
序

西
昆
体
の
除
派
に
つ
い
て

言語

で
あ
る
。

の
作
者
は
、
楊
億
・

に
詩
を
収
め

Tこ

に
従
え
ば
、
そ
の

惟
演
ら
十
七
人
の
コ
閉
山
臥

で

上

こ

の

十

七

人

を

で
あ
り
、
こ
れ
よ
り
、
巡
れ
る

・
越
朴
・
胡
宿

と

で
あ
る
o

F
P好
車

/
1
1
-心
汗
山
削
山

可
要
際
蝕
共
此
時

の

て
滋
く

蛇
般
の
此
時
を
共
す
る

け
ん
や

腕
較
く
全
く
解
す
羽
人
の
戸

に
米
り
て
お
先
ず
転

下
る
も
総
未
だ
知
ら
ず

し
て
兼
ね
て

1=-. 
li司

橋

明

げ
れ
い

ぬ
H
h
m

へ
て
播
岳
の
駄
に
到

ノレ

や

こ
れ
は

附
刊
J

ハ
泣
vvι

パ
、

i
n
J
λ
吋万一
a

品、L

o
 

金

菜

と

い

〉

・

玉

・

錦

な

ど

を

ち

り

ば

め

る

。

こ

の

対

偶

・

用

地

ハ

・

一

蹴

字

と

政

見

体

の
表
現
上
の
特
色
で
あ
る
。
ま
た
内
特
は
、
の
情
や
宮
中
の
華

美
な
生
活
を
詠
む
も
の
が
多
い
。
こ
の
西
見
体
は
、
内
容
が
乏
し
い

と
か
技
巧
偏
重
で
あ
る
と
非
難
さ
れ
る
。
た
だ
、
詩
の
技
巧
を
精
密

に
す
る
と
い
う
方
向
で
は
、
一
つ
の
終
藷
点
と
言
え
よ
う
し
、
多
数

の
用
事
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
代
ま
で
の
中
国
文
化
の
重
層
を
充
分
に

示
し
て
お
り
、
す
ぐ
れ
た
人
工
美
を
持
つ
詩
体
で
も
あ
る
。

さ
て
、
十
世
紀
末
か
ら
十
一
位
紀
初
め
に
か
け
て
の
西
見
体
の
流

行
に
続
き
、
梅
~
畑
一
凡
臣
や
欧
陽
修
に
よ
り
作
ら
れ
る
「
宋
詩
」
の
典
型

と
い
う
べ
き
詩
が
力
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
こ
の
新
し
い
宋
詩
は
、

の
西
山
見
体
の
難
解
さ
で
は
な
く
平
明
さ
を
持
ち
、
内
容
に 弁ナ

。コ
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の
範
間
関
を
超
え
て
、

で

日
常
的
な
も
の

つ

穆
修
を
初
め

・
欲
陽
修
に
一
説
っ
て
、
つ
い

い
う
形
で
、
こ
の
変
化

は
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
、

、
寸
〉
、

ふ

μ
戸
b
v

，

の

た
も
の
で
は
な
く
、
容

は

る

方

向

に

変

質

し

の

だ

っ

た

の

で

は

あ

る

ま
い
て
、
詩
風
の
転
換
点
に
あ
っ
て
、
徐
派
は
「
宋
詩
」

と
対
的
す
る
形
を
と
っ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
西
見
体
と
「
宋
詩
l

一

来
た
し
た
と
把
え
ら
れ
ぬ
だ
ろ
う
か
。

は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
西
山
見
体
の
除
派
を
考
え
て

の人

科

甲

、

0

3
7
し

の 飴
稀派
釈の
| 詩
長|

〔 殊西
九か箆
九 ら体

一継
承

への
状
況

-
f叩 ..  

ね
る
が
、

は
分
け
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

彼
の

っ
た
詩
人
で
あ
っ

彼
は
し
ば
し
ば
楊
劉
と
名
を
連

五
'
ぃ
、
山
川
、

ノ

1AFT-vt

く52) 

に
も
取
ら
れ

な
る
名
句
を
含
む
内
候

溶
々
月
、
柳
紫
池
塘
淡
々
風
」

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
一

η
 

の
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
別
の

に
つ
い
て
は
解
説
し
た
も

、
内
ノ
。

禁格。
署河o
沈o星。
沈c斗o
閉夜。
九o関。
問。子。

り

し
て
九

のの|主j
UJ )苛を

閉
ざ
す

'--ノ



の
影
度
り
てて

夜
間
問
問
な
り

リ

v

p
/
 

一
四
)
の
問

は
判
的
惨
天
子
加

を
山
内
故
と
す
る
。
こ
れ
は
他
な
ら
ぬ

の

の

も

と

と

な

っ

た

典

故

で

あ

る

。

擁

鼻

吟

は

に

よ

る
。
こ
の
詩
は
一
蹴
字
こ
そ
用
い
な
い
が
、
典
故
を
散
ら
し
た
句
作
り

は
国
島
詩
に
近
く
、
用
語
も
か
な
り
の
部
分
(
傍
点
部
)
で
李
義
山

に
共
通
す
る
。
こ
の
詩
が
作
ら
れ
た
時
期
、
西
山
見
詩
人
の
劉
鰐
が
再

び
除
林
に
入
り
長
殊
と
同
職
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
か
、
こ
の
詩

