
「
和
漢
朗
詠
集
』

中
の
日
本
漢
詩
に
つ
い
て

序

の
に
朗
一
一
蹴
さ
れ
、
当
代
の
詩
文
と
歌

の
様
を
知
る
に
、
こ
の
上
な
い
資
料
と
し
て
同
和
漢
朗
詠

の
あ
る
こ
と
は
、
夙
に
名
高
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
編
者
が
当
時

管
絃
第
一
の
人
と
称
さ
れ
た
閥
条
大
納
言
藤
原
公
任
で
あ
っ
た

こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
採
録
さ
れ
た
詩
歌
の
多
さ
ハ
八

O
四

首
〉
、
後
代
の
日
本
文
学
に
与
え
た
影
響
力
の
大
き
さ
等
は
計
り
知

れ
な
い
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
こ
の
集
が
現
在

ど
の
く
ら
い
内
容
閣
か
ら
そ
の
編
集
意
図
に
副
う
よ
う
な
形
で
鑑
冥

さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
決
し
て
満
足
の
行
く
あ
り
方
を
示
し
て

い
る
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
吋
和
漢
規
一
部
集
』
の
「
和
漢
」
の
意
味
で
あ
る

が
、
か
つ
て
は
「
民
本
漢
詩
」
と
「
漢
詩
」
の
こ
と
と
し
、
し
か
も

和
歌
は
公
任
な
ら
ぬ
後
人
の
追
加
に
よ
る
と
の

が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
山
間
孝
雄
氏
の

て

以

来

、

日

で

は

と

ヤ
」
し
〆
」

ア
」
拐
叫

υ
u
v
h
t
h

b
帯

夜

間

m
zコ
斗
/

は

「

和

歌

」

、

は

山

野

清
二
郎

で
あ
り
、
し
か
も
和
歌
は
当
初
か
ら
収
め
ら
れ
て
い
た
こ

と
に
落
ち
着
い
て
異
論
は
な
い
。

が
、
翻
っ
て
、
で
は
何
故
上
記
の
よ
う
な
一

i

和
」
を
「
和
歌
」
と

せ
ず
に
「
自
本
漢
詩
(
以
下
日
本
詩
と
呼
ん
で
叙
す
と
と
と
る
誤

解
が
生
じ
得
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
意
外
と
顧
み
ら
れ
る

こ
と
が
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
勿
論
そ
れ
を
敢
え
て
生
き

返
ら
せ
よ
う
と
試
み
る
わ
け
で
は
な
い
c

問
題
は
、
「
和
」
を
「
和

歌
」
の
意
と
決
め
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
詩
が
即
ち
漢
詩

の
方
に
分
類
さ
れ
、
本
来
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
漢
詩
と
日
本
詩
と
の
間

に
見
ら
れ
る
差
異
が
、
考
慮
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
弊
害

を
生
ん
で
は
い
ま
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
和
歌
と
漢
詩
と
の
形
態

上
の
差
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
こ
と
は
一
吉
を
侠
た
な
い
。
内
容
上
に
お

い
て
も
両
者
に
は
大
き
な
開
き
が
あ
る
こ
と
も
疑
い
を
容
れ
ま
い
。

む
し
ろ
、
和
歌
と
漢
詩
と
の
間
に
横
た
わ
る
大
き
な
講
を
認
め
な
が

ら
も
、
両
者
が
一
集
中
に
共
存
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
こ
そ
、
こ
の

る
古
典
た
り
得
て
い
る
大
き
な
要
素
で
あ
ろ
う
。
し
か
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し
、
そ
れ
で
は
、

日
本
詩
は
和
歌
と
漢
詩
と
の
問
に
開
か
れ
た
講
ほ

援
を
持
た
ず
、
要
す
る
に
漢
詩
の
一
種
と
み
な
す

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
耳
で
開
き
、
読
ん
で
理
解
す
る

に
際
し
て
、
中
の
漢
詩
と
日
本
詩
と
の
間
に
は
、
ほ
と
ん
ど
違
い

を
感
じ
な
い
ほ
ど
の
親
近
さ
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
G

一
向
者
を
詳
細
に

読
み
比
べ
て
み
る
な
ら
ば
、
今
や
影
の
薄
く
な
っ
た
か
に
見
え
る
日

本
詩
が
、
実
は
漢
詩
に
対
持
す
る
も
の
と
し
て
そ
の
間
に
一
線
を
引

き
入
れ
る
べ
き
こ
と
、
そ
の
上
で
改
め
て
日
本
詩
と
和
歌
と
の
関
連

を
考
え
て
み
る
べ
き
こ
わ
か
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な

ら
な
い
。

こ
とこ

こ

で

は

、

そ

の

後

代

へ

の

の
こ
と
は
措
い
て
、
既
存
ら
、
詰
本
詩
が
ど
の
よ
う
な
位

相
を
持
ち
、
ま
た
集
中
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位
置
を
与
え
ら
る
べ

き
か
を
考
察
し
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。
(
な
お
、
紙
幅
に
限
り
あ

る

た

め

、

こ

こ

で

・

文

な

ど

は

除

く

形

で

論

じ

た

は
な
い
。
)

の
賦
・

い
。
た
め
に

£
-U〉

冴
ヂ

3
6

は
じ
め
に
、
外
形
上
か
ら
、

の
か
か
わ

0 ・
…詩
・ 匂 て

ー み
よ

~ .J~.... う，-1--，
五(に。:
三三対収 V'-

とし録お
、てさ
い、れ

ず
れ

の
う
ち
長
句

に
お
い
て
も
野
本
の
作
品
は
数
の
上
で
上
ま
わ
っ
て
い
る
(
和
歌
は

一
二
六
首
)
。
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
直
ち
に
日
本
詩
の
漢
詩
に
対
す

る
優
位
性
を
云
々
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
編
者
が
こ
の
集
を

一
編
む
に
あ
た
っ
て
、
日
本
詩
に
か
な
り
の
比
重
を
置
い
て
い
た
と
い

う
こ
と
だ
け
は
、
ま
ず
一
一
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

さ

ら

に

、

こ

の

は

の

巻

そ

れ

ぞ

れ

が

と

か

と
か
「
紅
葉
」
と
か
の
項
母
の
も
と
に
詩
歌
を
並
べ
て
い
る
と
い
う

体
裁
を
持
つ
。
こ
れ
に
は
、
中
国
の
類
宅
加
の
投
影
が
あ
り
、
本
集
に

先
だ
っ
『
千
載
佳
勾
』
(
大
江
維
時
撰
九
六

O
年
頃
)
に
も
採
ら
れ

(
3
)
 

た
方
法
で
あ
っ
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
本
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る

漢
詩
に
つ
い
て
み
る
と
、
出
典
と
な
る
原
詩
の
題
は
、
こ
の
よ
う
な

コ
諸
物
ー
一
的
な
も
の
は
至
っ
て
少
な
く
、
多
く
は
生
活
の
営
み
の
中
で

の
あ
る
目
的
の
も
と
に
詠
ま
れ
た
詩
中
に
、
季
節
の
風
物
が
盛
ら
れ

た
り
、
あ
る
事
象
が
繰
り
入
れ
ら
れ
た
り
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る

