
挑
合
の
詩
に
つ
い
て
i

中
唐
期
に
お
け
る
新
し
い
個
性
と
し
て

!
i

は
じ
め
に

中
唐
末
期
を
中
心
に
活
動
し
た
詩
人
挑
合
は
、
寅
島
と
共
に
し
ば

し
ば
「
挑
・
寅
」
と
称
せ
ら
れ
、
現
存
す
る
作
品
は
唐
代
詩
人
中
比

較
的
多
作
の
五
百
三
十
数
首
を
数
え
る
。
多
数
の
詩
人
と
の
間
に
詩

の
応
酬
が
あ
り
、
同
時
代
の
韓
愈
の
集
団
、
元
環
・
自
居
易
ら
の
集

団
と
は
異
な
る
文
学
集
団
を
形
成
し
、
そ
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し

て
い
た
と
一
吉
わ
れ
る
。

筆
者
の
知
る
限
り
、
中
国
大
控
、
台
湾
に
お
け
る
従
来
の
挑
合
研

究
は
、
ほ
と
ん
ど
挑
合
の
伝
記
究
明
に
終
始
し
て
お
り
、
作
品
へ
の

具
体
的
な
言
及
は
少
な
く
、
挑
合
を
四
月
島
の
亜
流
と
す
る
認
識
が
一

般
的
で
あ
る
。

筆
者
は
、
相
当
数
の
作
品
と
知
名
度
を
持
つ
挑
合
を
、
単
に
寅
島

の
亜
流
・
追
随
者
と
し
て
片
付
け
る
こ
と
に
い
さ
さ
か
疑
問
を
感
じ

る
。
挑
合
と
寅
島
の
両
者
の
間
に
優
劣
を
つ
け
る
と
い
う
の
で
は
な

く
、
相
互
に
影
響
し
高
め
合
う
関
係
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
共
通
す

玉

域

要

る
面
を
認
識
し
た
上
で
、
挑
・
翼
の
差
異
、
あ
る
い
は
挑
合
の
個
性

が
何
で
あ
る
の
か
を
吟
味
す
る
こ
と
が
、
よ
り
建
設
的
な
作
業
と
思

わ
れ
る
。
本
稿
は
、
買
島
・
孟
郊
ら
と
の
比
較
を
通
し
て
、
中
唐
期

に
お
け
る
挑
合
と
い
う
詩
人
の
新
し
い
個
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
も

の
で
あ
る
。
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挑
・
寅
を
結
び
付
け
る
も
の

ま
ず
は
じ
め
に
、
挑
合
と
寅
島
の
共
通
商
に
つ
い
て
確
認
し
た

い
。
挑
・
資
を
併
せ
て
論
じ
る
こ
と
は
、
唐
末
張
為
の
コ
一
付
人
主
客

図
』
に
す
で
に
見
え
る
。
張
為
は
、
挑
合
と
賀
島
を
『
清
奇
雅
正
』

自
に
入
れ
、
挑
合
を
「
入
室
」
、
団
員
島
を
「
升
堂
」
と
し
て
い
る
。
吋
清

奇
雅
正
』
自
に
記
せ
ら
れ
た
詩
人
は
二
十
七
人
を
数
え
、
円
詩
人
主
客

図
』
六
回
の
中
で
最
も
多
い
。
ま
た
彼
ら
は
み
な
、
挑
合
・
寅
島
と

同
様
に
五
一
吉
律
詩
の
作
品
を
多
数
有
す
る
。
中
挽
唐
期
に
な
り
、
律

詩
、
特
に
五
一
一
一
同
律
詩
の
制
作
が
急
速
に
増
加
し
、
多
く
の
詩
人
た
ち

に
愛
好
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
考
惑
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
張



為
の
設
定
し
た
『
清
奇
雅
正
』
自
は
、
ま
さ
に
そ
の
風
潮
を
反
映
し

た
も
の
と
言
え
よ
う
。
清
奇
雅
正
と
は
、
終
気
が
な
く
斬
新
で
あ
り
、

雅
や
か
で
正
統
的
な
詩
風
、
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
一
一
一
一
向
う
「
正

統
」
と
は
、
当
時
の
主
流
と
い
う
意
味
で
と
ら
え
て
よ
か
ろ
う
。
張

為
は
、
五
一
吉
田
律
詩
を
多
作
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
ら
の
詩
が
清

雅
新
奇
な
越
を
持
つ
と
い
う
こ
点
に
、
挑
合
と
翼
島
の
共
通
性
を
見

出
し
て
い
る
。

持
代
は
下
り
、
南
宋
の
厳
羽
は
、
挑
合
・
寅
島
を
宗
と
仰
ぐ
永
嘉

昭
笠
お
よ
び
江
湖
派
の
詩
を
否
定
す
る
文
脈
で
、
「
近
世
越
紫
芝
・

品
調
議
岱
輩
、
溺
宜
同
国
尻
島
挑
合
之
詩
、
檎
檎
復
就
清
苦
之
風
、
江
湖
詩

人
多
数
其
鰻
」
(
近
世
越
紫
芝
・
翁
霊
能
の
輩
、
独
り
貿
島
・
挑
合
の
詩
を

喜
び
、
穂
積
復
た
清
音
の
風
に
就
く
。
江
湖
の
詩
人
多
く
其
の
体
に
効
う
」

富
岡
浪
詩
話
・
詩
弁
』
〉
と
述
べ
て
い
る
。
永
嘉
四
霊
お
よ
び
江
湖
派
の

詩
人
は
挑
合
・
頁
島
の
清
苦
な
詩
風
を
好
ん
だ
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う

が
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
挑
・
買
の
詩
風
が
「
清
苦
」
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
本
来
清
苦
と
は
、
清
廉
潔
白

で
因
習
に
耐
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
生
活
面
の
出
向
窮
を
言
う
な

四

ら
ば
、
挑
合
・
寅
島
は
確
か
に
あ
る
意
味
で
共
通
す
る
。
し
か
し
、

厳
羽
は
単
純
に
、
挑
合
と
寅
島
の
困
窮
し
た
生
活
に
注
目
し
て
、
彼

ら
の
詩
風
を
「
清
苦
」
と
見
な
し
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
同
じ
く

荷
宋
の
劉
克
荘
は
、
挑
合
と
買
島
に
つ
い
て
「
挑
・
買
は
律
に
縛
せ

ら
れ
、
倶
に
辺
穏
に
苦
し
む
1

一
(
『
後
村
先
生
大
全
集
』
巻
一

O
一一題酸、

程
垣
詩
巻
〉
と
述
べ
て
い
る
。
劉
克
荘
の
ヰ
一
一
口
う
「
苦
」
と
は
、
明
ら

か
に
詩
作
に
お
け
る
苦
し
み
、
苦
吟
の
姿
勢
を
意
味
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
恐
ら
く
、
厳
羽
の
説
く
清
背
の
「
苦
」
も
、
生
活
面
の
関