は
、
今
日
残
る
長
殊
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
西
克
詩
に
近
い
。

な
り
、
又
楊
億
・
銭
推
演
ら

を
も
の
し
た
。
し
か

一
と
い
う
わ
け
で

の
で
あ
る
。

ま

ず

、

の

よ

う

に

や

た

ら

自
制
し
て
い
る
。
今
引
い
た
詩
に
も
「
鴻

こ
れ
は
前
述
の
よ
う
に
典
故
上
のい

う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
こ

の
傾
向
を
物
語
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、

に
典
故
を
置
き
難
解
な
句
作
り
を
し

た
の
に
対
し
、
彼
は
し
ば
し
ば
非
常
に

い
る
。
例
え
ば
「
浩
一
露
階
方
泊
、

く53) 

そ

れ

で

あ

る

。

引

い

た

と
い
う
月
を
示
す
少
々
凝
っ

し
て
難
解
で
は
な
い
。

長
殊
の
詩
は
、

を
や
や
減
じ
、

で、

は
決

の
多
用
を
避
け
、
用
地
ハ
の
頻
度

表
現
を
用
い
る
と
い
う
点

し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

の
減
少
は
全
篇
に
共

こ
の
よ
う

〉

フ
し

用
い
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
例
え
ば

と
い
う
斬
新
な
勾
を
含
み
つ
つ
、

と

い

の

も

の

で

あ

り

、



明
な
匂
を
お
き
な
が
ら
「

と
い

々

で
始
ま
る
。
つ
ま
り
、
彼
の

そ

れ

が

従

来

ど

お

り

の

の

句

し
て
は
商
見
詩
と
似
た
印
象

。コ
は
し

に
閉
ま
れ
て
い
る
た
め
、
一

し
か
与
え
得
な
い
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
被
の

わ
ず
か
と
は
い
h

ね
ば
な
る
ま
い
。

わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、

た
こ
と

⑥
宋
伴

の
一
部
し
た

と
受
け
継
が
れ
る
。

一

門

一

の
稀
釈
と
い
う
方
向
は
、
門
人
の

下 後
の に

欧
践

し修

に

夏

嫌

に

ら

れ

、

ま

た

に
も
注
川
け
さ
れ
た
が
、
特
に
長
殊
門

や
は
り
宰
相
に
至
っ
た
大
官
で
あ
る
。

そ

さ
て
、

γ
」

十
J
h

、

、uw
u
v
L
U官

の
性
格
は
、

。〉

の
性
格
を
、

の

部

で

稀

釈

し

の

そ

れ

に

こ

の

作

岡
山
は
娩
i

年

ま

で

変

ら

な

い

。

例

え

ば

、

に

作

ら

れ

た

と

見

ら
れ
る
「
京
師
故
僚
以
余
退
屈
近
畿
賜
存
間
関
叙
懐
自
感
j

一
(
元
憲
集

巻
二
一
一
)
は
一
麓
字
を
用
い
、
文
王
の
台
で
あ
る
ご
寝
台
や
仙
山
の

と
い
っ
た
場
所
を
詠
み
込
み
、
一
鋲
聯
で
は
「

々
友
」
と
、
司
馬
相
如
や
荘
子
の

い
。
そ
し
て
、

々

め

て
い
る
c

彼
の
絶
句
も
、
多
く
は
技
巧
の
て
い
る
か
、
中
に
は
平

明
な
も
の
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

"'" 

宅才
彼近をで宋
のく愛、話s

し位 、 ①
、は字宋

日isJ:子語

の
弟
、

主
っ
た
人
で
あ
る
。
必

時
代
に
は
、
日
一
タ
常
に
会
え
る
よ
う

J

月

A
リ

わ
せ
た
と
い
う
。

「

L
L
?
k
J

F
J
ノ
J
ノ
/
f」

〔
一

O
六
二
)
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は
既
述
の
よ
う
に

(
州
仰
を
開
き
て
感
ず
る
こ
と
有
り
)