Q

そ
う
し
た
詩
の
一
部
分
を
抜
き
出
し
て
、
四
季
や
雑
の
部
類
の
中
に

据
え
て
鑑
賞
に
供
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
漢
詩
の
一
首
全
体
を
貫
く

一
つ
の
忠
却
の
よ
う
な
も
の
は
当
然
捨
象
さ
れ
て
し
ま
い
、
恐
ら
く

は
朗
詠
に
過
し
た
で
あ
ろ
う
対
句
の
妙
な
ど
を
味
わ
う
と
い
う
よ
う

な
、
あ
る
意
味
で
は
ま
こ
と
に
恋
窓
的
な
編
ま
れ
方
が
な
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
日
本
詩
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る

が

、

た

だ

出

典

に

よ

っ

て

そ
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み
て
み
る
と
、
多
く
が

項

羽

の

約

三

分

の

こ

が

れ

た

れ
こ
そ
あ
れ
設
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

の
な
て
ら
れ
方
が
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
日
本
詩
の
方

と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

も
っ
と
も
、
採
ら
れ
た
詩
句
の
内
容
が
項
日
に
ど
れ
ほ

い
る
か
荷
か
が
間
わ
れ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
何
を
題
と
し
て
詠

じ
た
の
か
は
問
題
で
は
な
い
と
い
う
見
方
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

二
日
の
詩
を
完
成
さ
れ
た
ま
と
ま
り
あ
る
も
の
と
し
て
係
択
す
る
基

本
姿
勢
が
な
い
以
上
、
部
分
的
に
項
お
と
…
致
す
る
も
の
が
あ
れ
ば

よ
い
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
か
ら
。
し
か
し
、
そ
れ
は
認
め
る
に
し

て
も
、
か
く
の
如
く
日
本
詩
の
詩
題
の
多
く
が
そ
の
項
目
に
合
致
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
の
日
本
詩
が
ど
の
よ
う
に
し
て
作
ら

れ
て
い
た
か
を
語
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
ア

ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
作
る
際
の
一
つ
の
基
準
に
も
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ

一
概
に
無
視
で
き
な
い
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ

ち
、
こ
う
し
た
背
景
の
上
に
木
集
の
撲
が
あ
っ
た
と

外
形
剖
か
ら
み
て
本
集
の
基
本
は
、
ま
ず
日
本
詩

い
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

な
っ
て
お
り
、

っ
て

る
以
上
、

ろ
う
。

い
う
こ

に
あ
っ
た
と
い
う
こ

さ
ら
に
つ
け
加
え
る
な
ら
、

め
ら
れ
て
し、

7こ
の対
でし

て
ど
の
よ

の

い
を
も
っ
て

る

に
お
い
て
既
に
作
ら
れ
た
範
と
す
る
に

わ
が
悶
成
土
の
中
に
生
ま
れ
、
同
時
代
的
作
品

と
し
て
身
近
に
享
受
さ
れ
る
も
の
と
し
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ

ろ
う
。
さ
ら
に
」
寓
葉
集
h

か
ら
平
安
初
期
の
漢
風
謡
歌
時
代
を
経

た
後
に
編
ま
れ
た
町
市
今
和
歌
集
』
以
下
の
歌
々
が
、
多
く
漢
詩
的

〈

4
〉

発
惣
を
受
け
た
も
の
と
し
て
登
場
し
て
き
た
と
い
う
成
果
を
踏
ま
え

て
考
え
る
な
ら
ば
、
漢
詩
と
和
歌
と
の
間
に
あ
る
種
の
通
い
あ
う
も

の
が
醸
成
さ
れ
、
そ
れ
が
日
本
詩
創
作
の
際
に
も
何
ほ
ど
か
の
影
響

を
与
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
。
然
し
て
、
そ
う
し

て
出
来
た
日
本
詩
は
、
漢
詩
と
の
聞
に
、
和
歌
間
様
に
通
い
あ
う
も

の
を
持
っ
と
と
も
に
、
通
い
あ
わ
な
い
独
弱
牲
を
も
持
つ
と
い
う
二

商
性
を
有
し
て
い
た
に
相
違
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
、
そ
の
日
本
詩
の

持
つ
性
格
に
、
当
の
編
者
を
含
め
て
当
代
作
家
が
、
劣
等
意
識
を
濃

厚
に
持
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
漢
詩
を
上
ま
わ
る
数
の
日

本
詩
が
採
録
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
裏
返
し
て
い
う
な
ら
ば
、
日
本
詩
に
強
い
愛
義
心
、

も
し
く
は
日
本
詩
を
そ
れ
な
り
に
是
と
認
め
る
意
識
が
持
た
れ
、
そ

の
意
識
の
も
と
に
本
集
は
編
ま
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
慮

の
う
ち
に
入
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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あ
ろ
う
か
ο

る
も
の
、

日
本
詩
と
の
読
み
比
べ
に
よ
っ
て
、
そ
の

特
に
述
べ
た
て
る
ほ
ど
大
き
く
な
い
な
ら
ば
、
日
本
詩
も
漢
詩
も
広

こ
こ
で
、



い
う
扱
い
に
し
、
の
見
方
通
り
、
そ
れ
ら
と

つ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
接
人
集
と
い
う
こ
と
で
よ
い

よ
り
和
歌
に
近
い
も
の
を
持
っ
と
す
る
な
ら

の
体
に
倣
っ
て
は
い
る
が
、
内
実
は
和
歌

の
中
間
に
位
置
さ
せ
る
べ
き
、

抱
え
る
集
と
な
り
、

和
歌
と
の
一

が
、
も
し
…

ば
、
そ
れ
は
形
こ

的
と
い
う
、
い
わ

独
自
の
意
味
を
右

む
し
ろ
こ
の
独
向

に
成
立
し
て
い
る
と
み

そ
れ
で
は
、
漢
詩
と

和
歌
と
の
間
に
お
い
て
、

ろ
う
か
。
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
逐

が
、
い
く
つ
か
類
型
的
な
も
の

い

つ

け

出

せ

る

で

あ

拾
い
は
云
々
で
き
な
い

述
べ
る
こ
と
と
し
よ
う
。

ど
の

一一

ま

ず

は

、

の

比

較

に

あ

た

っ

て

、(
5〉

も
似
て
い
る
も
の
か
ら
み
て
い
っ
て
み
よ
う
G

の

項

の

も

の

で

あ

る

が

、

口

く

と

い

る

。

う

ら

ら

か

な

春

の

光

景

を

詠

と

ん

ど

同

内

容

に
な
っ
て
い
る
か
に
見
え
る
が
、
刊
が
前
匂
と
後
匂
と
で
地
と
天
、

紅
と
碧
、
拡
大
と
収
敵
、
静
と
動
等
の
対
で
み
ご
と
に
春
色
を
描
き

出
し
て
い
る
の
に
比
し
て
、
口
は
そ
れ
を
大
幅
に
踏
襲
し
な
が
ら

も
、
・
自
然
を
縫
物
や
織
物
に
う
た
い
込
め
た
が
た
め
に
イ
メ
ー
ジ
の

幅
は
却
っ
て
狭
め
ら
れ
る
結
果
と
な
り
、
静
と
勤
と
の
対
比
も
消
え

た
、
ま
る
で
平
板
な
絵
閥
と
で
も
い
う
よ
う
な
世
界
し
か
描
き
出
し

て
い
な
い
こ
と
が
読
み
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。
同
じ
よ
う
な
例
と
し
て
、