苦
と
は
別
に
、
詩
作
上
の
辛
苦
と
い
う
意
味
合
い
を
持
つ
言
葉
と
考

え
て
い
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
挑
合
と
寅
島
を
「
苦
吟
」
と
い
う
点

か
ら
揺
る
見
方
が
現
れ
、
以
後
、
苦
吟
型
の
詩
人
と
し
て
挑
合
と
賀

島
は
一
ま
と
め
に
し
て
“
評
さ
れ
て
い
く
。

清
代
に
至
り
、
四
庫
館
毘
は
挑
合
の
詩
風
を
-
評
し
て
「
刻
一
意
苦

吟
、
笠
〈
捜
物
象
、
務
求
古
人
鰻
貌
所
未
到
」
(
『
四
庫
全
害
総
局
』
巻

一
五
一
『
挑
少
監
詩
集
提
要
』
〉
と
品
一
一
向
い
、
ま
た
吋
極
玄
集
提
要
』
で
も

「
合
宿
周
詩
刻
意
苦
吟
、
工
於
鈷
綴
小
景
、
捜
求
新
一
一
意
。
而
刻
童
太
甚
、

流
於
織
灰
者
、
交
復
不
少
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
務
求
古
人
盤
貌
所
未

到
」
や
「
捜
求
新
一
意
」
の
評
語
は
、
張
為
の
一
一
一
口
う
、
斬
新
と
い
う
意

味
で
の
「
清
奇
」
の
「
奇
」
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

「
工
於
結
綴
小
景
」
や
「
流
於
織
灰
者
」
の
評
語
は
、
元
初
の
方
回
の

五

「
挑
の
詩
専
ら
小
結
褒
粍
在
り
」
に
始
ま
る
、
挑
合
が
詩
に
描
く
世
界

の
視
野
の
狭
さ
と
、
気
象
の
小
さ
さ
に
つ
い
て
の
指
摘
を
受
け
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

挑
合
と
寅
島
の
接
点
は
、
俗
気
が
な
く
斬
新
な
詩
風
と
い
う
と
こ

ろ
に
ま
ず
見
出
さ
れ
た
。
そ
れ
が
次
第
に
専
ら
「
苦
吟
」
と
い
う
点
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か
ら
同
一
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
は
、
方
図
ら
の
一
一
一
口
を
受

け
て
、
挑
合
と
翼
島
と
の
閣
に
優
劣
を
つ
け
て
日
評
す
る
よ
う
に
な
っ

て
来
た
と
考
え
ら
れ
る
。
人
々
の
芸
術
的
噌
好
や
審
美
基
準
と
い
っ

た
も
の
は
時
代
の
推
移
に
よ
っ
て
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
こ
の

種
の
変
化
は
、
時
と
し
て
非
常
に
大
き
い
。
し
た
が
っ
て
前
人
の
審

美
判
断
は
、
後
人
に
と
っ
て
時
に
理
解
し
が
た
い
も
の
と
な
る
。
し

か
し
、
あ
る
一
一
期
を
過
度
に
注
視
す
る
が
故
に
、
前
人
の
意
見
を
無

批
判
に
受
け
入
れ
て
し
ま
い
、
偏
っ
た
評
価
を
下
し
て
し
ま
う
こ
と

も
ま
た
否
め
な
い
。
筆
者
は
、
従
来
の
挑
合
に
対
す
る
認
識
も
、

「
苦
吟
い
と
い
う
言
葉
に
拘
泥
し
す
ぎ
る
、
偏
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

以
下
に
、
単
な
る
「
苦
吟
」
と
い
う
詩
作
態
度
だ
け
で
な
く
、
挑
・

貨
の
詩
作
へ
の
取
り
組
み
方
全
般
を
視
野
に
入
れ
て
、
挑
合
の
独
自

性
を
浮
き
彫
り
に
し
て
み
た
い
。

詩
作
へ
の
こ
だ
わ
り
!
官
職
と
の
関
わ
り
を
通
じ
て

こ
こ
で
は
、
挑
合
・
貿
島
が
宮
織
と
詩
作
へ
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ

て
い
く
の
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
、
彼
ら
の
相
違
点
を
考
え
て
み
た

い
。
詩
作
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
を
詩
の
主
題
、
あ
る
い
は
素
材
と
し

て
詩
に
詠
ず
る
こ
と
は
、
社
甫
の
作
品
中
に
す
で
に
見
ら
れ
、
ま
た

挑
合
や
賀
島
に
限
ら
ず
、
一
読
郊
・
李
賀
な
ど
の
一
群
の
中
唐
詩
人
に

共
通
す
る
現
象
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
「
苦
吟
」
や
「
閑
吟
い
と
い
う

言
葉
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
私
。

寅
島
・
孟
郊
ら
の
作
品
中
で
、
詩
作
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
と

し
て
、
一
ー
鮮
の
吟
ず
る
吾
れ
為
に
聞
く
も
、
吾
れ
の
歌
う
蝉
量
に
開

か
ん
や
」
(
賀
島
「
寄
劉
棲
楚
」
)
、
「
黙
黙
と
し
て
朝
夕
空
し
く
、
苦
吟

誰
か
開
く
を
喜
ば
ん
」
(
同
「
秋
暮
」
)
、
「
悪
し
き
詩
は
皆
官
を
得
、

好
き
詩
は
空
し
く
山
を
抱
く
」
〈
孟
郊
「
懐
悩
」
〉
、
「
一
生
空
し
く
詩
を

吟
ず
、
覚
え
ず
白
頭
と
成
る
を
」
ハ
向
「
迭
麗
郎
中
汀
」
)
な
ど
が
あ
げ

ら
れ
る
。
彼
ら
の
詩
作
へ
の
一
言
及
は
こ
れ
だ
け
に
限
ら
れ
る
わ
け
で

は
な
い
が
、
こ
れ
ら
数
例
の
中
に
、
彼
ら
の
詩
作
に
関
す
る
基
本
的

な
考
え
方
が
見
て
取
れ
る
。
寅
島
や
孟
郊
は
、
自
分
の
詩
を
喜
ん
で

開
く
者
が
無
く
、
優
れ
た
詩
の
た
め
に
却
っ
て
社
会
か
ら
は
疎
ま

れ
、
空
し
く
詩
を
一
詠
み
続
け
て
老
い
さ
ら
ば
え
て
行
く
、
と
一
一
一
口
う
よ

う
に
、
概
し
て
詩
作
す
る
自
己
あ
る
い
は
詩
人
を
、
否
定
的
あ
る
い

七

は
自
虐
的
に
と
ら
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
資
島
・

孟
郊
ら
が
共
に
生
涯
官
途
の
閣
に
お
い
て
不
遇
で
あ
っ
た
こ
と
と
関

係
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
間
一
多
は
「
寅
島
」
で
、
官
職
と
詩
作
に
つ