し
め

我
を
助
け
て
流
年
を
忠
は



繁
如
来
破
怯

え
昆
訴
ぺ
1
3

2ソ

Z
ノ
対
少
々
/
!
ノ

本
葉
山
梨
会
民

JdsiιRrEEM引川

塊
必
秋
風
一
衷

終仲
H
H
Uド
yJ
煮
詰
ぬ
除
、
竹

h

刊
行
点
以
議
安
心
初
段
/
川

践し J:ヒ つは
のし彼た
詩ほの蛸i
を，1，:' ti~í! に
作司王
る 減

すて
る紳t土。、

た
こ
と
に
よ
る
。

し
て
棋
吹
の

の
如
し

る
こ

蹴
残
れ
て
外
月

林
摂
く
し
て
余
期

塊
燃
す
駄
風
の

鴻
郎
の
媛
、

、
や
は

の
出
現
頻
度
が
、
他
の
余
派
の

こ
れ
は
、
彼
が
長
殊
・
宋
停
に
近
い

で
今
引
い
た
よ

ワノー

織

り

込

ん

だ

の

明

ら

か

に

、

占
め
る
割
合
が
減
じ
て
い
る
。
こ
う
L

十
れ
、
府
民
ハ
J

y
V
/
z
i
/
L
V
 

が
そ
れ
で
占
め
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
の
特
色
の
稀
釈
は
、
宋
加
に
於
て
一
段
と

ん
で
い
る
。
そ
の
代
わ
り
に
加
の

と
と
な
る
。
(
後
述
)

る
こ

倒
性
格
の
保
持

l
前
桁

こ
れ
ま
で
西
見
体
の
稀
釈
の
例
を
見
て
き
た
が
、
絵
派
の
総
て
が

こ
の
方
向
に
進
ん
だ
の
で
は
な
い
。

引
乃
」
川
河
1

、

ふ
ぬ
が
れ
川

を
収
め
る
。

i泳
蝉

正
是
魁
娘
負
異
心

英
道
南
姫
無
伴
侶

i
治
存
関
〔。
/'¥ 

七
はじ

。〉

は
秘
密
副
伎
に

(
う
ち
古
詩
十
九
〉
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相1I

条

に
吟
、
す
べ
か
ら
ずへ

り

伴
抑
制
無
し
と

の
精
衛
も
亦
た
寛
禽
な
り
(
文
恭
集
巻
五
)



こ
の

彼
の
用
い
た
魁
娘
・
・
断
腸

て
は
、
一
一
一
一
開
業
は
必
ず
し
も
同
一
で
は

に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

う
に
、
胡
宿
は
、
こ
の
世
代
の
詩
人
の
中
で
最

の
特
色
を
継
承
し
た
と
言
え
る
。
特
に
一
鹿
字
は
、

一
人
を
上
問
る
頻
度
で
用
い
ら
れ
る
。
用
事
は
持
に
難
解
の

し
ば
し
ば
極
度
に
凝
縮
さ
れ
た
誌
で
一
部
さ
れ
る
。
地
ハ
故

の
発
明
で
は
な
く
、
四
鼠
詩
に
も
「
悲

し
、
米
停
に
も
皆
無
で
は
な
い
。
た
だ
、

と
る
の
が
き
し
て
悶
難
で
は
な
い

G

「
陶
菊
」
と
す
る
よ
う
な
(
「
君

い
例
も
有
る
が
、
例
え
ば

統
述
の

を
縮
め
る
こ

《
守樗

」
の
よ
う

こ
れ
ら
は
も
と
の

一

キ
l
h

l
」

、

l
M
u

・

可

者

順

流

還

、

は

せ
る
と
い
っ
た
難
解
な
も
の
も
あ
る
。

，!干
;')¥ ~ 

で 13甘い
はに ず
一ふれい"
つれもの
の?こ

ょ
う

の
追
求
と
い
う

つ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、

Iこ

向

に

進

歩

を

求

め

る

こ

と

は

難

し

か

っ

の

特

色
の
稀
釈
を
し
別
の
方
向
を
求
め
る
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ

う
。
一
方
、
胡
宿
は
逆
に
、
同
じ
方
向
へ
一
間
叫
ん
に
一
歩
を
加
え
よ
う
と

し
た
が
、
も
う
発
展
の
余
地
は
、
こ
の
典
故
の
複
雑
化
以
外
に
は
、

あ
ま
り
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
の
詩
は
、
西
山
路
詩
よ
り
劣
る
も

の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
訟
派
と
し
て
新
た
に
付
け
加
え
得
た
も
の

は
、
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
。

か
ら
の
分
離

と
こ
ろ
で
、
こ
の
抽
出
に
指
摘
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
除
派
に
至

っ
て
李
義
山
の
扱
い
に
変
化
が
生
じ
た
こ
と
で
あ
る
。

周
知
の
如
く
、
西
昆
詩
人
は
李
義
山
を
宗
と
し
習
向
を
学
ん
だ
ば

か
り
か
、
そ
の
詩
句
を
流
用
す
る
こ
と
す
ら
辞
さ
な
か
っ
た
。
こ
れ

は
、
例
の
、
李
に
扮
し
た
優
人
が
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
服
を
纏
っ
て
現