日
を
援
ふ
る
暮
山
は
背
く
し
て
族
々
た
り

天
を
浸
す
秋
水
は
自
く
し
て
延
々
た
り
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と

開
山
成
向
背
斜
陽
一
袈

水
似
廻
流
迅
瀬
間

山
は
向
背
を
成
す
斜
陽

水
は
廻
流
に
似
た
り
迅
瀬
の
間

(
大
江
朝
綱

の
項
に
収
め
る
も
の
で
あ
る
が
、

m

l
ジ
が
織
り
成
す
、
山
と
水
の
宇
宙
を
圧
せ
ん
ば
か
り
の
ス
ケ
ー
ル

の
雄
大
さ
に
比
し
、
闘
は
閉
じ
山
水
を
う
た
い
な
が
ら
も
、
山
や
水

を
こ
ま
や
か
な
観
察
娘
で
も
っ
て
捉
え
、
イ
メ
ー
ジ
を
拡
げ
な
い
雪

わ
ば
一
機
箱
庭
的
で
も
い
う
よ
う
な
批
界
を
作
り
出
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
も
う
一

の
イ
s

メ



風
r
日
浪
を
鱗
す
花
千
片

天
に
点
ず
宇
一
行

刷
物

7
江
槙
晩
跳
1
0

の
斜
雁
は
雲
端
に
滅
え
ぬ

の
余
花
は
野
外
に
飛
ぶ

(
源
組

の
項
の
も
の
で
あ
り
、
と
も
に
般
・
花
を
材
に
し
て
い
る

点
で
内
務
的
に
や
や
近
い
。
し
か
し
、
一
読
し
て
呼
び
起
さ
れ
る
イ

メ
ー
ジ
に
は
、
相
当
の
開
き
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
聞
で
は
浪

・
花
・
慨
・
天
と
隈
に
映
ず
る
も
の
が
す
べ
て
生
き
た
ま
ま
の
姿
で

雄
大
な
世
界
を
構
築
し
て
い
る
の
に
比
べ
、
聞
は
腕
も
花
も
と
も
に

袈
や
野
に
消
え
て
行
く
と
い
う
、
一
一
時
っ
て
み
れ
ば
先
締
り
型
の
イ
メ

ー
ジ
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
べ
て
が
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
漢
詩
に
比

べ
日
本
詩
は
風
土
上
の
違
い
も
あ
っ
て
か
、
自
然
を
捉
え
る
点
で
雄

大
さ
に
欠
け
、
イ
メ
ー
ジ
も
媛
小
に
な
っ
て
い
る
憾
み
が
残
る
と
い

う
こ
と
が
ま
ず
指
摘
で
き
る
。
小
さ
く
そ
れ
な
り
に
ま
と
ま
っ
て
は

い
て
も
、
力
強
き
を
欠
く
詩
が
多
い
の
で
あ
る
。
:
:
:
①

こ
う
し
た
詩
が
あ
り
な
が
ら
も
、
…
方
で
は
、
漢
詩
の
世
界
に
迫

ら
ん
と
ば
か
り
、
中
国
的
装
い
を
凝
ら
し
て
拡
が
り
を
ね
ら
っ
た
日

な
り
あ
る
。
た
と
え
ば
、
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。

問
問
州
械
rH
浪
花
千
片

n
V
A
U
 

n
t
，“
 

nehHV 

背
紙
移
り
出
す
陶
門
の
榔

白
玉
装
ひ
成
せ
り
政
嶺
の
梅

〈
大
江
朝
綱
「
一
一
時
春
花
い
)

の
項
」
あ
る
が
、
と
も
に
栴
と
柳
と
を
詠
み
込
み
な

が
ら
も
、
そ
の
描
き
出
す
空
間
の
拡
が
り
ょ
う
は
全
く
違
う
。
目
が

自
然
の
奈
の
中
で
梅
や
棚
、
を
思
う
存
分
ふ
る
ま
わ
せ
、
巧
ま
ず
し
て

広
さ
を
出
し
て
い
る
の
に
比
べ
、
仰
の
方
は
故
事
や
名
山
を
使
い
、

そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
助
け
を
借
り
て
空
間
を
紘
げ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、

た
め
に
栴
も
椀
も
具
象
性
を
欠
い
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
項

目
を
異
に
し
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
例
も
そ
れ
に
近
い
と

い
え
よ
う
。

幻
自
片
落
梅
浮
澗
水

h
u
h

ミ
h
弓
4

じ
け
知
山
ド
』
J
h
v
タ
訊
問

予
者
，
荒
事
日
担
持

日
U

い日)ヨ。ボ
a
b
p
u
J
d内
J
加
川
下

8
1
下，
rM
却
も
mHUμ
削

W
F
3
4
mド

出
天
山
不
排
何
年
雪

自
片
の
落
梅
は
澗
水
に
浮
ぶ

荒
梢
の
新
柳
は
城
檎
よ
り
出
で
た
り
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洛
水
高
低
両
穎
の
珠

天
山
に
は
弁
へ
ず
何
れ

に
は
迷
ひ
ぬ
べ
し
旧
日

後
者
は

の
項
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
も



の
で
あ
る
が
、
加
の
立
体
的
な
構
成
の
中
で
生
か
さ
れ
て
い
る
月
光

の
姿
が
、
加
の
方
に
な
る
と
、
天
山
・
合
捕
の
地
名
や
故
事
を
引
き

な
が
ら
も
、
た
だ
月
の
自
い
光
の
イ
メ
ー
ジ
を
懐
疑
的
平
商
的
に
拙

い
た
だ
け
の
効
架
し
か
あ
げ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

日
本
に
い
て
麿
土
の
こ
と
を
詩
中
に
詠
む
と
な
る
と
、
そ
れ
だ
け

で
不
利
な
点
が
あ
り
、
引
け
を
と
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
と
こ
ろ

で
は
あ
る
が
、
こ
う
し
た
一
種
の
背
伸
び
は
、
知
識
を
ひ
け
ら
か
す

こ
と
に
も
な
る
の
だ
ろ
う
か
、
抑
制
屈
っ
ぽ
い
詩
を
生
み
出
し
、
問
問
趨

を
そ
こ
な
う
危
険
性
も
出
て
く
る
。
次
の
例
な
ど
そ
れ
に
は
い
ろ
う

為。ヵ初
氷
治
見
水
多
於
地

氷
消
え
て
水
を
見
れ
ば
地
よ
り
も
多
し

こ
と
ご
と
く
楼
に
入

る
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
材
を
同
じ
く
し
な
が
ら
、

の
方
は
、
自
然
を
理
踏
で
し
か
捉
え
て
い
な
い
も
の

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
わ
か
ろ
う
。
自
然
の
景
物
を
そ
の
ま