い
て
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
要
約
す
る
と
「
官
職
に
つ
い
て
い

な
い
年
若
い
知
識
人
は
詩
を
作
る
ほ
か
に
す
る
こ
と
が
な
く
、
同
時

に
そ
れ
が
唯
一
の
出
世
街
道
だ
っ
た
。
万
一
作
っ
た
詩
が
規
格
外
で

あ
る
か
、
詩
に
問
題
が
な
く
て
も
そ
の
人
の
運
が
悪
け
れ
ば
、
一
生

涯
詩
を
作
り
続
け
て
い
る
し
か
な
い
。
賀
島
こ
そ
正
に
こ
の
異
様
な
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八

制
度
の
犠
牲
だ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

官
職
を
得
て
世
に
出
ん
が
た
め
に
詩
作
に
励
む
。
し
か
し
、
そ
の

う
た
う
歌
は
他
人
か
ら
排
せ
ら
れ
、
プ
ラ
イ
ド
は
傷
つ
け
ら
れ
る
。

か
と
い
っ
て
詩
作
を
あ
き
ら
め
る
こ
と
は
、
同
時
に
官
途
の
夢
を
放

棄
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
事
は
こ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
か
っ
た
に

せ
よ
、
資
島
や
孟
郊
ら
は
、
理
想
と
現
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
と
、
そ
こ

に
潜
む
矛
届
に
気
づ
き
な
が
ら
も
、
堂
々
巡
り
を
繰
り
返
し
、
結
昂

詩
作
に
の
め
り
込
む
し
か
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
挑
合
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
。
元
和
十
一
年
、
進
士

及
第
を
果
た
し
た
挑
合
は
、
武
功
県
主
簿
を
皮
切
り
に
役
人
生
活
の

ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た
。
当
時
の
五
一
一
一
一
口
律
詩
の
連
作
『
武
功
勝
中
作
三

十
首
』
は
、
挑
合
の
代
表
作
と
し
て
し
ば
し
ば
取
上
げ
ら
れ
る
が
、

我
々
は
そ
の
中
に
、
挑
合
の
官
途
に
対
す
る
考
え
方
や
、
彼
の
性
情

を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

例
え
ば
挑
合
は
、
「
方
に
拙
し
天
然
の
性
、
官
と
為
る
も
是
れ

事
に
疏
し
」
ハ
「
武
功
鮮
中
作
三
十
首
、
其
ニ
」
〉
、
「
自
ら
知
る
狂
僻
の
性
、

吏
事
国
よ
り
相
疏
ん
ず
」
(
「
武
功
勝
中
作
一
一
一
十
首
、
其
二
十
九
」
)
の
よ

う
に
、
自
身
の
性
質
、
が
拙
に
し
て
狂
僻
で
あ
り
、
官
職
に
あ
る
が
世

事
に
は
疎
く
、
公
務
を
煩
わ
し
く
思
う
、
と
い
う
こ
と
を
頻
り
に
う

た
う
。
さ
ら
に
、
「
身
を
養
う
を
好
事
と
成
し
、
此
の
外
更
に
空
慶
な

り
」
ハ
「
武
功
螺
中
作
三
十
首
、
其
二
」
〉
、
「
早
く
帰
体
の
計
を
作
し
、
深

く
居
り
て
比
の
身
を
養
わ
ん
」
ハ
「
武
功
勝
中
作
一
一
一
十
首
、
共
一
一
一
」
)
、
「
関

を
愛
し
て
病
仮
を
求
め
、
酔
に
図
り
て
官
方
を
棄
つ
」
ハ
「
武
功
勝
中

作
一
一
一
十
首
、
其
七
」
〉
、
「
長
く
憶
う
青
山
の
下
、
深
く
居
り
て
性
情
を

遂
ぐ
る
を
」
(
「
武
功
勝
中
作
一
一
一
十
首
、
英
二
十
人
」
〉
と
う
た
う
よ
う
に
、

役
人
生
活
に
別
れ
を
告
げ
、
静
穏
な
場
所
で
身
を
養
っ
て
生
き
る
こ

と
へ
の
願
望
を
表
現
し
て
い
る
。
無
論
、
詩
人
の
真
実
の
姿
が
、
常

に
そ
の
作
品
に
投
影
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
し
、
詩
的
虚
構
と

い
う
こ
と
も
想
定
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
斯
く
も
頻
繁
に

官
途
に
対
し
て
悟
淡
な
様
子
を
描
く
と
い
う
こ
と
は
、
挑
合
の
関
心

が
、
官
途
よ
り
も
私
生
活
の
充
足
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
十
分

に
裏
付
け
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
挑
合
は
自
身
の
官
を
表
現
す
る
際
、
「
官
卑
く
し
て
長
に

事
少
な
く
、
県
僻
に
し
て
又
た
城
無
し
」
(
「
遊
春
十
二
首
、
其
二
」
)
の

如
く
、
し
ば
し
ば
「
卑
」
「
小
」
「
微
」
な
ど
の
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ

の
一
言
葉
と
結
び
付
け
る
傾
向
が
あ
る
。
「
官
卑
」
「
県
僻
」
な
ど
の
言

葉
は
、
詩
人
が
謙
遜
を
表
す
場
合
に
用
い
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ

り
、
時
と
し
て
、
謙
遜
と
は
別
に
詩
人
の
現
状
に
対
す
る
不
満
の
意

を
内
包
す
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
卑
官
還
っ
て
思
し
か
ら

ず
、
行
止
選
蓬
を
得
た
り
」
(
「
遊
春
十
二
首
、
其
十
」
)
、
「
生
を
養
う

に
宜
し
く
県
は
僻
な
る
べ
し
、
ロ
悶
を
説
く
に
官
の
微
な
る
を
車
問
、
ぷ
」

ハ
「
武
功
練
中
作
三
十
首
、
其
二
十
二
」
)
と
い
っ
た
う
允
い
ぶ
り
や
、
先
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述
し
た
挑
合
の
官
途
に
対
す
る
括
淡
な
様
子
と
照
合
す
れ
ば
、
こ
れ