れ

る

と

い

う

内

エ

ピ

ソ

ー

ド

の

示

す

と

お

り

で
あ
る
。
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松

つ
も
の
例
が
見
ら
れ
る
。

こ
う
し

へ
の
傾
倒
は
徐
派
に
は
も
は

な
る
一
は

内
J

キ
ず

〆
し
コ
ェ
軒

rh

、。
中
人
、
U



に
も
見
出
せ
る
が
、
そ
れ

り

す

る

こ

と

い

ο

え
刀
、

(}) 

句
を
流
用
し
た

る。

制
俄
派

の
中
に
は
、
さ
ら
に
で
十

る
。
こ
こ
で
は
文
彦
博
を
例
に

士
、
そ

の

大

部

分

が

制

作

年

艇

に

法

べ

ら

れ

て

い

我

々

は

の
も
の
か
で
を
、
般
に
た
ど
っ
て
ゆ
け
る
。

る Ilt
o 赤iう

f)J 
文
彦
持
、

に主ド
入 i日
れ法
Tこ派
のの
十ま

i
紹
理
問

C

O
九

っ
た
。
彼
を
胡
宿
・
越
村
と
と
も
に
閉
山
児
休

制

一
あ
が
る
。
彼
は
吋
池
北
偶
談
b

(

袋
一
四
)
で

i

登
通
山
間
有
懐
塁
間
人
」
「
秋
風
吟
」

ム
「
澱
公
集
」
各
一
一
一
)
「
見
山
捜
小
飲
偶

き
「
世
論
未
知
其
工
妙
如
此
」
と
称
し

の

の
朔
く
る
を
客
と
せ
ん

入
る
を
期
す
る
に

は
、
…
一
一
聯

「
銀
淋
」
と
い
う
一
般

や
「
銀
淋
」
(
こ
れ

く
用
い
ら
れ
る
〉
と
栴
を
組
み
合

あ
っ
た
こ
と
は
、
勺
休
体

の
一
旬

( 57 ) 

。〉

の
特
徴
を
備
え
て
い
る
。
し

か
ら
彼
の
詩
は
変
化
す
る
。
第
一
に
麗
字
が
極
め
て

少
く
な
る
。
例
え
ば
天
裂
か
ら
康
定
元
年
ま
で
の
詩
を
収
め
た
巻

一
…
一
、
こ
こ
に
は
彼
の
律
詩
の
約
四
分
の
一
が
含
ま
れ
る
が
、
そ
こ
に

彼
が
麗
字
を
用
い
た
詩
の
半
数
が
含
ま
れ
る
。
一



も
の
に
な
る
。

は
、
こ
の

と
い
っ
た
も
の
か

の
も
の
か
ら
、
白
身
の

の
そ
れ
~ 

と
中

らい心
そ離つを
のれた移

の

文

彦

博

は

、

そ

の

の

一

時

期

間

見

体

の

っ

た

だ

け

で

あ
っ
た
ο

こ
の
こ
と
は
彼
が
梅
免
践
や
欧
陽
修
と
ほ
父
開
世
代
の
作

家
で
あ
る
こ
と
に
照
ら
せ
ば
納
得
が
ゆ
く
。
長
殊
ら
の
時
代
が

詩
人
と
比
較
的
近
接
し
て
い
た
の
に
対
し
、
彼
ら
の

代

に

ん

ど

没

し

て

し

ま

う

。

彼

らこ
と
が

。コ

て
お

の
も

の
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
心

齢
派
の
新
機
軸

こ
の
よ
う
に
、
飴
派
は

の

の

二

方

向

へ

の
は
、
用
の
複
雑
化
を
除
き
、
取
り
立

き
新
味
を
加
え
て
い
な
い
。
し
か
し
、
長
殊
以
下
の
稀

釈
の
方
向
で
は
、
西
山
品
体
の
要
素
を
稀
釈
す
る
代
り
に
、
詩
は
別
の

要
素
を
取
り
込
み
つ
つ
あ
っ
た
。

第
一
は
、
稀
釈
と
い
う
方
向
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
表
現
の
平

明
化
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
が
単
に
技
巧
を
減
ず
る
こ
と
に
止
れ
ば

さ
の
み
重
委
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
(
そ
こ
に
止
り
何
一
つ
新

味
を
出
せ
な
か
っ
例
が
文
彦
博
の
慶
踏
以
後
の
詩
で
あ
る
〉
。

が
、
長
妹
の
;
;
:
」
は
情
景
を
産
裁
に
述
べ
、
し
か
も

え
ず
重
ね
る
と
い
う
手
法
で
新
味
を
示
し

の
絶
句
の
一
部
に
受
け
継
が
れ
る
。

は
一
に
自
ら
陶
に

は
吏
た
流
に
臨
む

て
治
決
の
境
を
闘
す
べ
か
ら
ず

片
の
江
天
小
壊
の
秋
(
元
窓
集
巻
一
間
)

