・
し
か
も
心

は

・
和
き
あ
ふ
た
る
に
比
也

・
内
外

の
か
は
り
あ
れ
と
も

・
治
心
は
同

な
り

・
文
王

の

夫
婦
別
な
る
に
比
す

・
夫
婦
別
あ
る
は

・
國

の
大
倫
也
と
云
」。

集
伝
も

「興
な
り
」

と
す

る
。

17
は

「毛
詩
巻
第

二
衛
國
風
 
棋
奥
」

小
序
に

「棋
奥

は
武
公
が
徳
を
美
た
り

.
文
章
有
り

.
又

・
能

・
其

の
規
諌
を
聴

い

て
禮
を
以
て
自
防
く

.
故

に
能
入
て
周

に
相

た
り

.
美
め
て
是

の
詩
作
る
な
り
」。

武
公
は
衛

の
武
公
、
後
出
康
叔

の
喬
、
周

の
幽
王

(前
七
七
〇
崩
)
周
室
東
遷
後

の

平
王
頃
の
人
。
子
は
碩
人

に
既
出

の
荘
公
。

文
章
は

「威
儀
法
度

の
体

は
い
に
顕

れ
た
を
云

て
そ
ろ
」。
規
諌
は

「番
匠
か

物

を

 
ま

ん
圓

る
に
す
る
を
は
規
と
云
」
「君
を
諫
め
て
、
君
を
禮
義
を
以
諫

る
を
規

諫

と

 
云

て
候
」

(宣
賢
抄
)。

 
本
文

に

「彼
の
洪
奥
を
謄
れ
は
緑
竹

・
猜
猜
た

り
」

(以
下
略
)。

 
伝

に

「興
な
り

.
奥

は
隈
な
り

.
…
…
狗
猜
は
美
盛

の
貌

.
武

公
質
美

・
徳
盛

に
し

 
て
康
叔
が
絵

烈
有

る
な
り
」。

 
宣
賢
抄
に

「漠
水

の
く
ま
を
見
れ
は
、
竹
か
緑
に
あ
る
た
と
え
そ
、
あ

の
衛

の
朝
廷

 
を
見
れ
は
、
武

公
の
徳
盛
な
か
居

ら
れ
た
は
、
緑
竹
の
あ

る
や
う

な
と
喩

た
そ
、
此

 
竹

の
緑
な
は
、
棋
水

の
灘
を
得

に
依
て
角
あ
る
そ
、
武

公
の
徳
盛

な
は
、
康
叔

の
徳

 

の
除

烈
に
よ
つ
て
あ
る
と
か
う
喩
た
そ
」。
康
叔
、
字
は
封
、
周
の
武

王

の
第
九
弟
。

 
股

の
遺
民
を
統
率
す
る
紺
王
の
子
武
庚

の
反
乱
を
平
定

の
後
、
股

の
故
地
を
衛
と
改

 
称
、
康
叔
封
を
封
じ
て
衛
君

と
し
た
。

 
集

伝
も
又

「興
な
り
」

と
す

る
。

13
 
業
忠

の
毛
詩
講
釈
は

『東
山
文
化

の
研
究
』

(P
謝
)
に
よ
る

な

ら
、
記
録
に
次

 
の
や
う
な
例
が
見
出
さ
れ
る
と

い
ふ
。

 
 
二
條
邸

(康
、
文
安

五

・
八

・
八
)

 
 
禁
裏

(康
、
文
安
六

・
三

・
七
)

 
 
伏

見
殿

(康
、
寳
徳
二

・
十

・
十
)

右

「康
」
は

(中
原

)
康
富
記

の
こ
と
で
あ
る
。

14
 
裏
説

は
常
縁

の
伝
承

か
宗
祇

の
案
出
か
、
小
稿

は
稚
宗
祇
に
か
た
む
く

こ
と
に
な

 
つ
た
。
も

つ
と
も
合
作
的
な
感

も
残
る
。
常
縁
も
近
親
に
著
名

な
京
都

五
山
の
詩
僧

 
が
複
数
あ
り
、
学
的
環
境

と
し
て
は
宗
祇
に
近

い
も

の
が
あ

つ
た
。

〔付
記
〕 
毛
詩
全
般
に
つ
き
友
人
高
橋
智
氏
の
教
示
を
得
た
。
記
し
て
深
謝
す
る
。

後
篇
で
は
、
禅
林
の
学

一
般
と
祇
注
と
の
共
通
的
要
素
、
体
用
論
、
折
衷
と
い
ふ
精

神
態
度
、
な
ど
に
言
及
し
た
い
。
ま
た
本
稿
が
金
子
金
次
郎
氏
の
御
論
に
ふ
れ
な
い

失
礼
を
お
詫
び
し
、
補
説
を
期
す
る
。
(本
名
 
石
神
秀
美
)
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