ら
「
卑
官
」
「
小
官
」
「
徴
官
」

E
m僻
」
は
、
貧
し
い
生
活
や
不
遇

感
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
挑
合
に
と
っ
て
自
由
な

時
間
と
い
う
プ
ラ
ス
要
素
を
も
た
ら
す
き
っ
か
け
と
し
て
表
現
さ
れ

て
い
る
、
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
自
由
な
時
間
を
獲
得
し
た
挑
合
は
、
詩
作
と
ど
の
よ
う
に

関
わ
っ
て
い
く
の
か
。
次
の
詩
を
見
て
み
よ
う
。

山
居
寄
友
人

溺
在
山
阿
裏
独
り
山
河
の
裏
に
在
り

朝
朝
途
性
情
朝
割
引
性
情
を
遂
ぐ

暁
泉
和
雨
務
暁
泉
市
に
和
し
て
務
ち

秋
州
上
縞
生
秋
草
橋
に
上
が
り
て
生
ず

閤
客
始
枯
酒
客
に
因
っ
て
始
め
て
酒
を
活
い

借
書
方
到
城
蓄
を
借
り
ん
と
し
て
方
め
て
裁
に
到
る

詩
情
明
白
遺
詩
情
柳
か
自
ら
遺
る

不
是
越
盤
名
走
れ
芦
名
を
桧
う
に
あ
ら
ず

挑
合
を
取
り
巻
く
の
は
、
静
穏
で
冷
冷
と
し
た
空
間
で
あ
る
。
彼

に
と
っ
て
愛
す
べ
き
は
斯
か
る
生
活
空
間
で
あ
り
、
そ
の
中
で
の
詩

作
行
為
は
自
ら
ひ
と
と
き
憂
さ
を
は
ら
し
、
性
を
養
う
た
め
の
も
の

で
あ
っ
て
、
決
し
て
世
俗
的
な
名
声
を
得
る
た
め
の
手
段
で
は
な

、。、.v

関
居
晩
夏

閑

唐

無

事

援

閑

居

の

擾

う

無

く

醤
病
亦
多
一
詮
旧
病
亦
多
く
疫
ゆ

選
字
詩
中
老
字
を
選
ん
で
は
詩
中
に
老
い

若
山
屋
外
眠
凶
を
看
て
は
屋
外
に
限
る

片
霞
俊
一
落
日
片
霞
落
日
を
侵
し

繁
葉
昭
鳴
蝉
繁
葉
鳴
蝉
咽
ぶ

針
比
心
還
柴
此
れ
に
対
す
れ
ば
心
は
還
た
楽
し

誰
知
乏
配
銭
誰
か
知
ら
ん
酒
銭
の
乏
し
き
を

静
穏
な
空
間
、
自
由
な
時
間
の
中
、
出
来
の
病
は
自
然
に
癒
え
て

い
く
。
閑
居
は
、
挑
合
に
私
的
生
活
の
充
足
を
実
現
さ
せ
る
空
間
な

の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
詩
作
に
関
わ
っ
て
い
く
自
身
の
姿

を
、
挑
合
は
「
選
字
詩
中
老
」
即
ち
、
「
詩
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
を

摸
索
し
て
い
る
う
ち
に
、
い
つ
の
ま
に
か
老
い
て
い
く
」
と
表
現
し

て
い
る
。
「
山
居
寄
友
人
」
詩
に
う
た
う
よ
う
に
、
挑
合
に
と
っ
て

詩
作
が
性
を
養
う
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
「
詩
中
に
老
い
」
て
い

く
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
の
性
情
を
遂
げ
つ
つ
、
老
い
を
忘
れ
る
ほ

ど
、
詩
作
に
没
頭
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
よ
り
よ
い
表
現

を
追
求
せ
ん
が
た
め
に
「
字
を
選
び
」
、
詩
作
に
腐
心
す
る
こ
と
は
、

確
か
に
あ
る
種
の
苦
痛
を
伴
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
挑
合
に
と

っ
て
そ
れ
は
心
地
よ
い
苦
痛
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
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寅
島
や
孟
郊
は
、
先
述
の
如
く
、
報
わ
れ
る
こ
と
の
無
い
空
し
い

営
為
の
う
ち
に
老
い
さ
ら
ば
え
て
い
く
、
と
う
た
っ
た
。
詩
作
と
関

わ
り
な
が
ら
「
老
い
い
て
い
く
点
で
は
、
挑
合
と
何
ら
変
わ
る
と
こ

ろ
は
な
い
。
し
か
し
、
詩
作
が
己
を
傷
つ
け
、
苦
し
め
、
否
定
す
る

も
の
で
あ
る
と
認
識
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
続
け
ざ
る
を
得
な
い
資

島
や
孟
郊
と
、
詩
作
が
己
に
生
き
る
喜
び
を
与
え
る
も
の
と
認
識

し
、
自
ら
進
ん
で
詩
作
に
の
め
り
込
む
挑
合
と
で
は
、
同
じ
詩
作
へ

の
こ
だ
わ
り
と
い
っ
て
も
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
異
な
る
の

で
あ
る
。

挑
合
の
描
く
空
間
i
i狭
小
な
視
野
と
あ
り
ふ
れ
た
日
常

前
節
で
は
、
挑
合
が
官
途
に
悟
淡
で
、
私
的
生
活
の
充
足
に
価
値

を
見
出
し
、
詩
作
に
没
頭
す
る
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
こ
で
は
、
挑
合

詩
に
頻
出
す
る
い
く
つ
か
の
言
葉
を
て
が
か
り
に
、
彼
が
描
き
続
け

る
空
間
の
特
徴
と
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
次
の
詩
を

見
て
み
よ
う
。

寓
年
勝
中
雨
夜
曾
宿
寄
皇
甫
旬

皇
甫
旬
に
寄
す

肘
脚
部
綱
還
寂
葉
県
斎

タ
雨
洗
蒼
苔
タ
雨

清
集
燈
徴
潤
清
気

万
年
県
中
前
夜
合
宿
し
て

還
た
寂
・
奨

蒼
苔
を
洗
う

燈
微
か
に
潤
い

寒
援
竹
共
来
寒
声
竹
と
共
に
来
る

議
移
上
階
近
虫
は
移
り
階
に
上
っ
て
近
づ
き

客
起
到
門
過
客
は
起
ち
内
に
到
っ
て
廻
る

想
得
吟
詩
庭
想
い
得
た
り
吟
詩
の
処

唯
臆
掛
酒
杯
唯
だ
応
に
酒
杯
に
対
す
べ
し

夕
暮
れ
持
の
静
寂
な
県
斎
が
詩
の
舞
台
で
あ
る
。
持
り
し
き
る
雨

は
、
苔
の
挨
を
洗
い
清
め
、
竹
の
葉
を
鳴
ら
す
雨
音
は
、
涼
気
を
伴

っ
て
室
内
へ
入
り
込
む
。
虫
は
雨
を
避
け
て
階
に
の
ぼ
り
、
客
は
立

ち
あ
が
る
と
入
り
口
の
辺
り
を
歩
き
回
り
な
が
ら
、
雨
を
見
遣
っ
て

い
る
。
詩
に
は
、
何
の
変
哲
も
な
い
雨
の
夕
暮
れ
時
の
様
子
が
展
開

さ
れ
て
い
る
。
一
匂
自
と
一
一
一
句
自
に
そ
れ
ぞ
れ
、
「
寂
実
」
「
清
気
」

と
見
え
る
よ
う
に
、
挑
合
の
詩
に
拾
か
れ
る
詩
人
を
取
り
閤
む
空
間

は
、
「
静
」
「
清
」
「
幽
」
「
暗
」
な
ど
の
一
言
葉
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
。
ま
た
「
タ
雨
」
の
如
く
、
「
雨
」
「
泉
」
「
池
」
「
露
」