な
い
が
、
結
句
の
簡
明
な
表
現
は
、

の
も
の
で
あ
る
。
米
加
で
は
、
絶
句
の
み
な
戸

し
ば
し
ば
見
え
る
こ
と
は
既
に
触
れ
た
。

こ
の

て
て

ん
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は
題
材
開
の
変
化
で
あ
る
。

或

。〉

の
好
ん

い
っ
た
伝
統
的
な
詩
の
材

し
か
し
そ
の
枠
に
留
ら
な
い
。

ほ

と

ん

に

依

はる宋
が)卒
、は

例こ
えこ
ばで
死も
ん J間[J

治ミ

イ呆で
守あ
1'1守る
でが

と
い
う
掛
聯
の
冷
徹
な
描
写
で

る

と

、

自

分

の

保

体

の

を

し

た

に
ょ
せ
たる

。
ま
た
何
人
に
は
般
を

，K

ノ

一調

λ

に
詩
は
批
判
的
な
日
を
取
り
も
ど
す
。
宋
伴
・
宋
叩
ら
も
大

の
常
と
し
て
時
に
左
遷
に
遇
う
わ
け
で
あ
る
が
、
宋
郎
の
「
雑
興
い

は
こ
う
し
た
頻
繁
な
異
動
へ
の
皮
肉
を
合
ん
で
い
る
。
患

い
よ
迎
え
の
取
を
出
し
て
矢
の
慌
促
を
す
る

の
た
め
賢
人
を
外
に
出
す

Q

「
留
郎
月
徐

容
'
去
尚
一
人
投
o
:
:
:
い
こ
の
詩

し
か
し
例
え
ば
か
つ
て
の
韓
愈
の
よ

こ
と
を
し
な
い
。

うは首長
に#七，
1[3 
ら の
のは

全
く
拙
か
れ
ず
、
河
東

る
形
を
取
っ
て
い
て
、
宋
人
の

。〉

る (1旬
。vこ

の
ぞ
か
せ 。〉

で
は
、
乞
食
は
古
よ
り
恥
と
さ
れ
る
の
に

い
「
紙
々

浮
!者
は tま
lヨ
修
と
称
し

。

さ
ら
に

こ

の

く

る

と

、

い

ず

れ

の

で

も

宋

郁

よ
り
変
化
の
度
を
加
え
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の

は
、
ま
ず
宋
停
が
「
米
首
公
好
王
渓
詩
」
(
李
照
判
中
口
今
詩
話
』
)
と

一
一
一
同
わ
れ
る
よ
う
に
、
倒
人
と
し
て
李
義
山
へ
の
噌
好
を
残
し
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
王
渓
詩
の
特
色
で
も
あ
る
一
蹴
字
・
用
事

と
い
っ
た
性
格
を
分
離
し
き
れ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
蛇
を
一
散
ん
で
も

故
事
に
重
点
が
設
か
れ
、
題
材
の
わ
り
に
新
味
に
欠
け
る
詩
に
な
っ

て
し
ま
う
c

一
方
、
宋
郁
は
「
:
:
:
年
過
五
十

F
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含
ま
れ
ょ
う
か
ら
)
宋
那
は
っ
た
方
向
へ
進
む
こ
と
を

強
く
意
識
し
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
こ
と
が
変
化
を
一
段
と
進
め
さ

せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
い
て
、
梅
亮
臣
は
「
公



文
準
会
」

悼

い
う
か
ら
、
彼
の
の
変
化
は
、
当

為
さ
れ
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

に
酬
明
の
作
が
比
較
的
多
く
、

、コ

h
旬

、

伊

}

、

命

中
ム
ド
、
刀

性
は
無
視
で
き
ま
い
。

さ

て

、

西

見

余

派

は

、

於

て

以

上

の

よ

う

な

変

化

を
示
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
新
機
軸
は
彼
ら
の
詩
の

一
部
に
示
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
詩
の
多
く
は
、
や
は
り
沼
山
見

詩
に
近
い
。
稀
釈
さ
れ
て
は
い
る
が
、
一
腕
字
・
用
事
は
宋
代
の
抱
の

詩
人
に
比
せ
ば
よ
く
mm
い
ら
れ
る
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
人
台
所
で
示

