
江
流

「
放
腕
公
詩
」

に
つ
い
て

!
ー
そ
の
時
代
と
文
章
制
作
の
姿
勢

l
i

は
じ
め
に

ふ
ハ
朝
時
代
の
江
流
(
似

i
m〉
の

さ

ほ

ど

多

い

も

の

と
は
言
え
な
い
。
多
く
は
な
い
そ
の
百
首
前
後
の
作
品
か
ら
、
「
文

選
い
は
一
一
…
十
首
の
連
作
を
採
用
し
て
お
り
、
そ
れ
が
つ
雑
鍛
」
す
な

わ
ち
模
擬
の
作
品
で
あ
る
こ
と
に
は
、
何
ら
か
の
意
味
(
特
に
江
流

の
詩
作
の
姿
勢
、
或
い
は
彼
の
詩
才
の
性
一
質
と
で
も
一
一
一
一
口
う
べ
き
も

の
〉
が
見
出
せ
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
彼
が
そ
う
し
た
傾

向
を
も
つ
に
歪
っ
た
状
況
が
背
景
と
し
で
あ
っ
た
こ
と
も
見
過
す
こ

と
が
で
き
な
い
。

そ
こ
で
、
こ
の
稿
で
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
考
察
の
対
象
と
さ
れ
て

い
な
い
江
俺
の
初
期
の
作
と
推
定
さ
れ
る
連
作
、
「
玩
公
に
数
ふ
詩
!
一

(
殺
院
公
詩
)
を
中
心
と
し
て
、
作
品
に
み
ら
れ
る
主
要
な
傾
向
、

及
び
そ
う
し
た
傾
向
と
連
作
で
あ
る
こ
と
と
の
関
係
、
等
を
主
に
検

討
し
た
が
ら
、
あ
わ
せ
て
「
殻
臥
公
詩
い
制
作
当
時
の
彼
を
と
れ
ノ
ま

く
状
況
と
時
代
、
そ
し
て
そ
こ
に
お
け
る
彼
の
才
能
の
必
然
性
と
い

っ
た
点
、
を
考
え
て
み
た
い
。

江
流
の
作
品
の
多
く
は
、
そ
の
成
立
時
期
を
確
定
す
る
こ
と
の
閤

難
な
も
の
で
あ
る
。
内
容
か
ら
制
作
時
期
を
推
定
す
る
試
み
も
な
さ

ハ
1
〉

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
充
分
な
説
得
力
を
持
つ
と
は
言
い
切
れ
な

い
。
「
数
院
公
詩
L

十
五
首
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

た
だ
一
般
的
に
こ
の
作
品
は
「
自
序
」
や
彼
の
伝
の
一
一
一
一
口
う
と
こ
ろ
の

「
詩
十
五
首
」
i

彼
が
仕
え
て
い
た
建
平
王
が
宋
王
朝
に
対
し
て
事
を

起
こ
そ
う
と
謀
議
を
練
っ
て
い
た
と
き
、
そ
れ
を
知
っ
た
江
流
が
王

を
誠
諌
す
る
た
め
に
作
っ
た
と
さ
れ
る
i

と
こ
れ
ま
で
み
な
さ
れ
て

き
た
。
現
在
、
こ
の
意
見
を
積
極
的
に
肯
定
又
は
否
定
す
る
資
料
は

な
い
が
、
こ
の
作
品
が
江
流
の
地
の
詩
作
品
と
異
質
な
点
が
あ
る
と

こ
ろ
か
ら
考
え
、
こ
の
稿
も
こ
れ
ま
で
通
り
、
そ
の
時
の
作
品
と
し

て
論
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
G

題
名
に
つ
い
て
で
あ
る
、
が
、
「
託
公
」
と

片3

野

4客
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で
も
な
く
三



国
貌
の
民
籍
ハ

m
l
m
v
の
こ
と
で
あ
り
、
「
放
」
と
は
、
こ
の
作

品

群

が

配

そ

れ

を

前

提

と

し

て

作

ら

れ
た
こ
と

そ
れ
ぞ
れ
類
似

そ
の
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
は

さ
ほ
ど
有
効
と
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
そ
の
全
体
の
特
徴

を
よ
り
よ
く
備
え
た
数
詩
を
検
討
し
、
他
の
作
品
に
検
証
し
て
い
く

こ
と
の
方
が
効
果
的
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
ο

そ
う
し
た
と
き
、
連

作
に
お
け
る
そ
の
重
要
性
か
ら
言
え
ば
、
第
一
首
は
無
視
し
得
な

い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
連
作
に
お
い
て
は
第
二
闘
が
そ
の
連
作
全
体
の

構
造
を
示
す
こ
と
が
ま
ま
あ

ι

る
か
ら
で
あ
り
、
江
流
が
こ
こ
で
「
放
L

う
庇
絡
の
「
詠
懐
詩
」
も
ま
た
そ
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ

〈

3
〉

う
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
こ
こ
で
江
流
の
「
数
院
公

詩
い
の
第
一
首
、
そ
し
て
況
籍
の
「
詠
懐
詩
」
の
第
一
首
を
そ
れ
ぞ

れ
挙
げ
、
比
較
し
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。
明
ら
か
に
江
流
の
作
品