な
ど
、
水
に
関
わ
る
事
柄
が
し
ば
し
ば
う
た
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、

冷
や
や
か
さ
と
同
時
に
、
清
浄
さ
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
静

穏
・
冷
暗
・
清
浄
な
空
間
を
描
写
す
る
こ
と
は
、
寅
島
の
詩
と
も
か

な
り
の
部
分
で
共
通
し
て
い
る
。
挑
合
・
寅
島
の
両
者
が
、
僧
侶
と

頻
繁
に
交
流
し
て
い
た
の
は
周
知
の
こ
と
だ
が
、
僧
侶
と
の
交
わ
り

も
、
挑
合
・
寅
島
が
斯
か
る
空
間
を
好
ん
で
描
く
こ
と
と
何
ら
か
の

関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
張
為
が
「
俗
気
が
無
い
」
と
い
う
点
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に
挑
合
と
資
島
の
共
通
性
を
認
め
た
の
は
、
彼
ら
が
詩
に
描
き
出
す

こ
の
よ
う
な
空
間
に
注
目
し
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

次
の
詩
は
、
挑
合
が
杭
州
制
約
史
の
任
に
当
っ
て
い
た
当
時
に
よ
ま

れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
、
そ
こ
に
展
開
さ
れ
る
空
間
も
「
高
年
懸
中

雨
夜
禽
宿
寄
皇
甫
勾
」
詩
と
ほ
ぼ
閉
じ
様
棺
を
呈
し
て
い
る
。

杭
州
官
合
部
事

臨
江
府
署
清
江
に
臨
み
府
署
清
し

関
臥
復
閑
行
関
臥
復
た
問
問
行

苔
蘇
疏
慶
色
苔
蘇
塵
色
を
疏
い

桔
椀
出
荷
盤
梧
桐
雨
戸
を
出
す

漸
除
身
外
事
漸
く
身
外
の
事
を
除
き

舵
畑
作
道
家
名
踏
に
道
家
の
名
を
作
す

一
史
喜
仙
山
一
泡
更
に
喜
ぶ
仙
山
の
近
く
し
て

庭
部
薬
自
生
庭
前
薬
自
ず
か
ら
生
ず
る
を

詩
題
に
見
え
る
「
官
舎
」
は
、
州
県
の
制
約
史
や
県
令
の
た
め
に
治

所
に
立
て
ら
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
郡
斎
」
「
県
斎
」
と
呼
ば
れ
る
も

の
で
あ
る
。
郡
斎
や
偶
然
斎
は
公
府
と
し
て
政
務
を
執
る
場
所
で
あ
る

と
同
時
に
、
県
令
や
刺
史
の
私
的
な
居
住
空
間
で
も
あ
っ
た
。
加
縁

に
建
つ
官
舎
は
、
あ
た
か
も
河
水
に
洗
わ
れ
た
か
の
よ
う
な
、
清
浄

な
行
ま
い
を
見
せ
て
い
る
。
挑
合
は
室
内
に
悠
々
と
横
た
わ
っ
て
、

梧
桐
の
葉
を
ぬ
ら
す
雨
の
心
地
よ
い
饗
き
に
耳
を
傾
け
、
庭
先
を
そ

ぞ
ろ
歩
き
し
て
は
、
墜
挨
を
洗
い
落
と
し
た
苔
の
美
し
い
育
さ
に
自

を
留
め
る
。
挑
合
は
、
清
浄

-mm静
な
空
間
に
身
を
お
い
て
、
ひ
と

と
き
身
辺
の
潰
事
を
忘
れ
て
い
く
。
詩
の
後
半
に
連
続
し
て
現
れ

る
、
「
道
家
」
「
他
山
」
「
薬
」
な
ど
の
一
一
一
一
同
案
に
、
人
知
れ
ず
穏
者
然

と
し
た
生
活
を
享
受
す
る
挑
合
の
姿
が
う
か
が
え
よ
一
%
。
杭
州
制
約
史

と
い
え
ば
、
そ
の
口
問
階
は
か
な
り
上
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ
、
政
治
的
実

権
も
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
詩
中
に
登

場
す
る
挑
合
は
、
官
途
に
就
い
た
当
初
と
変
わ
る
こ
と
な
く
、
公
職

の
煩
わ
し
さ
を
意
識
的
に
避
け
、
私
的
生
活
の
充
足
を
追
求
し
て
い

る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
詩
の
三
勾
自
に
も
「
苔
蘇
」
と
あ
る
よ
う
に
、
挑
合

の
詩
に
頻
出
す
る
の
は
、
「
高
年
勝
中
雨
夜
禽
宿
寄
皇
甫
旬
」
詩
二

句
毘
の
「
蒼
苔
」
や
、
五
句
自
の
「
議
」
と
い
っ
た
、
蜜
、
費
、
蝶
、

苔
、
蘇
な
ど
の
徴
結
な
昆
虫
や
植
物
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
徴
細
な

物
ヘ
自
を
む
け
、
そ
れ
を
繰
り
返
し
描
写
す
る
の
も
、
挑
合
・
寅
島

}

一

に
共
通
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
し
か
し
、
間
じ
く
徴
細
な
物
へ
自
を
む

け
る
と
は
言
っ
て
も
、
荷
者
の
好
み
や
描
き
出
す
世
界
に
は
、
大
き

な
違
い
が
あ
る
。
翼
島
の
詩
に
措
か
れ
る
微
細
な
物
の
特
徴
に
つ
い

て
、
い
く
つ
か
の
例
を
あ
げ
て
見
て
み
よ
う
。

欝
吏
封
管
鎗
埼
吏
は
宵
鎗
を
封
じ

行
蛇
入
古
橋
行
蛇
は
古
橋
に
入
る
(
「
題
長
江
」
〉
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鉱
山
秋
木
内
八
乱
山
秋
木
の
穴