し
た
よ
う
に
、
設
と
い
う
点
も
変
ら
な
い
。
し
か
し
僅
か

の
変
化
が
、
早
水
詩
い
の
典
型
を
樹
立
し

部
(
即
ち
日
常
的
題
材
の
採
用
・
社
会
批

て

い

長

」

で

と
は
い

あ半IJ

ろ と
うし、
。て〉四

鈴
派
と
「
宋
詩
い

次
い
で
考
え
る
べ
き
事
は
、
儀
派
の
変
化
が

に
起
っ
た
の
か
、
或
は
逆
に
「
宋
詩
」
の
流
行
に
徐
派
の

し
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
両
派
の

み
よ
う
。

の

て

ま

ず

欧

陽

修

は

、

の

持

の

科

挙

合

格

者

な

の

で

慶
、何

頃
に
詩
を
宛
て
て
い
る
c

た
だ
、
詩
が
も
と
で
関
係
が
悪
化
し
、

以
後
あ
ま
り
交
わ
ら
な
い
c

宋
俸
と
は
詩
の
上
で
没
交
渉
で
あ
り
、

宋
祁
と
も
景
始
年
間
に
共
に
詠
ん
だ
詩
が
一
首
あ
る
の
み
で
あ
る
。

拐
宿
が
景
祐
三
年
の
欧
陽
修
の
左
遷
に
当
り
、
し
ば
し
ば
送
別
の
安

に
出
て
い
た
こ
と
は
「
子
役
志
」
か
ら
知
れ
る
が
、
詩
と
な
る
と
慶

輝
元
年
胡
宿
が
知
湖
州
と
し
て
赴
任
す
る
の
を
送
る
も
の
が
一
首
あ

る
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
も
、
初
宿
と
の
交
流
の
、
採
さ
を
示
す

も
の
と
い
う
よ
り
、
胡
宿
の
下
役
に
な
る
梅
莞
臣
へ
の
配
慮
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。
儀
派
の
集
に
も
欺
陽
修
に
宛
て
た
詩
は
無
い
。

栴
発
匝
は
宋
停
に
一
、
胡
宿
に
は
胡
州
で
彼
の
下
で
仕
事
を
し

た

時

期

に

の

み

十

宋

郎

に

の

詩

を

宛

て

て

い

る

。

し

か

し

、

徐

派

の

っ

た

の

は

で

あ

ろ

。
」ぷノ
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土
の
酬
唱
を

k戸

σ〉

ノ¥
の

る
。
こ
の

ぅ
。
そ
の



ム
ハ
)
で
、

長
殊
は
、

は

長

殊

は

部

下

と

し

た

。

こ

の

年

作

っ

た
擬
合
体
詩
に
、
仰
潜
・
い
う
長
殊
の
好
む
詩
人
に
擬
し

た
も
の
が
あ
る
こ
と
は
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。
又
{
問
中
一
祐
二
年
に
も
恐

ふ必却，
h
v
v
 

殊
に
詩
を
宛
て
、
一
宇
一
和
二
年
に
は
彼
の
挽
詩
を
燃
聞
い
た
。

A
A
Y

見
た
よ
う
に
、
除
派
と
栴
・
欧
陽
と
の
交
り
は
必
ず
し
も
雄
ん

で
は
な
か
っ
た
。
比
較
的
よ
く
交
っ
た
の
は
長
殊
だ
が
、
彼
と
栴
・

欧
州
仰
と
の
関
係
は
、
科
挙
を
除
き
慶
勝
年
間
以
後
の
も
の
で
あ
る
。

そ

し

て

、

た

よ

う

に

、

に
は
、

は

既

に

へ

の

愛

好

を

有

し

て

い

た

。

こ

の
こ
と
か
ら
、
長
殊
の
変
化
は
梅
・
欧
陽
と
関
り
な
く
進
行
し
て
い

た

と

分

る

。

さ

ら

に

、

る

に

当

h
H

ノ、

。〉

い
、
梅
・
散
問
問
ら
に
つ

、、U

触
れ
た
た
め
と
の
み

て
い
な
い
。

つ
ま
り
蝕
派
の
変
化
は
新
興
の

の
で
は
な
い
の
は
分
つ

の
か
と
い
う
と
、

、ノミレレマミ、

/
レ
或
P
J
I

、刀

を千11 るの
つ流 o

いに銭は
し惟 1"1]
ば主j~ 人

jJ，の
外

の
代
で
出
て
く
る
こ

り
得
ら
れ
ず
、
例
え
ば
沼

ら
色
よ
い

。〉

よ

っ

た

か

も

し

れ

な

い

そ

と
い
う
類
の
も
の
で
は
な
か

そ
の
地
の
絵
派
と
栴
・
欽
陽
と
の
交
流
が
疏
で
あ
っ
た
の

お
り
で
あ
る
。

っ
た
と
見
ら
れ
る
。

中

の

び

側

、

が

景

給

元

年

三

O
一
一
一
四
)
に

没
し
た
段
階
で
力
を
有
す
る
の
は
徐
派
で
、
欧
間
開
修
ら
は
ま
だ
微
力

で
あ
る
。
よ
う
や
く
政
治
的
に
活
躍
し
始
め
る
慶
暦
年
間
で
も
、
故

隠
修
は
知
制
誌
で
あ
る
が
、
間
安
殊
宋
停
は
宰
相
、
宋
郡
も
翰
林
学
女

A
N
マ

ム

wwy

に
昇
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
文
名
も
政
治
力
も
あ
る
高
官
が
西
毘
体