の

第

…

首

は

玩

籍

の

そ

れ

の

附

し

て

い

る

こ

と

が
、
見
て
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し

の

閤
欝
明
月
陰

団
関
た
る
明
月
陰
る

北
山
よ
り
出
で

憂
慨

寧

ぞ

知

ら

ん

の

後

に

濁
見
松
竹
心
独
り
松
竹
の
心
を
見
は
ず
を

次
に
玩
籍
の
作
品
を
挙
げ
る
。

詠

懐

八

十

二

首

其

一

玩

籍

夜
中
不
能
煤
夜
中
探
ぬ
る
能
は
ず

起
裕
一
弾
鳴
琴
起
き
金
し
て
鳴
琴
を
弾
ず

薄
維
磐
明
月
薄
維
に
明
月
の
援
り

清
風
吹
我
襟
清
風
我
が
襟
を
吹
く

孤
鴻
競
外
野
孤
鴻
は
外
野
に
号
び

開
鳥
鳴
北
林
開
鳥
は
北
林
に
鳴
く

俳
街
路
何
見
俳
倒
し
て
将
た
何
を
見
ん

憂
忠
濁
傷
心
憂
思
独
り
心
を
傷
ま
し
む

国
か
ら
み
て
も
、
の
類
似
は
明
ら
か
で
あ
る
。
江
流

の

も

の

と

似

通

つ

い

人
道
広
し
と

自
ら
栢
い
尋
ぐ
に

ふ
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ほ
と
ん
ど
そ
れ
は

の
多
少
は
あ
っ
て
も
、
同

'
(
4〉

わ
た
っ
て
指
摘
で
き
る
。

こ
れ
だ
け
話
会
が
類
似
す
る
二
作
品
で
あ
れ
ば
、
当
然
そ
の
作
品

の
質
も
近
似
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
し
て
、
版
籍
が

自
己
の
胸
中
を
詠
ず
る
の
に
対
し
、
江
崎
は
去
の
調
諌
を
意
図
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
ざ
し
せ
ま
っ
た
切
実
な
状
況
は
恥
籍
を
凌
ぐ
も
の
が

あ
る
は
ず
で
あ
る
。
江
流
の
作
は
切
迫
し
、
緊
張
し
た
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
沿
い
。
だ
が
、
全
体
を
通
観
し
て
み
る
と
、
む
し
ろ
江
流

の
作
の
方
が
庇
絡
の
詩
ほ
ど
に
さ
し
せ
ま
っ
た
も
の
は
感
じ
ら
れ
な

い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
穏
や
か
に
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。

こ
れ
は
次
に
述
べ
る
い
く
つ
か
の
点
か
ら
説
明
さ
れ
よ
う
。
第
一

に
、
江
掩
の
作
品
が
況
籍
の
も
の
に
比
べ
抽
象
化
或
い
は
普
通
化
の

皮
合
が
低
く
、
そ
の
た
め
に
説
明
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
庇
籍
の

i

そ
れ
は
過
去
か
ら
未
来
に
わ
た
h

特
定
の
時
間
ー
で
あ
る
の
に
対
し
、

時
期
で
し
か
な
い
。

体
に
わ
た
っ
て
指
摘

様
の
こ

の

続
く
も
の
で
あ
り
、
不

は
「
歳
暮
」
と
制
限
定
し
た

を
狭
め
、
ま
た
江
崎
間
人

の
価
値
観
に
基
づ
く
判
断
に
よ
る
も
の
で

そ
の
こ

あ
れ
ば
、

と
自
己十同

く
い
。
そ
の
上
、

こ
と
で
そ
の
苫
哀
を
ル

…
…
一
仰
い
切
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
も
前
に
述
べ
た

こ
と
と
悶
様
の
こ
と
が
言
え
、
そ
れ
は
何
時
に
読
者
に
説
明
し
よ
う

ろ
う
。
こ
れ
が
吏
に
明
ら
か
で
あ
る

で
あ
ろ
う
。

七
勾
日
の

に

は

こ

う

し

ど

こ

に

も

み

ら

れ

な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
の
作
品
が
他
者
の
を
目
的
と
し
て
作

ら
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
点
は
止
む
を
得
な
か
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
が
、
し
か
し
こ
う
し
た
と
こ
ろ
が
江
流
の
作
品
を
庇
籍
詩

の
完
成
度
の
高
み
ま
で
及
ば
せ
な
い
、
大
き
な
涼
関
と
な
っ
て
い
る

こ
と
も
、
ま
た
事
実
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
江
流
の
作
に
は
玩
籍
詩
ほ
ど
に
動
き

の
縮
の
あ
る
詩
語
が
使
わ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る

Q

例

(
5〉

え
ば
江
流
詩
の
六
匂
自
の
「
宿
鳥
」
は
、
氏
籍
詩
の
「
朔
鳥
」
と
比

べ
、
そ
の
動
き
の
大
き
さ
の
差
は
鹿
然
と
し
て
い
る
し
、
江
流
詩
の

五
匂
自
「
孤
前
十
一
ど
は
杭
籍
の
「
孤
鴻
」
に
比
べ
、
動
き
が
緩
慢
で
あ

る
。
そ
う
し
た
こ
と
に
加
え
て
、
二
勾

を
比
べ
れ
ば
、
三
巴
が
直
接
に
は
「

)
を
形
容
す
る
の
に
対
し
、

の
形
容
で
あ
る
こ
と
も
、

の
は
、

( 41 ) 

と

な、

と
い
う
物
質
(
或
い
は

」
は
鳴
る
と
い
う
動
的

こ
の
類
に
数
え
ら
れ
よ
う
。



さ
ら
に

の
作
に
は
擬
態
語
が
使
わ
れ
て
い

る

こ

と

に

よ

り

、

が

損

な

わ

れ

て

い

る

こ

と

も

指

摘

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
了
間
匂
毘
の
擬
態
語
は
、
確
か

に
詩
に
古
風
な
印
象
を
与
え
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
反
面
、
句
の
イ

メ
ー
ジ
の
喚
起
力
、
及
び
詩
句
間
の
緊
密
性
が
減
少
し
、
こ
の
擬
態

鵡
が
、
除
籍
詩
に
み
ら
れ
る
全
体
の
緊
替
な
構
造
を
、
江
流
の
作
品

か
ら
奪
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
が
、
江
崎
の
作
品
か
ら
院
籍
詩
に
感

じ
ら
れ
る
一
種
の
切
迫
感
を
ぬ
ぐ
い
き
る
大
き
な
原
因
で
あ
る
こ
と

は
了
解
さ
れ
よ
う
。
張
玉
穀
が
「
吉
一
詩
賞
析
」
で
「
院
に
数
ふ
詩
は

お
i

臨
な
る
こ
と
多
く
味
少
な
し
い
と
昔
前
う
の
は
、
印
象
批
評
で
は
あ

る
が
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
点
を
的
確
に
と
ら
え
た
評
言
で
あ
る
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ο

と
こ
ろ
で
、
江
崎
の
こ
の
詩
を
作
る
目
的
が
王
の
誠
諌
に
あ
る
の

で
あ
れ
ば
、
十
五
首
全
体
が
そ
れ
な
り
の
統
一
さ
れ
た
テ

i
マ
の
も

と
で
制
作
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
残
り
の
十
四
首

を
合
め
、
全
体
の
テ
!
?
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
勿
論
、
一
首