ま

で

な

く

、

し

、

そ

の

助

け

を

借

り

。〉

て
詩
を
作
る
c

こ
れ
は
漢
詩
の
世
界
に
も
な
く
は
な
い
が
、
効
果
が

十
分
に
あ
が
ら
ず
却
っ
て
詩
の
生
命
を
殺
し
て
い
る
点
で
、
ま
さ
し

く
日
本
詩
独
特
の
姿
と
な
っ
て
い
よ
う
c
:
:
:
②

さ
て
、
そ
う
し
た
麗
は
当
然
、
詩
を
ま
じ
め
で
固
く
面
白
味
の
な

い
も
の
に
し
て
し
ま
う
。
漢
詩
の
軽
妙
酒
税
さ
に
対
し
て
、
ひ
ど
く

間
苦
し
い
日
本
詩
を
見
る
こ
と
と
な
る
。
次
の
例
な
ど
が
そ
れ
に
当

ろ
う
。

出
漸
欲
排
他
騎
馬
客
漸
く
に
騎
馬
の
客
を
払
ひ
さ
け
ん
と
欲
す

来
多
遮
得
上
棲
人
い
ま
だ
多
く
は
楼
に
上
る
人
を
遮
り
得
、
ず

ハ
白
島
問
初
「
草
間
小
棲
西
新
榔
拙
篠
」
)

山
海
心
月
泥
交
校
桂
淳
心
に
月
泥
ん
で
校
を
交
ふ
る
桂

岸
口
風
来
混
葉
旗
岸
口
に
風
来
っ
て
葉
を
混
ず
る
瑛

(
菅
原
文
時
「
震
楊
排
線
水
い
)

「
柳
」
の
項
の
詩
句
で
あ
る
が
、
間
の
椀
の
性
質
に
も
似
た
軽
や
か

さ
に
対
し
て
、
間
の
何
と
柳
を
一
詠
む
こ
と
の
一
途
で
あ
る
こ
と
か
。

対
も
み
ご
と
で
そ
れ
な
り
に
当
時
感
心
せ
ら
れ
た
も
の
と
は
思
う

が
、
ゆ
と
り
か
ら
来
る
味
わ
い
と
い
う
点
で
は
、
閤
く
狭
く
て
心
が

和
め
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
次
の
ょ
に
つ
い

て
も
あ
て
は
ま
ろ
う
。

日
洲
芳
杜
若
拍
一
心
長

( 70 ) 

洲
芳
し
く
て
は
杜
若
心
を
拙
で
て
長
ぜ
り

沙
暖
か
に
し
て
は
鴛
嬬
麹
を
敷
い
て
眠
る



(
白
間
的
易
「
見
開
春
水
漏
い
〉

間
沙
一
期
刻
印
鴎
遊
慮
沙
頭
に
印
を
刻
む
鴎
の
遊
ぶ
処

水
底
棋
致
問
騰
度
一
時
水
践
に
番
を
模
す
艇
の
度
る
時

(
大
江
朝
綱
「
題
、
禍
庭
湖
い
〉

「
水
い
の
項
の
も
の
で
あ
る
が
、
聞
の
詩
句
の
中
か
ら
離
し
出
さ
れ

て
く
る
暖
か
い
イ
メ
ー
ジ
に
比
し
て
、
聞
の
詩
句
の
何
と
賢
し
ら
的

で
あ
る
こ
と
か
。
前
句
に
千
鳥
の
踏
み
跡
が
文
字
だ
と
い
う
故
事
を

ふ
ま
え
、
後
匂
に
慌
の
た
よ
り
は
手
紙
だ
と
の
故
事
を
敷
い
て
い

〈

7
〉

る
。
こ
う
な
る
と
、
詩
と
い
う
も
の
は
知
識
人
を
満
足
さ
せ
る
語
句

を
持
つ
こ
と
こ
そ
意
義
が
あ
る
と
で
も
い
う
よ
う
な
、
遊
び
に
堕
し

て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
傾
向
が
高
じ
て
く
る
と
、

次
の
よ
う
な
少
々
嫌
味
が
か
っ
た
も
の
と
し
か
思
え
な
い
よ
う
な
日

本
詩
が
出
て
く
る
。

の

の

の
方
は
、

る
が
、

の
句
に
比
べ
、
加

の
様
子
等
を
知

加
の

の
甘
谷
の
こ
と
と
か
胸
出
現
家
の

っ
て
い
る
者
で
な
け
れ
ば
も
何
が
何
だ
か
わ
か
ら
な
い
詩
に
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
典
故
に
溺
れ
た
作
品
と
い
っ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
:
:
:
⑧

以
上
の
も
の
と
は
や
や
違
っ
た
意
味
で
、
内
容
的
の
世
界

か
ら
は
ず
れ
た
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
も
の
に
次
の
よ
う
な
例
が

あ
る
。

出
葉
浪
影
鱗
賞
制
月

花
開
呑
散
入
簾
風

て
は
影
練
る
闘
に
当
れ
る
月

花
開
け
て
は
呑
散
ず
簾
に
入
る
風

「
階
下
蓮
ー
一
)

水
泥
紅
衣
内
口
露
駄

問
縁
何
更
究
呉
山
崩

使
是
吾
君
座
下
花

別
経
潟
題
自
併
魚
眼

の

( 71 ) 

水
紅
衣
を
泥
ぶ
白
露
の
秋

許
潔
「
秋
娩
雲
際
瞬
間
亭
蓮
池
」
)

何
に
縁
っ
て
か
更
に
呉
山
の
曲
に
究
め
む

使
ち
こ
れ
吾
が
君
の
鹿
下
の
花
な
り

(
醍
醐
天
皇
「
千
葉
蓮
花
時
仲
間
州
詩
」
)