を
墨
守
し
て
い
れ
ば
、
「
宋
詩
」
の
流
布
の
大
き
な
障
害
と
な
っ
た

筈
で
あ
る
。
彼
ら
融
派
が
間
見
体
を
変
化
さ
せ
、
そ
こ
に
「
宋
詩
L

に
通
ず
る
幾
つ
か
の
性
格
を
加
つ
つ
あ
っ
た
か
ら
、
後
発
の
梅
・

欧
陽
ら
の
動
き
を
排
さ
な
か
っ

一
本
じ
る
作
家
で
あ
っ
た
ら
栴
詩

ろ
う
。
こ
う
し
た
除
派
の
側
、
の

の
地
歩

は
し、

か既
しに
r&~ 
接
的

の

。コ
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の

鈴
一
恥
が
沼
山
岡
山
体
を
墨
守
し
、
栴



少、
z
L
η
J
b
v
h

.
M
W
諺
泊

な
衝
突
混
乱
と
な
っ
た

し
た
こ
と

ら
い
き
な

る

大
き

し
か
し
除
派
が
変
革
の

し
、
た
め
に
詳
の
転
換
が
ス
ム
ー

ズ
に
行
わ
れ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
G

、
閉
山
見
体
を
稀
釈
し
て
ゆ
く
訟
派
の
方

通
じ
が
有
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
栴

ら

対

立

す

る

形

で

た

の

の

さ
ら
に
考
え
ら
れ
る
の

向
に
、
梅
・
欧
陽

の

の
で
は
な

で

は

な

く

、

の

稀

釈

い
か
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
栴
・
欧
間
仰
と
同
時
に

博
が
早
く
四
昆
体
か
ら
離
れ
た
よ
う
に
、
梅
・
欧
揚
も
西
山
路
体
か
ら

訟
派
よ
り
年
令
的
に
早
い
時
点
で
分
離
し
、
そ
の
た
め
余
派
が

体
を
稀
釈
し
な
が
ら
芽
と
し
て
し
か
有
せ
な
か
っ
た
変
革
を
、

で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
考
え
る
こ
と
で
、

よ
り

の
初
期

或
は
欧
陽
修
が
石
介
と
兵

っ
た
こ
と
が
説
明
で
き
よ
う
。

五

結

吾2王
国向

め

の

保

持

と

稀

釈

の

二

方

向

に

分

れ

、

特

に

い

う

稀

釈

の

間

で

は

、

…

!

宋

詩

い

の

変

革

に

通

じ

る

て

い

た

。

つ

ま

り

除

派

と

は

、

決

し
て
西
見
体
を
継
承
し
た
だ
け
の
存
在
で
は
無
か
っ
た
。
欽
陽
傍
ら

は
、
こ
れ
ら
と
対
決
し
た
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
飴
派
の
芽

を
徹
底
さ
せ
た
人
々
と
理
解
で
き
る
。

品
質
殊
や
二
宋
の
詩
は
、
稀
釈
さ
れ
た
分
、
西
見
詩
の

ベ
き
人
工
芸
〈
に
及
ば
ず
、
逆
に
題
材
の
多
様
化
や
平
明
と
い
っ

で
は
梅
・
欧
間
慨
に
及
、
ば
ぬ
と
い
う
、
詩
と
し
て
は
不
徹
底
な
存
在
で

あ
る
心
し
か
し
、
梅
・
欧
陽
と
通
ず
る
変
革
の
芽
を
有
し
た
こ
と

は
、
詩
の
革
新
を
容
易
な
も
の
と
し
た
。
西
山
路
体
と
「
宋
詩
」
と
を

結
ぶ
架
橋
と
し
て
の
文
学
史
上
の
役
割
は
、
小
さ
く
な
い
と
言
え
よ

。
とつ〆

な
お
、

-
欧
陽
の
詩
を
年
代
願

で
き
よ
う
が
、
こ
の

よ
り
確
か
に

る。
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社i

(
台
北
・
民
間
六
九
〉
刊
に
よ
る
。

制
説
の
文
帝
の
宮
人
が
蝉
の
翼
の
如
き
髪
、
所
謂
蝉
脚
質
を
作
っ
た
こ
と
、
組

豹
の
平
叫
ん
ソ
法
h

巻
下
雑
注
第
七
(
玉
一
向
山
一
府
輯
侠
議
所
収
)
に
見
え
る
。

銅
山
崎
は
測
風
機
で
吋
西
京
雑
記
同
に
見
え
る
。
金
第
一
は
円
十
四
都
賦
b

に
出

て
く
る
銅
の
枝
、
末
匂
は
播
岳
の
叫
秩
興
賦
b

に
よ
る
。

「
慶
鰐
」
(
叫
山
本
詩
舵
序
)
「
古
文
詩
体
」
〈
梁
見

、

本

論

文

で

・

欧

溺

修

ら

の

詩

体

前
掲
書
〉
な
ど
一

を
、
便
宜
上
「
宋
詩
い

ω梁
見
前
掲
書
ひ
し
一
一
五

4
W
E
E
-
-

一月

後
者
は
問
中
ハ
集
の
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1~1' 
支見
;23: 
HJ ifiま