の
中
に
お
い
て
も
幾
つ
か
の
間
題
官
並
立
さ
せ
る
場
合
も
多
い
が
、

そ
の
と
き
は
最
も
江
械
が
限
目
と
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を

第
一
首
に
み
ら
れ
る
主
要
な
テ

i
マ
は
正
義
の
不
変
性
で
あ
ろ

う
ο

霜
雪
の
後
に
組
と
一
込
別
さ
れ
現
わ
れ
る
松
や
竹
に
、
自
身
、
或

は
建
平
王
を
比
す
こ
の
第
一
首
の
テ

i
マ
は
、
調
諌
の
自
的
に
ま
こ

と
に
ふ
さ
わ
し
い
Q

だ
が
、
全
体
か
ら
み
る
と
こ
の
よ
う
に
正
義
を

積
極
的
に
称
揚
す
る
も
の
は
少
な
い
。
む
し
ろ
人
間
の
幸
福
が
移
り

易
い
こ
と
!
人
事
不
測
・
状
況
変
化
の
必
然
i

を
繰
り
返
し
述
べ
る

こ
と
で
、
主
へ
の
間
接
的
な
諌
め
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
う
け
ら
れ

る
。
そ
の
詩
句
を
掲
げ
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る

Q

O
性
命
有
定
理
絹
一
瞬
不
可
禁
(
其
十
一
ユ
)

O
天
命
誰
能
見
人
縦
信
可
疑

O
陰
陽
不
可
知

.
，
，
礎
化
未
有
様

。
不
興
風
雨
務

人
道
期
不
然

悦
惚
誰
能
精

長
共
山
川
在

消
散
隣
一
風
改

功
名
安
可
留

金
一
石
有
絡
始

春
華
故
秋
開

体
の

て
い
る
こ
と
に (

其
九
)

〈
其
十
四
)
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)

こ
れ
だ
け
で
も
既
に

た
い
Q

こ
れ
ら
の
勾



vi 

っ
て
作
ら
れ
た
の
だ
と
い
う

け
が
で
き
る
よ
う

が
調
練
の

こ
と
を
前
提
と
し
て
、
始
め
て
そ
う
し

な
間
接
的
な
表
現
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
た

を
倒
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
機
運
は
い
つ
か
は
き
っ
と
え
る
の

だ
、
と
い
う
運
命
観
に
も
と
づ
く
不
確
か
な
も
の
で
し
か
な
い
ο

む

し
ろ
こ
こ
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
江
流
の
こ
の
表
現
が
十
日
詩

に
代
表
さ
れ
る
「
舵
移
の
悲
京
い
の
系
譜
の
延
長
線
上
に
あ
る
、
古

〈

6
〉

来
一
般
的
に
み
ら
れ
る
運
命
観
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て

そ
れ
は
、
阪
籍
に
よ
っ
て
多
少
新
し
い
詩
史
上
の
進
歩
の
段
階
に
入

(

7

)

 

っ
た
だ
ろ
う
、
そ
の
運
命
観
を
確
実
に
踏
襲
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
単
に
話
索
、
が
似
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
思
想
・
内
容

が
、
例
え
ば
「
富
貴
加
担
芸
金
玉
不
潟
賢
L

(
江
流
・
共
二
)
、
「
春

秋
非
有
託
寓
貴
一
常
常
保
」
(
庇
籍
・
其
四
)
の
よ
う
に
明
ら
か
に

共
通
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
認
め
ら
れ
る
Q

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
表

現
か
ら
は
、
江
掩
の
建
平
王
を
菰
諌
し
よ
う
と
す
る
強
い
意
志
で
は

な

く

、

玩

籍

の

刀

詠

懐

詩

い

を

'

継

承

し

ょ

の

ほ

う

が

は
る
か
に
強
く
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し

に
こ
の
こ
と
i

変
化
の
必
然
ー
と
い
う
点
に

ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
氏
籍
の
「
一
散
懐
詩
」
八
十
二
首

に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
彼
の
思
考
が
多
様
な
形
を
と
っ
て

表

白

さ

れ

る

が

、

江

流

の

も

、

単

に

そ

の

二

加

を

の

み
模
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
幾
つ
か
の
形
態
を
襲
っ
て
い

る
ο

例
え
ば
、
既
籍
の
コ
祢
懐
詩
」
其
五
十
九
で
は
「
一
円
上
の
丈
人
」

と
裕
人
と
を
比
し
、
俗
人
を
嫌
恕
す
る
態
度
を
み
せ
る
が
、
そ
れ
は

又

、

げ

其

十

一

で

み

せ

る

姿

勢

と

何

ら

相

違

は

h
L

、Q

4
j
L
1
3・
v緯

議
棄
明
珠

甘
彼
饗
饗
食

柴
是
蓬
濡
漉

宣
教
鱗
紛
子

良
馬
鰐
軽
輿

朝
生
街
路
芳

タ
癖
横
術
偶

数
笑
不
終
長

悦
仰
復
歌
歌

繋
数
二
三
者

境
港
従
此
釘

教
玩
公
詩

其

五

十

九

版

籍

河
上
に
丈
人
有
り

潜
を
緯
り
明
珠
を
楽
つ

彼
の
饗
穫
の
食
を
甘
し
と
し

是
の
蓬
議
の
腐
を
楽
し
む

宣
に
横
紛
の
子
に
数
ひ
て

良
馬
軽
輿
を
鰐
せ
ん
や

朝
に
街
路
の
芳
に
生
ま
れ

タ
に
横
術
の
棋
に
痩
め
ら
る

歓
笑
長
を
終
え
ざ
る
に

悦
仰
復
た
赦
欽
す

の
二
三
の
者
に
繁
み

此
れ
よ
り
針
ぶ

( 43 ) 

債
湖
沼

る
当
途
の
子



設
場
品
名
J

挨
麗

タ
死
街
路
演

朱
門
競
弾
巾

河
上
有
丈
人

挨
塵
多
し

朝
に
馬
の
間
に

タ
に
街
路
の
浜
に
死
す

務
饗
応
に
棄
て
ら
る
べ
く

勢
位
乃
ち
親
と
為
る

華
麗
綬
を
結
ば
ん
と
争
い

朱
門
市
を
弾
か
ん
と
競
ふ

徒
ら
に
草
木
の
利
を
茨
み

の
身
を
愛
さ
ず

貴
ぶ
所
以
な
り

に
丈
人
布
り

あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
よ
う

心
の
距
を
暗
に
誹
ろ
う
と
意

図
し
た
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
一

者
が
表
わ
す
態
度
は
軌
を
…
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
も
の
の
他
に
、
江
流
の
神
仙
世
界
に
対
す
る
あ