経
に
は
題
自
た
り
仏
に
は
限
た
り

知
ん
ぬ
汝
は
花
の
中
に
善
根
を
植
ゑ
た
り
と

い
ふ
こ
と
を

の
詩
句
で
あ
る
が
、
の
蓮
の
感
覚
的

に
対
し
て
、
後
二
者
の
日
本
詩
は
、
い
ず



と
し、

イ
メ
ー
ジ
を
仏
教
色
で
も
っ
て
捉
え
る
と
い
う
形
で
出
来

〈

8
〉

っ
て
い
る
。
漢
詩
に
仏
教
色
は
な
か
な
か
溶
け
込
め
な
か
っ
た

が
、
百
本
で
は
門
高
葉
集
h

の
頃
か
ら
阜
く
も
仏
教
が
文
芸

の
ぞ
か
せ
て
い
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
ο

が
、
そ
れ
に
し

一
つ
の
自
然
物
に
対
し
て
か
く
も
顕
著
に
そ
の
描
き
出
す
イ

と
い
う
こ
と
は
、
漢
詩
と
日
本
詩
と
の
差
の
中
の

つ
に
数
え
あ
げ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
臨

の
に
つ
い
て
も
、
程
度
の
遠
い
を

」
の
の
も
の
に
つ
い
て
み
て
み

て
も
、

メ

し

み
せ
て
い
る
。
た
と
え
ば

マ心シー

間
千
株
松
下
修
一
峯
中
市
リ

の
修
一
峯
の
寺

の
身

間
人
如
鳥
路
穿

4

批
判
出

て

の
よ
う
に
、
仏
教
の
こ
と
よ
り
も
風
景
の
方
を
主
に
詠
じ
た
も
の
も

あ
る
が
、
同
じ
よ
う
に
風
景
を
一
挑
み
な
が
ら
も
、
次
の
よ
う
に
仏
教

色
を
出
し
た
自
本
詩
も
出
て
い
る
。

制
泉
飛
雨
洗
韓
関
夢
泉
飛
ん
で
は
雨
戸
間
の
夢
を
洗
ふ

葉
落
風
吹
色
相
秋
葉
落
ち
て
は
風
色
相
の
秋
を
吹
く

(
高
丘
柑
如
「
石
山
寺
作
!
一
)基

づ
に
ひ
か
れ

こ
こ
に
は
、

・
色
相
)
が
ら
れ
て
い
て
、
や
は

出
て
来
て
い
る
と
い
え
る
。
勿
論
、
こ
の

の
と
ま
で
は
言
い
き
れ
ま
い
が
、
詩
文
中
に
仏
教
的
知
識
を
介
入
さ

せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
集
中
の
臼
本
詩
文
に
よ
く
見
ら
れ
る
特
徴
と

い
っ
て
よ
い
。
こ
の
傾
向
が
も
っ
と
徹
底
す
る
と
、
次
の
詩
h

う
な
自
然
を
仏
教
的
規
点
か
ら
眺
め
る
と
い
う
も
の
に
な
る
o

m一
一

一

千

三

千

世

界

は

隈

の

前

に

尽

き

ぬ

十

二

一

悶

縁

は

心

の

一

義

に

空

し

の
中
に

の
も

の
よ
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こ
の
詩
句
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
一

の
雄
大
な
状
景
を
「
三
千
世
界
」
と
表
わ
し
、
島
の
立
つ
て
の

心
境
を
「
十
二
悶
縁
」
な
る
語
を
も
っ
て
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
詩

句
は
、
「
山
寺
い
中
の
漢
詩
の
方
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
な

の
で
あ
る
。
:
:
:
④

き
て
、
こ
う
し
た
例
を
さ
ら
に
追
っ
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
、
中

文
学
に
は
円
強
僻
b

に
代
表
さ
れ
る
南
方
系
文
学
か
ら
の
伝
統
に

な
る
無
常
感
は
あ
っ
て
も
、
仏
教
的
無
常
観
の
芽
生
え
は
回
世
紀
以

降
か
ら
で
、
そ
れ
も
詩
文
に
登
場
の
は
伝
統
的
な
無
常
感
の
方

で
あ
っ
て
無
常
観
は
少
な
い
と
い
い
ま

0) 



。〉

の

ぺ
川
合
千
二
・
l

引
し
い
メ
父
，
〈

年

人花
;不
1司似

石
火
光
中
容
此
身

み
て
み
る
と
、

の
額
に
松
を
離
れ
た

さ
る
苅

々

(
栄
之
問

問
削
牛
の
角
の
上
に
か
争
ふ

の
中
に
此
の
身
を
寄
せ
た
り

そ
の
い
ず
れ
を
と
っ
て
み
て
も
、
仏
教
思
想
や
経
典
に
依
っ
て
い
る

と
断
ず
べ
き
も
の
は
な
い
。
人
生
の
は
か
な
さ
を
嘆
く
無
常
感
は
あ

っ
て
も
、
仏
教
的
無
常
観
を
は
っ
き
り
出
す
と
こ
ろ
ま
で
は
行
っ
て

い
な
い
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
詩
句
の
方
を
み
て
み

る
〉
¥

自
主
将

P八
月
J

皮

vp診

n
i
m間
出
現
引
F
d
4
1
1
1
1
ノ
抗
U
H叶
E
F
H

抑
制
に
紅
顔
あ
っ
て
世
路
に
誇
れ
ど
も

に
朽
ち
ぬ

?ζ 
ずコ

秋
の
月
の
波
の
中
の
影
を
観
ず
と
い
へ
ど
も

い
ま
だ
春
の
花
の
夢
の
裏
の
名
を
遁
れ
や
す

(
大
江
朝
綱
「
迭
借
蹄
山
」
〉

くも 794
との
しで
てあ
も る

」
な
ど
に
も
引
か
れ
て
名
高
い

は
な
く
、
こ
れ

の

に
結
び
つ

詩
句
の
前
に

ゆ
:
ん
の
が
泣
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
自

の
方
の
無
常
は
廷
し
く
仏
教
的
色
彩
を
帯
び
て
い
る
。
加
の
前

紘
摩
経
の
文
句
に
依
る
観
方
で
あ
る
こ
と
柿
村
積
一
松
氏
吋
和
漢

(

山

山

)

築
考
読
b

以
下
の
諸
注
に
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
み
て

く
る
と
、
「
蓮
?
一
の
項
以
下
、
日
本
詩
の
中
に
は
漢
詩
と
は
異
質
の
仏

教
色
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
一
つ
の
違
い
を
指
摘

す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
:
:
:
⑨

最
後
に
、
漢
詩
の
体
を
と
っ
て
い
な
が
ら
も
、
一
読
し
て
い
か
に

も
日
本
詩
で
し
か
あ
り
得
な
い
と
思
わ
れ
る
詩
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

描
き
出
し
た
世
界
の
あ
ま
り
の
狭
小
さ
と
散
文
的
な
内
容
に
は
、
特

に
多
く
の
説
明
を
嬰
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
(
別
出
合
わ
せ
て
一
絶
)

花
飛
ん
で
錦
の
ご
と
し
幾
く
の
濃
粧
ぞ

織
著
る
も
の
は
春
の
風
い
ま
だ
箱
に
畳
ま
ず

始
め
て
ぬ
春
の
風
の
機
上
に
巧
な
る
こ

と
を
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m花
飛
如
錦
幾
濃
粧

出
始
識
春
闘
州
機
上
巧

た
だ
色
を
織
る
の
み
に
あ
ら
ず
芥
芳
を
も
織

る(
源
英
明
「
落
花
散
如
錦
」
)



の
項
の
も
の
で
あ
る
が
、
ひ
た
す
ら
散
り
敷
い
た
花
の
有
様

た
の
み
で
、
イ
メ
ー
ジ
の
拡
が
り
は
な
い
。
次
の
詩
も
同
類

と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

(mm合
わ
せ
て
…
絶
)