It反(ア1
)筑史
P.局長記:

三宮と
とう j詔

p t 

、
前
野
良
彬
編
沼
会
刊
紙
笈

一
一
ー
二
一
一
〉

と
す
る
見
解
も
あ
る
が
(
加
裳
翼
「
宋
詩
研

一
九
五
九
・

1
一
一
一
号
、
一
一
人
の
詩
に
は
閥
単

ま
た
混
成
一
慌
の
嫌
う
崩
事
も
少
く
な
い
か
ら
、
妥

刷
業
府
「
前
渓
歌
」

同
開
「
代
間
」
ハ
町
李
郡
巻
ム
ハ
〉

川
村
「
茂
陵
」
(
円
李
義
山
詩
集
h

巻
五
〉

側
「
世
人
謂

:
J不
初
学
時
山
見
体
有
慨
は
除
、
協
偲
除
、

3

而
不
知

陥

出

怖

、

其

工

麗

研

妙

，

不

減

前

巻
四
正
)

，
腕
成
拙
恕
一
章
以
遠
謝
意

品
春
日
湖
上
偶
作

命
答
街
郡
致
政
太
時
相
公

⑮
偶
題
意
山
楼
新
銅
山
水

骨
太
原
府
統
平
殿
朝
拝

( 63 ) 

①
の
題
下
注
に
「
前
此
一
一
一
年
先
大
夫
、
河
東
転
運
使
」
と
あ
り
、
一
方
巻
一
一
一

長
平
懐
吉
一
の
題
下
誌
に
は
「
康
定
一
万
年
任
河
東
転
運
副
使
」
と
あ
る
。

よ
っ
て
①
は
慶
暦
二
年
頃
の
作
と
推
定
で
き
る
。
次
に
⑮
は
慶
跨
八
年
文
氏

が
河
北
宣
撫
使
に
託
ぜ
ら
れ
貝
州
征
伐
へ
向
う
持
の
作
。
⑫
は
題
下
注
に

「
市
自
青
州
書
寄
許
下
」
と
い
う
。
活
仲
海
は
皇
祐
二
年
か
ら
四
年
ま
で
知

育
州
だ
っ
た
か
ら
、
こ
の
時
期
の
作
。
⑫
は
文
彦
博
の
知
育
州
時
代
ハ
皇
祐

四
i
五
年
)
の
作
。
部
は
題
下
注
に
「
時
建
忠
武
郎
予
同
協
、
解
以
武
康
節

弔
ア
太
原
」
と
あ
る
。
一
一
続
資
治
通
鑑
長
は
「
〈
皇
祐
五
年
正
月
)
壬
成
牌

瑞

自

定

州

加

武

康

草

節

度

使

知

井

州

」

成

甲

新

知

秦

州

文

彦

博

知

永

興

」

と

い

う

か

ら

、

(

京

兆

弔

ア

と

知

、

氷



興
は
向
織
〉
つ
ま
り
、

①
慶
勝
二
三

一一〉

〉
⑫
何
人
〈
一

O
四
八
〉
⑩
長
拡

〈一

O
五一

(

一

0

2

0五

一'-..，..1 と

な

る

。

こ

の

い

c

こ
れ
は
、
こ
こ
だ

け

で

な

く

巻

一

一

一

こ

の

こ

と

か

ら

蒜

附

公

集

』

の
詩
は
制
作
年
の
順
に
配
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
窃
や
窃

の
よ
う
に
制
作
年
の
は
っ
き
り
し
な
い
詩
も
、
前
者
は
⑫
と
⑫
の
間
な
の
で

定
も
可
能
で
あ
る
。
慢
し
巻
七
で
は
、
一
克
曲
耳
元
祐
開
の
詩
で
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
も
の
の
、
抑
制
い
年
月
で
は
幾
っ
か
転
倒
が
見
ら
れ
る
。

M

W

P
米景文部一十日記
b

(

『
学
、
律
討
原
b

一一一一一昨収〉

帥
彼
の
「
長
太
尉
r

巻
一
一
)
を
め
ぐ
る
長
殊
と

の

い

き

さ

つ

は

、

に

見

え

る

。

(
上
海

( 64 ) 

く
受
け
た
と
い

長
一
株
は
拡
密
使
、

は
参
知
政
事
、
宋
部
は
輪
林
学
士
、

欧
楊
修
が
翰
林
に
入
る
の
は
、
こ
れ
よ
り
ほ
H
A

上
後
で
あ
る
。
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