こ
が
れ
ハ
例
「
郎
、
従
丹
丘
駕
長
奔
輩
池
滋
い
其
間
三
永
遠
の
生
活

を
い
と
な
ま
ぬ
、
い
や
し
む
べ
き
も
の
か
ら
自
身
を
ぽ
加
し
よ
う
と

す
る
態
度
(
例
平
成
興
呉
郷
土
磁
駁
論
浅
深
い
其
六
三
な
ど
は
、

玩
絡
の
つ
紘
懐
詩
」
の
主
嬰
な
一
側
加
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
に
も
ま
し
て
、
孤
独
に
う
ち
沈
む
江
流
が
み
る
周
囲
の

そ
し
て
そ
こ
か
ら
自
己
を
解
放
せ
ん
が
た
め
に
試
み
る
行
動
は
、
あ

ま
り
に
も
玩
籍
に
み
ら
れ
る
特
有
の
意
識
・
行
動
の
構
造
に
酷
似
し

(

9

)

 

た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
次
の
詩
に
み
ら
れ
る

Q

数

配

公

詩

其

三

江

流

白
露
庭
樹
を
流
ひ

秋
風
疑
衣
を
吹
く

忠
信
主
と
し
て
合
は
ず

辞
意
将
に
誰
に
か
訴
へ
ん
と
す
る

独
り
坐
す
東
軒
の
下

弘山由

鶏
鳴
い
て
夜
己
に
蹄
け
る

駕
を
総
べ
る
こ
と

命
合E

C
 

0

0

0

0

0

 

秋
風
吹
羅
衣

0

0

0

0

0

 

僻
一
意
賂
訴
誰

選。縮。
路o駕。
起。命。
旋o賓o
蹄o僕o

作
次
日
一
一
段
了

1
1
E

I
ノ
w
m
H
f
i
R
私
的
P

鱈 IJ自。
蜂秩o
~\[る兆o
j末括和
悼集。

に
ム
叩
じ

( 44 ) 

人
縦

て
旋
嬬
せ
ん

設
か
能
く
見
ん

ベ
し

床
維
に
鳴
く

て
し

て

て

ん
ぞ
告
ぐ
る
所
あ
ら
ん

ま
し
む



か
訴
へ
ん
と
す
る

探
扶
を
吹
き

消
附
仰
を
耀
か
す

ん
一
司
ね
削
り
こ
伐

w
h
Jま

}
?
ド
ふ
必
q
v
b
u

・η
H
d
J
λ
p
付‘

じ
て
起
ち
て
旋
帰
せ
ん

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
江
流
は
単
に
庇
籍
の
用
い

び
勾
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
院
籍
の
作
品
に
み

ら
れ
る
思
考
形
態
と
で
も
言
う
べ
き
、
そ
の
最
も
個
人
的
で
あ
る
は

ず
の
部
分
を
も
踏
製
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
そ

れ
が
、
必
ず
し
も
臥
織
の
詩
を
越
え
る
成
功
を
収
め
る
も
の
で
な
い

こ

と

、

そ

れ

そ

れ

ぞ

れ

の

第

一

み

た

の

と

同

様

で

あ

吋

φ

。

明1徴繁
pj 辞

微
風
吹
経
枚

、
1
4
J
r
t
E
a
週
日
比
〕
炉
、
ー

ι
r
rム

川
少
下
火
的
附

ω
w
m附

そ

れ

で

は

な

ぜ

江

流

は

そ

う

し

っ

て

作

品

を

作

っ

た

の
だ
ろ
う
か
心
抗
鎮
の
詩
と
の
渦
の
類
似
内
容
面
で
の
犠
牲
を

は
ら
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
は
ず
が
、
そ
れ
は
少
く
と
も
誠
諌
を

第
一
の
目
的
と
す
る
べ
き
こ
の
作
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
あ
ま
り
に
遊
戯
的
で
あ
る
が
、
「
殺
」
や
「
擬
い
と

い
う
行
為
が
持
活
の
説
ベ
換
え
や
内
容
の
言
い
換
え
に
あ
る
の
で
な

い
こ
と
は
、
拘
淵
聞
や
飽
照
の
模
擬
一
一
円
げ
を
思
い
お
こ
し
て
も
明
ら
か

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
考
え
て
み
る
に
、
江
流
の
意
図
が
議
諌

に
あ
っ
た
と
す
る
よ
り
む
し
ろ
、
の
柔
順
な
模
倣
に
こ
そ
あ

っ
た
、
と
見
な
す
こ
と
の
ほ
う
が
妥
当
だ
と
忠
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
「
数
坑
公
詩
」
に
は
、
江
一
掩
の
詠
壊
性
を
み
よ
う
と
す
る
よ
り

は
、
技
術
的
側
出
l

い
か
に
原
詩
の
体
裁
に
近
く
み
せ
る
こ
と
が
で

き
る
か
ー
を
積
極
的
に
み
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
一
古
悶
え
よ

う
Q

そ
し
て
、
同
様
の
傾
向
が
江
流
の
代
表
作
で
あ
る
模
擬
詩

i

ぺ
雑
瞭
詩
い
三
十
首
ー
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
雑
醸
詩
」

に
関
し
て
論
究
す
る
幾
つ
か
の
論
文
は
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
こ
こ
で

述
べ
た
傾
向
i

内
容
よ
り
む
し
ろ
そ
の
技
術
的
側
聞
に
特
質
が
み
ら

(
ぬ
)

れ
る
!
の
傍
証
と
な
る
同
様
の
分
析
結
果
を
提
出
し
て
い
る
。

江
流
の
作
の
多
く
を
占
め
る
模
擬
詩
に
、
い
ず
れ
も
同
様
の
傾
向

が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
何
等
か
の
理
由
が
求
め
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
或
い
は
江
流
は
無
意
識
に
そ
う
し
た
結
果
を

生
み
出
し
た
の
だ
、
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ

れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
江
流
の
模
擬
詩
は
あ
ま
り
に
偏
っ
た
傾
向