ひ
を
感
ぜ
し
む
る
こ
と
駄
の

り多

く

の

節

物

に

蒼

か

れ

た

り

第
一
に
心
を
傷
ま
し
む
る
こ
と
は
何
れ
の
処

る

竹
風
鳴
葉
月
明
前

竹
問
問
葉
を
鳴
ら
す
月
の
明
ら
か
な
る
前

「駄

「

秋

興

い

の

の

中

の

て

、

秋

の

U

傷

ま

せ

る

も

の

は

月

間

切

に

風

が

竹

こ

と

だ

と

、

散

文
的
に
述
べ
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
か
に
体
こ
そ

漢
詩
に
似
せ
て
は
い
て
も
、
漢
詩
の
位
界
の
よ
う
な
多
元
的
イ
メ
ー

ジ
空
間
は
な
く
、
一
つ
の
対
象
に
向
け
て
一
…
一
一
判
所
}
凝
縮
さ
せ
て
行
く
、

言
っ
て
み
れ
ば
和
歌
の
世
界
に
半
ば
見
を
踏
み
入
れ
か
か
っ

あ
り
ょ
う
を
見
る
の
で
あ
る
。
:
:
:
⑥

以
上
、
ざ
っ
と
で
は
あ
る
が
、

て

み

こ

う

し

;族
た

の
間
に
見
ら
れ

の
い
を
、
当
時
の
長

介
さ
ず
、
形
態
の
さ
か
ら
…
つ
の
漢
詩
世

て
疑
わ
な
か
っ
た
と
は
思
い
難
い
こ
と
が
、
納
得
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
と
り
あ
え
ず
漢
詩
と
日
本
詩
と
を
分
け
て
み

た
場
合
、
日
本
詩
と
、
そ
の
後
に
続
け
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
和
歌
と

の
関
係
に
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

前
述
の
如
く
、
漢
詩
と
和
歌
と
の
に
つ
い
て
は
、
形
態
上
か
ら

も
内
容
上
か
ら
も
大
き
な
隔
り
の
あ
る
こ
と
は
再
説
を
要
す
ま
い
。

し
か
し
、
円
和
漢
朗
一
散
集
』
で
は
、
詩
も
文
も
き
わ
め
て
不
本
意
な

抜
粋
を
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
あ
る
部
分
し
か
知
ら
さ
れ

ず
、
従
っ
て
そ
の
限
り
で
は
漢
詩
は
和
歌
の
方
に
歩
み
寄
ち
さ
れ
て

い
る
と
も
い
え
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
漢
詩
は
多
く
己
れ
の
領
域

を
厳
然
と
保
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
や
は
り
向
質
化
さ
れ
得
な
い
世
界

の
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
例
を
比
べ
あ
っ
て
み

れ
ば
、
了
解
さ
れ
よ
う
c
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の
色
は
迎
か
に
蒼
海
の
上
に
臨
め
り

に

の

中

よ

り

落

つ

の

寸
百
丈
山
」
〉

か
り
け
り
朝
日
夕
日
の
さ
す
を
い
ふ

ハ
よ
み
人
不
知
〉

い
に
け
り
お
ほ
く
の
年
つ
も
り
つ

山
川
名
の
み
し
て
山
は

か
もの

ゐ
る
こ
し

ふ

の
も
の
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
の
和
歌
も
、

仰
の
描
く
壮



は
著
し
く
か
け
離
れ
、
対
象
を
絞
っ
た
上
で

て

心

情

に

い

う

、

お

よ

そ
な
い
の
で
あ
る
む

だ
け
か
ら
な
る

さ
ら
に
、

の
ス

和ヶ
{~大 i
←ザノレ

ら
引
く
と
、

幻
背
間
共
憐
深
夜
月

燭
を
背
け
て
は
共
に
憐
れ
む
深
夜
の
月

花
を
踏
ん
で
は
伺
じ
く
惜
し
む
少
年

の
夜
の
や
み

な
し
む
め
の
花
い
ろ
こ
そ
み

か

く

る

る

(

九

河

内

郊

髄

)

漢
詩
が
材
を
揃
え
て
、
い
わ
ば
総
合
的
に
雰
間
気
を
躍
り
た
て
て
い

る
の
に
比
し
て
、
和
歌
は
材
を
自
ら
限
定
し
、
そ
の
中
か
ら
何
か
を

見
つ
け
出
そ
う
と
す
る
方
向
性
を
企
図
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。そ

れ
で
は
日
本
詩
と
和
歌
と
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
日

詩
と
の
問
に
廷
を
持
つ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
す
べ
て
が

に
和
歌
に
近
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
中
に

の
上
で
和
歌
に
近
い
も
の
が
あ
る
の
は
事
実
で
あ

の
中
の
次
の
例
を
み
て
み
る
と
、

っ
て
聴
け
ど
も
変
ぜ
ず

き
て
、

」
と
な
か
れ
秋
の
後
に
遂
に

ん
な
む
と
す
と
い
ふ
こ
と
を

ー」が
た
を

時
代
的
に
後
に
作
ら
れ
た
例
の
歌
が
、
出
の
詩
に
近
く
な
っ
た
と
い

う
よ
り
も
、
む
し
ろ
詩
の
方
が
歌
に
接
近
し
て
い
る
と
一
一
一
日
っ
た
方
が

あ
た
っ
て
い
そ
う
な
作
品
で
あ
る
。
次
の
は
の
項
の
例
で

あ
る
。

め
ぬ
恋
す
と
て
ね
を
な
く
虫
の
な
れ
る
す

別
炎
景
剰
残
衣
向
雷
…

晩
涼
潜
到
働
時
先
知

i挽 ø~
涼景
潜乗IJ

かさ
つ に へ

到残
てコペ〉

てて
主主衣
先な
づ ほ
矢口
る
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山
駄
た
ち
て
い
く
か
も
あ
ら
ね
ど
こ
の
ね
ぬ
る
あ
さ
け
の
風
は
た
も

と

き

む

し

も

(

志

貴

皇

子

?

)

こ
れ
は
歌
の
方
が
早
く
出
来
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
詩
の
方
は
附

の
詩
と
同
一
作
者
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
こ
の
傾
向
は
あ
る
い
は
こ

の
詩
人
の
み
の
こ
と
と
も
思
わ
れ
る
故
、
さ
ら
に
も
う
一
例
挙
げ
て

み
よ
う
。
「
古
京
」
の
項
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
項
に
は
セ

の
日
本
詩
と
和
歌
の
二
作
品
し
か
採
ら
れ
て
い
な
い
。
は
一

番
適
し
た
例
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

問
繰
草
如
今
摸
鹿
苑
縁
草
は
如
今
摸
鹿
の
苑

紅
花
は
定
め
て
の
管
絃
の
家



(
菅
原
文
時
辺
地
平
城
」
〉

間
い
そ
の
か
み
ふ
る
き
都
に
き
て
み
れ
ば
む
か
し
か
ざ
し
ふ
花
さ
き

に

け

り

ハ

よ

み

人

し

ら

ず

)