裏
有
議
蛇
臓
裏
に
霊
蛇
の
蔵
る
る
有
り
ハ
「
贈
信
」
〉

綾
館
秋
壁
出
廃
館
秋
鐙
出
で

空
域
接
雨
来
空
域
寒
雨
来
る
ハ
「
泥
腸
館
」
〉

賛
従
枯
樹
出
鐙
は
枯
樹
よ
り
出
で

設
入
破
階
臓
蛮
は
破
れ
し
階
に
入
り
て
蔵
る
(
「
寄
拐
遜
」
〉

潟
苔
鮎
樹
痩
湿
苔
樹
療
に
鮎
り

海
布
糠
一
房
巷
深
布
一
房
審
に
綴
ん
¥
(
「
寄
貌
少
府
」
〉

寅
島
の
自
に
留
ま
る
の
は
、
穴
ぐ
ら
に
潜
む
蛇
で
あ
り
、
壊
れ
か

け
た
建
物
や
朽
ち
か
け
た
木
の
周
り
を
、
怪
し
げ
な
光
を
放
っ
て
飛

ぶ
愛
で
あ
り
、
じ
っ
と
り
粘
り
つ
く
苔
で
あ
る
。
寅
島
は
微
細
な
物

を
描
く
に
し
て
も
、
よ
り
奇
怪
で
病
的
な
物
、
粘
着
質
な
物
に
執
着

す
る
傾
向
が
あ
る
と
い
え
る
。
芦
立
一
郎
氏
は
、
国
民
島
の
こ
れ
ら
の

表
現
が
、
「
奇
笹
な
あ
る
い
は
不
快
な
印
象
を
与
え
」
、
寸
感
情
的
構

緒
的
対
応
を
抑
制
し
つ
つ
淡
々
と
不
快
な
対
象
を
詩
に
取
り
上
げ
」
、

「
冷
静
な
グ
ロ
テ
ス
グ
」
で
あ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘

一
二

し
て
い
る
。
確
か
に
、
向
じ
水
気
を
帯
び
た
苔
を
描
く
時
、
挑
合
は

挨
が
洗
い
流
さ
れ
た
清
ら
か
さ
や
青
さ
に
注
目
し
、
寅
島
は
木
の
療

に
緩
い
つ
く
じ
め
じ
め
と
し
た
点
に
自
を
向
け
て
い
る
。
ま
た
石
段

と
虫
を
取
り
合
わ
せ
て
表
現
す
る
に
し
て
も
、
賀
島
は
壊
れ
た
石
段

の
際
関
を
設
定
し
、
そ
こ
に
入
り
込
む
陰
湿
な
形
象
と
し
て
コ
オ
ロ

ギ
を
登
場
さ
せ
る
。
寛
島
の
こ
れ
ら
の
表
現
が
、
挑
合
の
そ
れ
と
は

具
な
り
、
我
々
に
不
快
な
イ
メ
ー
ジ
を
想
起
さ
せ
る
の
は
明
ら
か
で

あ
る
。
寅
島
の
好
む
、
こ
れ
ら
微
細
な
物
が
詩
中
に
点
ぜ
ら
れ
る

時
、
静
寂
の
安
寧
は
絞
ら
れ
、
寒
々
と
凍
て
つ
き
枯
渇
し
た
、
非
日

常
的
な
世
界
が
出
現
す
る
。
こ
れ
ら
の
空
間
は
、
或
い
は
賀
島
の
精

神
世
界
の
投
影
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

挑
合
は
、
先
述
し
た
四
庫
館
庄
の
「
工
於
黙
綴
小
景
」
と
い
う
評

語
の
如
く
、
極
め
て
卑
近
で
狭
小
な
視
野
に
立
脚
し
て
、
己
を
と
り

ま
く
空
間
を
描
い
て
い
く
。
先
に
取
上
げ
た
こ
首
の
詩
の
場
面
設
定

か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
挑
合
が
狭
小
な
視
野
か
ら
見
据
え
る
の

は
、
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
日
常
空
間
で
あ
る
。
最
後
に
次
の
詩
を
見
て

み
よ
う
。

く33) 

関
居
謹
一
懐
十
首
英
五

永
日
蔚
煙
紹
永
日
厨
煙
絶

何
曾
暫
緩
吟
何
ぞ
曾
て
暫
く
吟
ず
る
を
廃
せ
ん

潟
詩
随
思
絹
間
関
詩
患
い
に
槌
い
て
続
り

小
配
恋
情
制
問
小
酒
情
を
怒
ま
ま
に
し
て
酪
む

若
月
鎌
松
密
月
を
若
て
は
松
の
密
な
る
を
嫌
い

垂
総
愛
水
深
総
を
垂
れ
て
は
水
の
深
き
を
愛
す

世
間
多
少
事
世
間
多
少
の
事
ぞ

無
事
可
腐
心
事
と
し
て
心
に
関
る
べ
き
も
の
無
し



煮
炊
き
す
る
火
が
厨
一
房
か
ら
消
え
て
、
も
う
随
分
長
い
。
詩
は
挑

合
の
貧
し
い
現
実
生
活
、
し
か
も
厨
房
と
い
う
極
め
て
生
活
に
密
着

し
た
場
所
の
描
写
か
ら
始
ま
る
。
厨
一
局
に
火
の
気
の
無
い
の
は
、
あ

る
意
味
で
異
常
な
状
態
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
二
勾
自

の
「
何
曾
暫
媛
吟
」
と
あ
わ
せ
見
れ
ば
、
「
煙
の
絶
え
た
厨
一
房
」
と

い
う
表
現
は
、
貧
函
の
程
度
を
誇
張
す
る
と
同
時
に
、
た
と
え
常
識

的
に
見
て
異
常
と
思
わ
れ
る
状
況
下
に
あ
っ
て
も
、
う
た
う
こ
と
は

や
め
な
い
の
だ
と
い
う
、
銚
合
の
詩
作
へ
の
こ
だ
わ
り
を
際
立
た
せ

る
た
め
の
道
具
立
て
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
詩
に
強
か
れ
る
の
は
、

貧
踏
を
も
ま
る
で
意
に
介
さ
ず
、
気
の
向
く
ま
ま
に
酒
を
酌
み
、
月

を
愛
で
、
釣
り
に
興
じ
、
詩
作
に
耽
る
、
挑
合
の
自
出
向
な

5
常
生
活

で
あ
っ
て
、
決
し
て
貧
協
に
端
ぐ
挑
合
の
姿
で
は
な
い
。
「
厨
短
絡
」

と
い
う
、
本
来
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
さ
せ
る
表
現
も
、
前
節