を
持
ち
す
、
ぎ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
の
す
べ
て
を
無
意
識
の
所
産
で
あ

る
と
断
定
す
る
の
は
、
妥
当
性
を
欠
く
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
次
に

「
殺
庇
公
詩
」
を
制
作
す
る
背
景
i

当
時
の
風
潮
や
江
掩
の
人
生
の

最
終
的
な
理
想
、
そ
し
て
そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
に
は
彼
は
ど
の
よ

う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か

i
に
援
を
向
け
て
、

疑
問
に
対
す
る
答
え
を
探
っ
て
ゆ
き
た
い
。

一一一
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の



一
十
一
年
(
西
暦
倒
年
三

一
般
に
も
浸
透
し
始
め
て
い
た
。
斐
マ

野

の

に

よ

れ

ば

、

そ

う

し

た

傾

向

は

宋

の

孝

武

帝

の

大

切
年
間
(
矧
j
仙
)
開
明
か
ら
特
に
顕
著
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
知
ら

(

刀

〉

れ
る
が
、
そ
の
大
明
年
間
は
時
あ
た
か
も
江
掩
に
と
っ
て
十
一
一
一
歳
か

ら
二
十
歳
に
あ
た
り
、
人
格
形
成
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
青
年
期

に
、
そ
う
し
た
文
学
隆
盛
期
が
重
な
っ
た
こ
と
は
後
の
彼
に
大
き
く

こ
と
に
な
る
ο

の

の
風
潮
は
、
時
の
帝
の
好
尚
に
叶
っ
て
い

と
り
込
み
、
容
易
な
こ
と
で
衰
え
よ
う
と

も
伝
え
ら
れ
る
文
学
愛
好
家
の
孝
武
帝
は
一
言

〈

竹

川

)

ミ

ヲ

九

ヲ

う
ま
で
も
な
く
、
次
の
問
中
帝
(
「
好
二
議
番
目
愛
二
文
義
乙
「
栄
常
一
ど
本

紀
三
一
方
で
は
文
章
家
と
し
て
評
価
も
さ
れ
る
、
斉
の
建
閣
の
板
、

(

日

〉

高
帝
議
選
成
な
ど
、
そ
の
後
も
帝
は
い
ず
れ
も
文
学
愛
好
者
で
あ
っ

た
Q

社
会
の
頂
点
に
立
つ
専
制
君
主
が
文
学
を
好
め
ば
、
下
は
皆
そ

れ
に
輝
く
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
当
時
の
文
学
の
地
位
向
上
に
大
き

く
あ
ず
か
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う

Q

こ
う
し
た
風
潮
の
中
で
、
文
学
が
重
視
さ
れ
、
社
会
的
に
も
認
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
れ
ま
で
と
は
加
に
一
つ
の
側
値
体
系
が

生
ま
れ
て
く
る

Q

つ
ま
り
、
作
品
制
作
に
は
あ
る
程
度
の
才
能
が
要

求
さ
れ
る
以
上
、
家
柄
・
の
人
物
評
備
で
は
な
い
、
才
能

こ
の
と
き

る
た
め
に
、っ

た
。

ハ
リ
川
〉

本
位
の
評
価
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
南
斉
の

寛
陵
一
土
議
子
良
の
い
わ
ゆ
る
「
八
友
」
は
王
融
の
よ
う
な
名
族
出
身

者
と
と
も
に
、
沈
約
・
沼
市
中
間
ら
に
代
表
さ
れ
る
寒
門
出
身
者
が
多
く

〈
お
)

を
占
め
て
い
た
と
い
う
有
名
な
例
に
よ
っ
て
証
せ
ら
れ
る
。

間
じ
貴
族
と
は
言
っ
て
も
、
名
族
と
典
、
門
の
間
に
は
そ
の
待
遇
に

雲
泥
の
援
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
は
既
に
明
ら
か
で
あ
る
が
、
少
な

く
と
も
文
学
の
名
の
下
で
は
、
梨
、
門
出
身
者
も
貴
顕
の
人
々
に
伍
す

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
文
学
は
寒
門
出
身
者
に
と
っ
て
、
一

つ
の
立
身
の
方
途
と
し
て
軽
視
し
得
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
だ
が
文

才
が
あ
れ
ば
無
条
件
に
世
に
顕
れ
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
。
文
学
野
き
の
有
力
者
に
認
め
て
も
ら
い
、
そ
の
庇
護
を

(

V

叩

)

ま
た
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

一
つ
の
興
味
深
い
逸
話
が
載
せ
ら
れ
て
い

( 46 ) 

る

の
刺
史
で
あ
っ
た
と
き
、
観
法
第

を

作

っ

た

が

、

こ

れ

に

和

し

た

作

が

賞

せ

ら

れ

て

、

関
前
向
霧
佐
に
召
さ
れ
た
。
が
、
智
深
は
焚
し
く
て
着
て
ゆ
く
衣
服
が

な
く
、
建
平
王
の
も
と
に
到
る
前
に
景
索
は
敗
れ
て
し
ま
っ
た
」

こ
の
王
智
深
の
誌
は
極
端
な
例
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
寒
門
文
人
が

権
力
者
の
文
章
に
和
す
る
こ
と
で
、
自
己
の
文
才
を
認
め
て
も
ら
お

う
と
す
る
様
子
や
、
そ
の
生
活
状
態
な
ど
が
う
か
が
い
知
れ
て
、
興



り
に
し
て

印
分
を
引
き
立
て
て
く
れ
る

て
も
ら
い
、
そ
こ
で
地
歩
を
築
き
、
そ
れ
を
足
が
か

へ
牒
躍
し
よ
う
と
し
た
。
主
智
深
は
職
に
就
く
前
に

な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
後
に

の
太
祖
に
就
い
て
い
る
。

中
で
し
だ
い

し
て
、

ぴ〉

の
才
能
を
有
す
る
こ
と
が
そ

た
り
得
ょ
う
と
し
て
い
た
こ
の

時
代
、
社
会
的
に
め
ぐ
ま
れ
な
、

た
境
遇
か
ら
抜

れ
ば
、
少
し
で

な
る
思
い

あ
る
。済

陽
考
城
r

を
本
震
と
す
る
江
流
の
家
も
、
父
が
南
沙
令
で
あ
る
こ

(
幻
)