部
は
そ
れ
な
り
に
対
を
巧
み
に
用
い
た
詩
と
な
っ
て
い
る
が
、
構
成

が
単
純
で
平
板
な
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
対
象
が
眼
ら
れ
た

た
め
で
あ
ろ
う
か
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
が
見
ら
れ
ず
、
イ
メ
ー
ジ

的
に
も
発
想
の
上
で
も
、
歌
に
そ
れ
だ
け
近
く
な
っ
て
い
る
の
が
わ

か
ろ
う
。
こ
れ
に
類
す
る
も
の
は
、
賦
や
文
ま
で
含
め
る
な
ら
ば
、

も
っ
と
多
く
の
例
を
挙
げ
得
る
は
ず
で
あ
る
。

さ
て
、
上
記
の
ほ
か
に
、
日
本
詩
の
中
に
は
発
訟
の
類
似
以
上

に
、
そ
の
ま
ま
翻
訳
す
れ
ば
ほ
と
ん
ど
和
歌
に
な
っ
て
し
ま
い
そ
う

る
も
の
も
あ
る
。

た
と
ひ
禅
客
の
乞
は
む
に
随
ふ
と

以
秋
施
胞
(
太
態
灘

、、J
守
吋

q，司秋
を
も
っ
て
施
し
与
へ
ん
こ
と
は
な
は
だ
難

か
る
べ
し

(
源
問
削

の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
項
目
自
体
、

‘
仏
教
的
内
特
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
九
月
の
尽

日
に
あ
た
っ
て
秋
を
施
与
物
と
す
る
こ
と
は
悶
難
だ
と
い
う
見
方

は

、

歌

に

の

も

の

で

あ

ろ

う

。

同

様

の

例

と

し

て、加
瞬
露
鹿
鳴
花
始
溌
暁
の
露
に
鹿
鳴
い
て
花
始
め
て
発
く

百
般
馨
折
一
時
情
百
た
び
撃
ち
折
る
一
時
の
情

ハ
菅
原
道
真
「
秋
歌
」
)

「
萩
」
の
項
中
唯
一
の
詩
句
で
あ
る
が
、
萩
を
鹿
鳴
草
と
い
う
こ
と

か
ら
、
こ
の
形
で
「
萩
」
の
項
に
入
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

こ
の
詩
句
は
『
新
撰
寓
葉
集
』
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
集
中
の

(
日
)

詩
は
和
歌
を
基
に
創
作
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
く
ら
い
で

あ
る
か
ら
、
詩
と
歌
と
が
近
い
と
い
う
の
は
む
し
ろ
当
然
と
い
え
よ

う
。
次
の
「
前
栽
」
の
項
に
載
せ
る
詩
句
も
、
こ
の
類
で
あ
ろ
う
。

加
関
思
表
汝
花
紅
日
間
か
に
汝
が
花
の
紅
な
ら
む
日
を
一
一
斑
む
こ
と

を
思
へ
ば

正
是
賞
一
世
畿
自
時
正
に
こ
れ
吾
が
畿
の
白
か
ら
む
時
に
当
れ
り

(
凌
滋
保
胤
「
初
殖
花
樹
」
)

対
句
を
用
い
漢
詩
的
装
い
を
し
て
は
い
る
が
、
花
を
わ
が
身
に
ひ
き

つ
け
て
叙
し
て
い
る

Q

い
わ
ば
詩
の
衣
を
着
て
花
と
対
話
し
て
い
る

敬
と
で
も
呼
ぶ
の
が
似
つ
か
わ
し
そ
う
な
作
品
で
あ
る
。
の

項
の
中
の
次
の
例
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。り

闘
の
中
に

を
日
μ
叶

4
F
b
}

セ
ヲ
A

，、
LMM-冒

一
校
の
春
を
折
ら
ん
こ
と
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(
紀
湾
名
?
)

美
人
を
花
に
哨
え
て
、
ど
う
か
一
人
を
頂
戴
し
た
い

あ
る
が
、
歌
で
も
十
分
詠
め
る
内
経
の
も
の
で
、
や
は
り
和
歌
的
詩

と
呼
ん
で
き
し
っ
か
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

日
本
詩
の
翻
訳
が
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
後
世
、
和
歌
と
な
っ
た

も
の
と
し
て
、
次
の
併
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
秋
興
」
中
の

も
の

T
あ
る
。

4か

の
窓
を
傷
ま
し
む
る
に
堪

宜
賂
愁
字
作
秋
心

へ
た
り

立
な
り
愁
の
字
を
も
て
秋
の
心
に
作
れ
る
こ

と
て
ま
つ
り
け
る
時
、
秋
の
う
た
と
て
よ
め

藤
岡
mJ事
通
朝
肢

こ
と
ご
と
に
か
な
し
か
り
け
り
む
べ
し
こ
そ
秋
の
心
を
う
れ
へ
と

(は〕

い

ひ

け

れ

(

千

載

和

歌

集

巻

第

五

一

枚

歌

下

)

こ
う
し
た
例
を
見
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
本
詩
の
世
界
が
殊

の
外
和
歌
に
近
い
状
態
に
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
が
、
最
後

に
、
日
本
詩
一
首
和
歌
二
替
の
み
か
ら
な
る
「
女
郎
花
」
の
項
中
の

み
て
み
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
も
う
歌
を
翻
訳
し
て
…
篇
の

っ

た

と

し

い

で

る

m花
色
如
蒸
莱

俗
呼
怨
女
郎

関
名
戯
欲
契
借
老

の
色
は
蒸
せ
る
莱
の
ご
と
し

俗
呼
ば
う
て
女
郎
と
な
す

名
を
開
き
て
戯
れ
に
借
老
を
契
ら
む
と
す
れ

J

ま恐
る
ら
く
は
衰
翁
の
首
の
霜
に
似
た
る
を
恕

ま
む
こ
と
を

(
源
瓶
「
一
詠
女
郎
花
」
)

次
に
続
く
和
歌
を
示
せ
ば

加
を
み
な
へ
し
お
ほ
か
る
の
べ
に
や
ど
り
せ
ば
あ
ゃ
な
く
あ
だ
の
名

を

や

た

つ

べ

き

(

小

野

美

材

)

加
を
み
な
へ
し
み
る
に
心
は
な
ぐ
さ
ま
で
い
と
い
ム
む
か
し
の
秋
ぞ
恋

し

き

(

藤

原

実

頼

)

男
の
文
学
と
さ
え
い
わ
れ
た
詩
が
、
か
く
も
優
し
く
和
歌
の
世
界
に

お
り
て
き
て
、
抱
擁
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
日
本
詩
の

和
歌
へ
の
歩
み
よ
り
は
、
勿
論
、
長
い
漢
詩
漢
文
の
受
容
時
期
を
経

過
し
た
末
に
、
起
っ
て
き
た
現
象
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い

こ
と
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
成
果
を
踏
ま
え
て
成
っ
た
足
利
漢
朗
一
歌

集
』
に
お
い
て
、
日
本
詩
の
位
置
を
改
め
て
見
渡
し
て
み
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
に
ま
と
め