で
述
べ
た
「
卑
官
」
等
の
言
葉
と
同
様
に
、
挑
合
に
と
っ
て
、
自
由

な
時
間
あ
る
い
は
精
神
の
自
由
と
い
っ
た
プ
ラ
ス
面
を
も
た
ら
す
も

の
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
挑
合
は
あ
り
ふ
れ
た
臼
常
と
、
自
己
の
満
た
さ
れ

一

一

一

一

一

回

た
私
的
空
間
、
そ
し
て
詩
作
す
る
自
己
を
淡
々
と
描
写
し
続
け
る
。

さ
て
、
挑
合
が
い
く
ら
官
途
に
対
し
て
情
淡
な
態
度
を
一
万
す
と
は

い
え
、
官
職
が
生
活
の
基
盤
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ

を
真
っ
向
か
ら
否
定
し
、
放
棄
で
き
る
わ
け
が
無
い
。
実
生
活
で

は
、
競
合
も
決
し
て
詩
作
だ
け
に
没
頭
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、

方
で
政
治
的
活
動
を
続
け
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
役
人
と
し
て
よ

り
も
、
詩
人
と
し
て
生
き
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
理
念
と
し
て
は
成

立
し
て
も
、
実
行
に
移
す
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
詩
人
と
し

て
生
き
る
願
い
は
実
生
活
の
上
で
は
実
現
し
得
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ

挑
合
は
、
前
節
で
取
上
げ
た
い
く
つ
か
の
詩
に
も
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
せ
め
て
詩
作
す
る
自
身
の
姿
を
、
そ
の
詩
空
間
に
投
影
し
続
け

一五

ょ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
付
言
す
れ
ば
、
銚
合
の

か
か
る
詩
作
態
度
は
、
詩
作
が
俗
世
的
な
存
在
を
超
越
し
た
も
の
だ

と
い
う
文
学
意
識
、
あ
る
い
は
価
値
観
の
変
転
に
よ
る
も
の
と
推
測

で
き
よ
う
。
銚
合
の
詩
に
描
か
れ
る
狭
小
な
日
常
空
間
は
、
一
一
一
一
向
う
な

れ
ば
彼
に
と
っ
て
詩
人
と
し
て
自
由
に
生
き
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
唯

一
の
空
間
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

(担__)_

お
わ
り
に

同
時
代
に
生
き
る
、
挑
合
と
頁
島
が
共
通
す
る
側
面
を
持
ち
、
相

互
に
影
響
し
合
っ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
、
彼

ら
の
歩
い
た
道
や
背
負
っ
て
い
た
も
の
が
違
う
以
上
、
そ
の
個
性
に

は
自
ず
と
違
い
が
生
じ
る
。

詩
人
が
問
時
に
官
僚
で
あ
っ
た
こ
の
時
代
、
彼
ら
が
政
治
に
志
す

の
は
建
前
と
し
て
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
伝
統
的
文
学
観



か
ら
言
え
ば
、
詩
と
は
ま
ず
政
治
や
社
会
に
資
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
挑
合

は
、
官
織
に
つ
い
た
当
初
か
ら
私
的
空
間
の
充
足
を
第
一
義
と
し
、

本
来
建
前
と
し
て
歌
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
、
己
の
政
治
的

一六

抱
負
や
社
会
状
況
を
反
映
す
る
詩
を
歌
お
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
彼

は
詩
作
に
生
き
る
喜
び
を
感
じ
、
詩
人
と
し
て
生
き
る
己
を
詩
中
に

実
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
伝
統
的
儒
家
的
文
学

一七

観
か
ら
脱
皮
し
、
詩
作
そ
の
も
の
に
倒
倍
を
見
出
そ
う
と
い
う
、
挑

合
な
り
の
営
為
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
狭
小
な
視
点
に
立
脚
し
て
日

常
生
活
を
淡
々
と
描
写
し
、
伝
統
的
文
学
観
に
と
ら
わ
れ
な
い
銚
合

の
詩
作
態
度
も
、
中
唐
期
以
降
に
生
み
出
さ
れ
て
い
く
様
々
な
新
し

い
価
値
観
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
筆
者
は
考
え
る
。

士川仙
一
挑
合
の
詩
集
は
、
明
間
部
議
刊
』
所
収
影
印
閉
山
抄
本
『
銚
少
監
詩
集
b

十
巻
(
五

O
入
嘗
〉
と
、
『
全
唐
詩
』
桃
合
詩
七
巻
と
が
比
絞
的
百
に
し

や
す
い
O

司2b

存
す
る
挑
人
合
戸
官
ロ
の
作
品
は
五
一
三
一
ニ
一
六
首
を
数
え
る

Q

本
稿
の
挑
合
詩
及
び
倍
の

詩
人
の
作
品
は
『
全
唐
詩
』
に
よ
っ
た
。

二
荒
芥
健
「
寅
島
」
(
『
中
国
文
学
報
』
第
十
冊
、
一
九
五
九
〉
六
八
J
七

O
頁
、
花
一
房
英
樹
司
自
活
易
研
究
』
ハ
世
界
思
想
社
、
一
九
七
一
〉
一
八

一一

l
一
八
六
一
良
夫
五
〉
挑
合
贈
答
集
団
」
を
参
照
の
こ
と
。

一
ニ
挑
合
を
貿
島
の
亜
流
、
あ
る
い
は
追
随
者
と
見
な
す
の
は
、
元
初
の
方

部
『
蹴
斐
律
髄
一
』
巻
十
春
日
類
に
お
け
る
「
遊
春
十
二
首
」
其
九
、
其
十

に
つ
い
て
の
、
「
挑
少
監
合
、
初
潟
武
加
尉
、
有
詩
盤
、
世
稽
潟
挑
武
功
。

興
費
島
問
時
国
和
後
、
:
:
:
詩
亦
一
時
新
鐙
也
、
市
格
卑
於
島
、
細
巧
財

或
過
之
」
と
い
う
評
語
あ
た
り
か
ら
始
ま
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

由
貿
島
が
終
生
科
挙
に
合
格
で
き
ず
貧
窮
し
た
の
に
対
し
て
、
挑
合
は
政

治
的
実
権
は
な
い
が
、
秘
書
少
監
と
い
う
比
較
的
高
官
に
ま
で
の
ぼ
っ

た
。
従
っ
て
両
者
の
後
半
生
の
命
運
に
は
著
し
い
設
が
あ
る
と
言
え
る
。

し
か
し
挑
合
も
四
十
歳
前
後
で
や
っ
と
官
途
に
つ
き
、
そ
の
後
も
数
年
間

僻
県
の
小
役
人
を
務
め
て
い
た
わ
け
だ
か
ら
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
両