と
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
突
、
門
で
あ
っ
た
。
生
、
活
も
、
十
三
の
歳

に
父
を
失
っ
て
決
し
て
裕
福
な
も
の
で
は
な
い
Q

そ
う
し
た
彼
が
、

ハ
玲
)

も
し
母
の
す
問
う
侍
中
に
ま
で
昇
れ
る
と
す
れ
ば
、
自
己
の
文
才
を
生

か
す
以
外
に
は
な
か
っ
た

Q

ま
し
て
文
才
に
恵
ま
れ
た
こ
と
を
自
覚

す
る
彼
の
こ
と
で
あ
る
。
時
代
を
得
て
彼
が
い
か
に
努
力
し
た
か
、

伝
記
に
は
そ
の
文
才
に
つ
い
て
記
さ
な
い
も
の
は
な
い
、
が
、
こ
こ
で

は
自
ら
、
才
能
と
努
力
と
に
つ
い
て
、
誇
ら
し
げ
に
述
べ
る
「
自

仕
え

る
以
IJIj 
にとの
彼し建
のて元
才任二
能を年
をと(
~ ~ 480 知も)江
り に 、jイ在
、すむ:の

死
守
)
賜
う
と
、
そ
れ
ま

で

仕

え

て

い

迎

え

入

れ

る

。

建

一

千

王

劉

景
索
は
、
そ
の
父
が
宋
の
文
帝
の
第
七
子
劉
宏
で
あ
る
こ
と
か
ら
わ

か
る
よ
う
に
、
皇
族
の
一
派
で
あ
る
ο

当
時
、
武
帝
の
諸
子
は
死
ん

で
お
り
、
兵
を
あ
げ
、
事
を
起
こ
し
て
、
人
望
の
薄
い
後
廃
帝
に
か

〈
初
)

わ
る
の
に
最
も
適
し
た
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
建
平
王
か
ら
認

め
て
も
ら
え
れ
ば
、
一
江
流
に
と
っ
て
は
名
を
挙
げ
る
よ
い
機
会
と
な

っ
た
だ
ろ
う
。
彼
は
懸
命
に
文
章
を
作
る
。

だ
が
建
平
王
に
と
っ
て
江
流
や
王
智
深
の
よ
う
な
寒
内
文
人
を
優

遇
す
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
た
の
か
。

か
り
と
な
る
。
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彼

が

有

能

な

人

物

を

受

用

し

た

の

は

、

を

好

ん

だ

の
に
も
ま
し
て
、
世
の
信
裂
を
集
め
ん
が
た
め
の
一
つ
の
方
策
で
も

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
帝
に
手
の
と
ど
く
位
援
に
あ
る
彼
が
天
下
の
信

'
裂
を
集
め
る
こ
と
は
必
須
の
要
件
で
あ
り
、
才
士
優
遇
は
充
分
効
果

を
あ
げ
た
。
そ
う
し
た
場
合
、
名
族
出
身
者
を
採
用
す
る
よ
り
は
、

然
、
門
出
身
者
の
方
が
宣
伝
効
果
は
進
か
に
大
き
い
。
ま
智
深
も
そ
の

桜
度
の
食
協
が
む
し
ろ
有
利
な
条
件
と
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い

し
、
一
乱
掩
も
彼
に
劣
ら
ず
貧
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。

に
対
す
る
こ
う
し
た
判
断
の
正
し
さ

の
と

に
仕
え
て
ま
も

こ
と
が
あ
っ
た
。
だ
が
上
脅
す

と
。
こ
の
話
か
ら
読
み
と
れ
る
の

の
純
粋
な
信
頼
関
係
と
い
っ
た
も
の
で
は
な

に
も
採
ら
れ
る
名
文
で
は
あ
る
が
、
患

の
で
は
な
く
、

い

。

そ

は

ぺ

己
の
無
罪
を
何
ら
論
理
的
に

か
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ

も
の
で
は
な
い
か
ら
る
。
そ
の

摂
は
な
い
ρ

こ

こ

は

王

側

の

一

凶
こ
そ
見
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
践

に
、
建
平
…
十
一
は
欧
関
の
眼
i

見
ら
れ

兵

に

向

け

て

準

備

す

る

彼

に

と

っ

て

み

れ

よ

は
れ
る
と

し、
Jコ

ば
、
の
諌
め
は
何
の
意
味
を
も
持
た
な
い
ば
か
り
か
、
恐
り
を

さ
そ
う
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。

一
方
の
江
流
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
自
己
の
才
能
を
認
め
て
く
れ
た

(
幻
)

建
平
主
に
対
す
る
信
頼
は
厚
い
。
さ
ら
に
自
己
と
は
相
経
れ
な
い
家

反
と
日
夜
謀
議
を
な
す
主
に
、
再
び
自
分
の
存
在
を
印
象
づ
け
な
け

れ
ば
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
「
数
庇
公
詩
」

を
作
っ
て
王
を
諌
め
た
。

の
組
離
は
、
王
の
怒
り
を
か
つ

い
う
形
で
終
止
符
を
う
つ
。
「

江
液
が
太
守
の
服
喪
に
あ
た
っ
て

別
の
人
物
を
立
て
よ
う
と
し
て
い
た
景

り
を
か
っ
た
が
た
め
、
と
す
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
江
流

の
評
価
と
の
問
の
く
い
ち
が
い
は
明
瞭
で
あ
る
む

の
に
あ
ま
り

し

の
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イコ

こ
う
し
た
こ

」と
l

の
果
て
に
、

つ
ニ
コ
で
た
ア
コ

中

j
d
勺

h
f
y

に
よ
っ
て
社
会
的
地
位

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
単
た

そ
れ
を
知
る
こ
と
は
、
紋
に
と
っ

の

て



づ
け
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
江
流
に
と
っ
て
は
、
い
ず
れ

も

最

終

的

な

罰

的

の

た

め

に

す

ぎ

な

か

っ

た

の

で

は

な
し

四

の

最
晩
年
に
あ
た
り
、
「

帝
の
永
開
中
期

(
j川
柳

J
〉

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、

志

向

で

あ

る

。

で

と
述
べ

い
、
自
己
の
分
に

す
な
わ

に
入
る
、
そ
れ
が
彼
の
で
あ
っ
た
。

や
人
生
脅
迫
性
潟
禦
」
な
ど
か
ら
、
江
流
が

で
あ
る
と
す
る
見
方
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
正
し
く
な
い

だ
ろ
う
ο

れ
に
続
く
後
の
文
が
い
ず
れ
も
格
者
と
し
て
の
生
活
を

っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
江
流
の
話
の
典
拠
と
な
る
だ
ろ
う
楊
憾
の