て
み
よ
う
。
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二

に

お

い

て

つ

け

出

せ

徴
③

i
⑥
は
、
多
く
の
そ
の
ま
ま
和
歌
と
漢
詩
と
の
い
に
通

ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
イ
メ
ー
ジ
の
倭
小
さ
、
理
組
っ
ぽ
さ
、
対
象

へ
の
ひ
た
す
ら
な
る
沈
潜
、
仏
教
的
色
彩
、
無
常
観
。
こ
の
こ
と

は
、
振
り
返
り
み
れ
ば
、
取
り
も
院
さ
ず
日
本
詩
と
和
歌
と
の
親
密

さ
を
訴
す
こ
と
に
な
ろ
う
c

勿
論
、
日
本
詩
と
和
歌
と
の
関
に
横
た

わ
る
形
態
上
の
差
は
瞭
然
た
る
も
の
が
あ
る
し
、
内
容
的
に
も
日
本

詩
で
漢
詩
に
近
い
も
の
は
、
こ
こ
得
な
か
っ
た
が
、
か
な
り

あ
る

Q

そ

の

怠

味

で

は

、

漢

詩

で

あ

り

半

分

和

歌

で

あ

る

よ

う

な

、

漢

詩

通

じ

合

う

も

の

を

有

し

て

い
る
と
い
え
る
。

一
方
、
和
歌
と
円

こ
と
は
、
で
述
べ

の
の

の

類

似

に

き

も

の

の

あ

る

で
あ
る
。
む
し
ろ
、
日
本
人
の
制
作
と

い

な

ら

ば

、

日

本

詩

は

和

歌

の

方

に

近

い

と

み

た
方
が
あ
た
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
る
と
、
こ
の
は
川
本
詩
の

扱
い
は
、
従
来
の
よ
う
に
、
「
和
」
は
「
和
歌
」
で
あ
り
「
漢
」
は

「
漢
詩
い
だ
と
い
う
大
ま
か
な
分
類
に
従
わ
せ
ら
れ
て
い
る
限
り
、

そ
の
将
在
す
ら
無
視
さ
れ
か
ね
な
い
。
こ
こ
で
、
は
っ
き
り
日
本
詩

を
漢
詩
か
ら
離
し
て
考
え
る
と
す
る
と
、
そ
れ
で
は
日
本
詩
の
行
き

場
所
は
、
ど
こ
に
な
る
の
で
あ
ろ
う

た
如
く
、
編
者
藤
原
公
任
は
当
代
一
の
和
漢
に
通
じ

で
は
母
本
詩
こ
そ
最
大
の
数
を
誇
る
作
品

の
項
の
う
ち
約
三
分
の
二
に
日
本
詩
の
詩

る
こ
と
、
こ
う
し
た
事
実
に
内
容
面
で
の
日
本
詩
の
姿
を

て
み
る
な
ら
ば
、
実
は
『
和
漢
朝
一
詠
集
』
の
本
当
の
支
柱
は
、

こ
の
日
本
詩
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
い

わ
ば
、
日
本
詩
が
前
に
漢
詩
、
後
に
和
歌
を
提
げ
て
い
る
形
な
の
で

あ
る
。
そ
れ
で
い
な
が
ら
、
こ
の
集
は
、
時
と
し
て
項
中
に
漢
詩
・

日
本
詩
の
ど
ち
ら
か
一
方
を
欠
い
た
り
す
る
の
だ
が
(
漢
詩
文
を
欠

く
も
の
十
一
項
、
日
本
詩
文
を
欠
く
も
の
四
項
)
、
和
歌
だ
け
は
必

ず
各
市
慌
に
置
く
こ
と
を
忘
れ
な
い
。
和
歌
に
対
す
る
愛
着
も
強
い
の

で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
、
こ
の
状
況
を
大
き
く
と
ら
え
る
に
、
人
は
漢

詩
の
世
界
か
ら
は
い
っ
て
日
本
詩
の
世
界
に
十
分
遊
ぶ
こ
と
に
よ
っ

て
、
い
つ
の
間
に
か
和
歌
の
世
界
へ
と
導
か
れ
る
、
そ
う
し
た
過
程

の
い
わ
ば
中
心
軸
、
立
役
者
が
日
本
詩
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ

の
こ
と
は
、
漢
詩
と
和
歌
と
が
自
本
詩
と
手
を
つ
な
い
だ
形
で
朗
詠

さ
れ
た
、
い
や
日
本
詩
を
媒
介
と
し
た
か
ら
こ
そ
奥
ジ
ャ
ン
ル
作
品

の
朗
詠
が
な
め
ら
か
に
成
り
立
っ
た
と
さ
え
一
一
一
日
っ
て
よ
い
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
話
相
模
朗
一
路
集
均
の
「
和
漢
い
の
請
は
、
表
向
き
は
吋
和

歌
い
と
「
漢
詩
」
と
の
意
味
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
桧
に
隠
れ
て
見

え
に
く
い
、
従
っ
て
意
識
も
さ
れ
に
く
い
日
本
詩
(
和
詩
)
が
、

者
で
あ
っ
た
こ
と
、

で
あ
る
こ
と
、
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は
時
一
部
さ
れ
て
も
い
た
名
称
の
よ
う
に
、
私
に
は
忠
わ
れ
る
の
で
あ



る
。
こ
れ
は
僻
目
で
あ
ろ
う
か
。第

ゴL
P:iJ 
同日
本

法
漢
j事j
d永
14~ 

" 与口

)! I 
解
説
。

ル
ヨ
「
古
今
集
歌

つ
い
て
」
(
と
も
に
円
日
本
文

所
収
)
、
小
島
憲
之
内
古
今
柴
以
前
h

の
本
文
に
依
る
。

そ
れ
に
依
る
。
以
下
同
じ
。
な
お
例
文
あ
と

の
作
者
名
及
び
作
品
名
は
本
文
に
な
い
も
の
で
、
便
宜
上
こ
ち
ら
で
つ
け

た
も
の
で
あ
る
。

ハ
6
〉
大
曾
根
説
介
・
堀
内
秀
晃
校
注
吋
新
潮
時
本
吉
典
集
成
和
漢
朗
一
詠
集
一

一
七
瓦
。

(
7
〉
川
口
久
雄
『
日
本
古
典
文
学
大
系
同
和
漢
朗
一
結
集
』
補
注
。

(
8
〉
鈴
木
修
次
町
中
間
文
学
と
日
本
文
学
b

中
の
弓
無
常
』
考
」
参
照
。

(
9
〉
ハ
8
〉
に
同
じ
。

ハ
日
〉
間
川
書
一
一
…
七
回

(

日

〉

(

6

)

の
勾
同

(
ロ
)
太
田
郁
子

切
と
第
九
一
号
〉

の
一
一
…
月
尽
・
九
月
尽
」

ハ
日
〉
京
都
大
学
問
一
訪
問
倒

(
臨
川
害
賠
刊
)
浅
見
徹
氏

(
刊
〉

寸
U

4

A

J

1

4
大

O

J
j
'
一
…
つ
L
J
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