者
の
前
半
生
の
境
遇
は
幾
分
似
通
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

五
司
競
苓
一
律
髄
』
巻
十
春
日
類
「
遊
春
」
詩
評
語
。

六
コ
古
吟
」
に
つ
い
て
は
、
岡
田
充
博
「
中
晩
唐
期
に
見
ら
れ
る
詩
文
学

へ
の
没
一
鎖
的
風
潮
に
つ
い
て

i
詩
人
達
の
文
学
的
自
覚
の
問
題
を
中
心
と

し
て
」

Q
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
』
文
学
二
六
、
一
九
八

O
)
に

詳
論
が
あ
る
。

七
芦
立
一
郎
「
寅
島
詩
試
探
」
(
『
山
形
大
学
紀
要
』
第
十
一
ニ
巻
第
一
号
、

一
九
九
自
)
四
一
一
一
一
良
参
照
。

入
『
間
同
一
多
全
集
』
巻
六
、
唐
詩
編
上
「
寅
島
」
(
湖
北
人
民
出
版
社
、
一

九
九
一
一
一
〉
参
照
c

九
閑
居
遺
懐
十
首
其
八
に
も
「
業
文
鑓
日
濯
、
不
是
潟
求
名
」
と
見
え
る
。

一
O

赤
井
議
久
氏
は
「
郡
斎
詩
に
つ
い
て
」
(
『
国
学
院
中
題
学
会
報
』
第

四
十
二
韓
、
一
九
九
六
〉
で
、
六
朝
一
期
お
よ
び
初
盛
唐
期
か
ら
中
唐
期
に

及
ぶ
「
郡
斎
詩
」
の
変
遷
を
考
え
る
上
で
、
業
応
物
が
重
要
な
位
置
を
占
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め
る
こ
と
を
指
摘
し
、
「
仕
官
の
場
で
あ
る
公
府
の
典
型
『
郡
斎
』
『
県

斎
』
に
あ
っ
て
、
隠
逸
と
等
し
く
世
事
と
一
橋
絶
し
て
精
神
の
自
由
を
標
拐

す
る
こ
と
は
、
処
世
観
か
ら
い
っ
て
き
わ
め
て
斬
新
で
あ
っ
た
」
と
述
べ

て
い
る
。
さ
ら
に
氏
は
、
意
応
物
の
郡
斎
詩
が
自
居
易
の
文
学
・
処
世
観

に
影
響
を
与
え
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
俄
か
に
は
断
じ
難
い
が
、
本
文
中

の
挑
合
の
詩
も
、
あ
る
い
は
意
応
物
・
白
居
易
の
線
上
に
位
置
す
る
も
の

か
も
し
れ
な
い
。

二
蒋
寅
『
大
潜
詩
風
』
〈
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
二
〉
第
五
章
「
時

間
与
空
間
」
に
、
大
磨
詩
人
が
日
常
生
活
の
描
写
に
巧
み
で
、
現
紹
な
物

象
に
注
目
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
彼
ら
の
詩
風
が
挑
・
買
の
一
派
を

開
く
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

一
一
一
注
七
前
掲
芦
立
論
文
四

O
八
頁
参
照
。

一
一
一
一
自
己
の
日
常
や
、
満
た
さ
れ
た
私
的
空
間
を
積
極
的
に
描
写
す
る
詩

人
と
し
て
、
白
居
易
が
あ
げ
ら
れ
る
。
出
居
易
の
場
合
、
江
川
左
濯
を
契

機
に
識
論
一
一
時
か
ら
閑
適
詩
へ
と
詩
作
の
章
一
心
が
移
行
し
て
い
っ
た
が
、
競

合
に
は
こ
の
よ
う
な
変
化
は
見
ら
れ
な
い
、
こ
こ
に
両
者
の
差
異
が
見
出

ぜ
ょ
う
。

一
回
挑
合
は
、
他
人
の
作
品
へ
の
批
評
や
賞
焚
と
い
っ
た
、
社
交
辞
令
的

な
も
の
を
含
め
、
そ
の
作
品
中
で
百
数
十
カ
所
も
詩
作
に
つ
い
て
言
及
し

て
い
る
。
中
で
も
特
徴
的
な
も
の
は
、
然
、
狭
な
物
境
と
作
詩
噌
好
と
を
麗

接
連
係
さ
ぜ
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
許
総
『
唐
詩
史
』
下
m
m
(
江
蘇

教
育
出
版
社
、
一
九
九
四
〉
参
殿
。

一
五
中
国
社
会
科
学
院
文
学
研
究
所
総
纂
『
賭
代
文
学
史
』
下
〈
人
民
文

学
出
版
社
、
」
九
九
五
〉
三
三
七
真
に
次
の
指
摘
が
あ
る
。
「
当
然
、
要

是
他
完
全
不
理
政
事
的
語
、
也
不
可
能
由
窮
布
達
。
着
来
挑
合
一
方
面
噂

酒
吟
詩
、
賞
花
種
竹
、
男
一
方
面
還
是
積
極
参
与
政
治
活
動
的
、
只
不
過

後
一
個
方
面
在
他
的
詩
車
線
少
得
到
反
映
、
他
的
詩
反
復
措
写
的
ん
乎
総

回
一
長
前
一
偲
方
面
、
也
就
是
説
明
他
的
愛
好
始
終
是
這
些
。
」

一
六
挑
合
の
作
品
で
、
現
実
社
会
を
反
映
す
る
詩
と
見
な
せ
る
の
は
、

「
妊
居
野
行
」
詩
ぐ
ら
い
し
か
な
い
。

一
七
伝
統
的
文
学
'
観
が
、
安
史
の
乱
を
体
験
し
た
杜
甫
、
王
維
、
劉
長
剰

な
ど
の
詩
人
た
ち
の
市
内
部
で
す
で
に
崩
壊
の
兆
し
を
見
せ
て
い
た
こ
と
は

十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
と
は
一
言
え
、
彼
ら
が
青
年
期
あ
る
い
は
そ
の
前
半

生
に
お
い
て
、
一
度
は
文
学
の
社
会
的
効
用
性
を
信
じ
、
そ
の
信
念
に
基

づ
い
て
作
詩
し
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
注
一
六
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、

挑
合
に
は
社
会
を
意
識
し
た
作
品
が
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
こ
れ
は
、
挑
合

の
国
家
と
文
学
と
に
対
す
る
意
識
が
、
彼
以
前
の
詩
人
と
比
べ
て
よ
り
後

者
に
そ
の
比
重
を
移
し
て
き
で
い
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(
作
新
学
院
女
子
短
期
大
学
〉

工_sfL)_