ず
る
書
い
の
「
人
生
行
楽
ヰ
須
富
資
何
時
」
や
潜

に
み
え
る
「
人
生
安
策
執
知
其
位
い
が
践
接
に

て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
れ
は
証
せ
ら
れ
る

Q

み
ら
れ
る
デ
カ
ダ
ン
の
態
度
と

( 49 ) 

る。

-
人
生
の
自
的
が
こ
う
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ま

過

程

に

す

ぎ

ず

、

た

め

の

I
C
つ

彼
の

で
の
人

で
し
か
な
い
。

よぱ
A

「
り
な
し
か
っ
た
。

の
は
、

し

い{也

為
と
し

彼
の

の一

て
「
身
後
の
名
」

U

て
い
る
点
で
あ
り
、
あ
る
い
は

」
問
様
の
、
風
流
の
体
現
の
た
め

が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

お
け
る
最
も
基
本
的
で
、

め
る

こたつ

L



σ〉

て
作し、

る。

す
な
わ
ち

で
あ
る
。

で
は
な
い
が
、
彼
に
と
っ

得

の

手

段

で

し

か

な

け

れ

ば

、

必

然

的

に

は

失

な

わ

れ

る
。
作
品
は
当
然
他
者
の
限
を
意
識
し
た
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
他
者
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
そ
の
作
品
の

と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
う
し
た
と
き
、
「
と
い
う

た
形
態
で
あ
る
こ

に
傭
人
的
な
営
み
で
あ
る
詩
作
が
評
倒

れ
る
た
め
に
は
、
第
一
に
作
品
が
客
観

き
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
必
奨
で
あ
る
。
個
人
の
好
悪

で
持
ち
得
。
す
、
そ
の
た
め
資
問
が
得
、
が
た
い
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
と
き
、
仰
人
的
な
一
体
懐
の
詩
な
ど
は
評
価
し
難
い
も
の
に

挙
げ
ら
れ
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
許
制
の
悲
準
が
か
な
り
印
象
的
な

も
の
に
な
ら
ざ
る
る
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
模
探
詩
は

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
模
擬
と
い
う
行
為
は
必
然
的
に
先
行
作
品
を
意

識
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
評
価
の
際
、
今
度
は
先
行
作
品
が
比
較
対

設
と
な
る
が
為
に
、
い
か
に
先
行
作
品
と
近
似
し
て
い
る
か
、
と
い

う
こ
と
が
評
価
法
準
と
な
り
得
る
。
た
と
え
そ
の
評
価
が
安
部
的
だ

独
創
よ
り
技
巧
の
万
が
一
般
に

シ}

の

易
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
経
験
的
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。

品
さ
え
知
っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
に
似
て
い
る
か
い
な
い
か
ゆ
で

も
わ
か
る
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
し
て
、
そ
の
作
品
が
如
何
に
似
て
い

る
の
か
と
い
う
こ
と
で
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
採
用
し
た
手
法

に

こ

そ

妙

味

が

あ

る

の

だ

か

ら

、

一

首

二

首

で

し

て
終
わ
る
も
の
も
、
そ
れ
が
十
五
・
一
一

価
償
を
生
ず
る
。

め

ば
そ
れ
な
り
の

だ
か
ら
こ
そ
彼
の
模
擬
作
は
多

と
な
り
、
「
文
選
」
も
き
わ
だ
っ
て
多
く

(
部
〉

彼
の
作
を
採
録
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る

Q

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の

で
は
な
い
か
。
江
流
の
「
殺
玩
公
詩
」
は
、
そ
の
素
材
か
ら
み
て
確

か
に
閑
談
の
意
図
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
む
し
ろ
主
要
な
意
閣
は
調

諌
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
内
己
の
才
能
を
建
一
半
玉
に
改
め
て
認
識

し
て
も
ら
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
彼
は
模
擬
詩
を
多
く

作
る
が
、
そ
れ
は
自
己
の
文
才
と
権
力
者
に
し
か
頼
る
す
べ
の
な
い

江
沌
の
よ
う
な
応
、
門
出
身
者
に
と
っ
て
は
、
や
む
を
得
な
い
こ
と
で

も
あ
り
、
そ
う
し
た
模
擬
の
才
を
伸
ば
す
こ
と
こ
そ
、
時
代

に
叶
っ
て
い
た
の
で
あ
る
、
と
。

自
分
か
ら
離
れ
て

が
、
こ
の

待
と
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。
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汀
u

h
L
斗

4
4
A

に

流

れ

て

い

こ

る

中

で
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性
を
文
学
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賭
け
よ
う
と
し
た
江
流

う
い
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一
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〉
に
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惜
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そ
の
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儲
傾
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の
狭
間
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あ
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は
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0) 

中
め
る
。

、主
〈

1
〉
腎
遊
衡
「
江
流
作
品
写
作
年
代
考
」
芝
文
志

付
い
3
0

λ
な

(
2
〉
附
酬
は
は
「
詩
比
興
装
い
で
「
按
古
十
五
首
」
と
し
、
そ
う
し
た
テ
キ

ス
ト
の
存
在
を
う
か
が
わ
せ
る
。

(
3
〉
大
上
正
実
「
庇
籍
詠
懐
詩
試
論

i
表
現
構
造
に
み
る
詩
人
の
敗
北
性

に
つ
い
て
i
」
漢
文
学
会
々
報
第
三
十
六
号
一
九
七
七
年
を
参
照
。

(
4
〉
上
段
に
江
流
の
詩
旬
、
下
段
に
そ
れ
に
対
応
す
る
庇
籍
の
詩
句
を
あ

げ
る
。

第一一…輯

一
九
人
五

其
m山

十
J
H

、

4
ド
7

其
巨ヨ
ー寸

票塁。
縮。
慌0

1怠o
中O
L-

3主:;Jg~ 其其
二二二十十
一!神十 :Zi九
ノ'¥ j¥ 
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(
6〉刀

悶
H
O

(
7
〉

同

右

に

つ

い

て

い

全

集

七

を

参

照

。

(
8
〉
持
制
倫
・
陳
俳
明
・
脅
国
務
な
ど
の
詑
。

(
9
〉

性
(

2

)

前
掲
論
文
参
照
。

ハm
w
)

森
博
行
「
江
流
町
雑
鱒
詩
h

一
一
一
十
首
に
つ
い
て
」
中
国
文
学
報
幻

…
九
七
七
年
で
は
弓
雑
髄
待
い
一
一
一
十
首
を
製
作
す
る
に
当
っ
て
取
っ
た

態
度
は
、
彼
の
内
部
か
ら
湧
き
起
る
押
え
難
い
彼
自
身
の
感
興
を
文
字
に

託
そ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
他
人
が
作
っ
た
持
を
如
何
に
巧
妙
に
模

倣
し
読
す
か
、
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
」
と
述
べ
、
そ
の
態
度
が
賦
や
他

の
詩
に
も
及
ぶ
こ
と
を
指
制
す
る
。
又
、
衣
川
賢
次
「
ム
ハ
朝
鴇
擬
詩
小
考
い

中
間
文
学
的
柑
汎
一
九
八

O
年
の
問
、
江
掩
「
雑
鰹
詩
」
一
一
一
十
首
で
は
、

滞
陪
の
「
悼
亡
詩
い
が
一
一
中
心
に
彼
の
詩
句
と
江
流
の
「
鴻
黄
門
述
京
」
と

を
詳
細
に
比
較
し
た
後
に
、
コ
仏
流
の
吋
述
寂
h

の
手
法
は
、
持
の
下
に

掲
げ
た
典
拠
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
殆
ん
ど
の
発
想
と
詩
句
を
そ
れ
ら

ん
一
以
傷
類
か
ら
得
て
埋
め
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
後
世
の
集
句
の
技
法
に
近

い
と
さ
え
一
一
芯
悶
え
る
い
と
述
べ
る
。

ハ
日
〉
宋
初
記
子
…
兆
一
劫
多
潟
絞
史
大
明
之
代
寅
好
斯
文
商
才
説
印
刷

版
謝
前
哲
波
流
相
向
滋
布
館
…
品
川
自
是
間
関
少
年
賀
挽
線
角
間

不
損
務
中
ハ
趨
吟
一
融
情
性
;
「
離
政
論
い
(
「
文
苑
刊
火
山
市
」
巻
七
宙
開

十
二
〉
ま
た
、
ー
目
見
い
巻
一
一
十
一
…
下
一
倹
伝
に
「
先
走
米
孝
武
好
文
章

一
点
下
惑
文
采
相
的
英
以
本
線
鴻
業
い
と
あ
る
心

〈
ロ
〉
孝
式
惜
の
後
に
路
市
が
即
位
す
る
が
、
在
故
は
一

全
集
六
を
参

の
序
に
も
「
宋
明
一
帝
博
事
好
文
章

才

盛
於
時
会
」
と
あ
る
。

「
南
史
」
巻
目
斉
本
紀
。

ハ
日
)

(

日

比

)

よ

く

理

解

し

、

そ
の
点
か
ら
索
、
門
を
も
臼
己
の
同
類
に
ひ
き
い
れ
ん
と
す
る
意
向
を
持
つ

に
至
る
」
宮
川
尚
志
「
六
朝
史
研
究
政
治
・
社
会
第
」
(
第
五
章
説

普
及
び
南
朝
の
梨
、
門
'
寒
人
)

ハ
日
〉
古
川
忠
夫
「
六
朝
精
神
史
研
究
」
(
向
朋
舎
)
第
七
章

沈
約
の
伝

(
国
)
森
野
繁
夫
「
六
朝
詩
の
研
究

i
集
団
の
文
学
と
個
人
の
文
学
l
」

(
第
一
学
習
社
第
四
章
第
二
節
呉
均
P
倒
〉
を
参
照
。

〈
立
)
前
掲
唯
一
同
コ
ハ
朝
史
研
究
一
」

p
矧
に
、
「
済
問
問
考
械
の
江
氏
は
全
体
と

し
て
名
族
で
あ
り
、
各
家
と
し
て
娘
、
門
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ハ
国
〉
「
南
史
」
巻
五
十
九
江
流
伝
に
「
初
流
年
十
一
一
一
時
孤
設
常
采

薪
以
養
母
曾
於
樵
所
得
紹
鰐
一
共
将
棋
以
供
養
其
母
町
内
此
故
汝

之

休

徴

私

汝

才

行

若

此

可

留

待

得

侍

中

者

ケ

己

主

是

巣
知
母
畳
一
悶
」
と
あ
る
。

ハ
玲
〉
「
南
史
い
江
流
伝

(
加
〉
「
時
太
組
諸
子
議
mm

徒
無
在
制
明
者
景

市
後
嬢
帝
狂
凶
失
道

ニ
劉
ん
ど
附
一
景
紫
誌

ハ幻〉
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衆
孫
唯
景
素
冊
以
長

建
安
王
休
航
諸
子
法
一
般

内
外
皆
掛
景
葉
山
凡
常
紳
器
:
・
い
「
山
水
害
」
巻
七
十

-? 

て



昭
和
的
も
「
人
事
部
の

野

心

と

い

こ

の

有

去

の

雄

一

斉

の

袈

に

は
江
械
の
正
へ
の
い
傑
い
忠
い
の
ょ
せ
よ
う
が
読
み
と
れ
、
そ
れ
は
そ
れ
で

主
に
託
し
た
江
流
の
「
志
い
で
あ
っ
た
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
い

と
す
る
。

〈
詑
)
江
崎
集
は
も
と
も
と
自
撰
集
で
あ
り
(
「
凡
所
著
述
自
撰
鴻
前
後
」

自

己

と

し

た

を

著
し
た
と
思
わ
れ
る
。

ハ

お

〉

手

入

選

い

が

一

一

…

十

こ

と

は

、

県
な
こ
と
で
あ
り
、
川
い
う
数
は
、
隊
機
の
つ
川
関
連
珠
」

に
次
ぐ
も
の
で
あ
る
。
れ
が
連
珠
と
い
う
特
殊
な
文
体
r

も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
詩
に
関
し
て
は
き
わ
だ
つ
も
の
と
い
え

る。
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(
筑
波
大
附
属
高
校
〉
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