
李
商
隠
の
「
錦
悲
」
詩
に
つ
い
て

i
追
憶
の
像
に
よ
る
楽
曲
の
言
語
化
i

て
は
じ
め
に

李
荷
一
懸
の
詩
歌
は
難
解
で
あ
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の

中
で
も
次
に
引
用
す
る
「
錦
一
法
」
詩
は
、
む
し
ろ
そ
の
難
解
さ
に
よ

っ
て
人
々
を
魅
了
し
て
き
た
と
も
い
え
る
。

錦
怒
無
端
一
K
J
i
弦
錦
一
珍
端
無
く
も
五
十
弦

一
弦
…
柱
思
輩
年
一
弦
一
柱
華
年
を
思
ふ

荘
生
腕
夢
迷
拐
蝶
荘
生
の
腕
夢
前
蝶
に
迷
ひ

望
帝
春
心
託
社
鱗
望
帝
の
春
心
社
関
に
託
す

檎

海

月

明

珠

有

涙

檎

海

丹

明

ら

か

に

し

て

珠

涙

有

り

援
問
自
暖
五
生
煙
産
出
門
口
緩
か
に
し
て
玉
煙
を
生
ず

此
情
可
待
成
追
憶
此
の
情
追
憶
を
成
す
を
待
つ
べ
け
ん
や

{1} 

μ
ハ
是
当
時
己
偶
然
口
ハ
だ
是
れ
当
時
己
に
摺
然

こ
の
作
品
を
難
解
に
し
て
い
る
の
は
、
特
に
鎮
聯
と
頚
聯
で
あ
ろ
う
。

こ
の
間
匂
は
そ
れ
ぞ
れ
、
荘
閣
の
胡
蝶
の
夢
、
鵠
の
翠
帯
の
悲
恋
、

力百

国

理

郎

鮫
人
の
真
珠
、
輩
出
の
玉
と
い
う
典
故
に
も
と
れ
つ
い
て
お
り
、
個
々

の
詩
句
を
逐
語
的
に
解
釈
す
る
の
は
さ
ほ
ど
国
難
で
は
な
い
。
だ
が
、

そ
れ
ら
の
詩
句
の
意
味
を
一
定
の
文
脈
に
よ
っ
て
統
合
す
る
の
が
、

き
わ
め
て
国
難
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
典
故
に
よ
る
比
儲
の
解

読
に
よ
っ
て
散
文
的
な
文
脈
を
設
定
す
る
試
み
が
様
々
に
な
さ
れ
、

い
ま
だ
定
説
を
日
凡
な
い
状
況
に
あ
る
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
こ
の
間

句
は
楽
曲
の
表
象
で
あ
る
と
と
ら
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
盟

解
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
「
錦
翠
」
詩
の
解
釈
に
つ
い
て
論
じ
る
。

(42) 

二
、
追
擦
の
像
を
用
い
た
楽
曲
の
描
写

こ
こ
で
ま
ず
、
中
間
古
典
詩
に
お
け
る
音
楽
描
写
の
一
例
と
し
て
、

韓
愈
の
「
聴
穎
簡
弾
琴
」
詩
か
ら
、
該
当
す
る
部
分
を
引
用
す
る
。

現
促
児
女
語
舵
舵
と
し
て
児
女
一
訪
問
り

間
お
怨
相
調
汝
愚
怨
相
謂
汝
す

翻
然
変
軒
昂
部
然
と
し
て
軒
昂
に
変
じ
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雲
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一
帯
無
く

天
地
閥
遠
槌
飛
揚
天
地
問
問
速
に
し
て
飛
揚
に
随
ふ

踏
…
蹴
白
鳥
群
略
戦
た
る
古
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の
群

忽

見
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忽
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鱗
禁
分
寸
不
可
土
踏
犠
分
寸
上
る
べ
か
ら
ず

失
勢
二
世
十
丈
強
勢
ひ
を
失
ひ
て
た
び
落
つ

こ
の
引
用
部
分
の
各
勾
に
記
さ
れ
て
い
る
情
景
描
写
は
、
進
行
す
る

楽
曲
の
一
節
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
た
心
象
で
あ
り
、
ま
た
、
曲
舗
の

高
抵
強
弱
な
ど
の
比
時
的
表
現
で
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
ら
の

構
紫
描
写
を
散
文
的
な
文
脈
で
統
合
し
た
と
し
て
も
、
意
昧
を
な
さ

な
い
の
で
あ
る
。

苦
楽
描
写
の
詩
歌
に
晃
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
形
態
上
の
特
徴
は
、

李
商
隠
の
「
錦
悲
」
詩
の
額
聯
と
頚
聯
に
も
共
通
す
る
。
こ
の
二
聯

を
楽
曲
の
一
言
語
化
と
と
ら
え
る
兇
方
が
、
解
釈
史
の
最
初
期
に
蘇
戦

{3V 

に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
「
錦

悲
」
詩
が
斑
解
不
能
で
あ
る
と
述
べ
る
黄
薩
竪
に
対
し
て
、
蘇
載
は

領
聯
と
類
聯
が
悲
に
よ
る
音
楽
の
四
つ
の
曲
調
の
描
写
で
あ
る
と
す

る
解
釈
を
示
す
。
そ
の
解
釈
の
桐
根
拠
と
さ
れ
る
「
古
今
楽
志
」
に
つ

い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
散
文
的
な
文
慌
に
沿
っ
た
解
釈
が
関

難
で
あ
る
詩
歌
を
楽
曲
の
表
象
と
と
ら
え
る
こ
と
自
体
に
は
、
合
塑

性
が
あ
る
っ

そ
の
後
、
蘇
戦
の
解
釈
に
対
し
て
は
繋
否
両
論
が
呈
さ
れ
て
い
た

が
、
湾
初
以
後
に
一
し
般
的
と
な
る
の
は
、
こ
れ
と
は
別
識
の
解
釈
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
作
品
の
鋲
聯
と
頚
聯
の
典
故
表
現
を
作
者
の

党
関
聞
や
体
験
の
比
磁
的
表
現
と
見
な
し
、
そ
こ
に
縞
示
さ
れ
た
事
実

を
読
み
解
く
も
の
で
あ
る
つ
こ
の
磁
の
解
釈
は
、
蘇
献
の
解
釈
の
否

定
を
前
提
に
し
て
い
る
た
め
、
「
錦
悲
」
詩
に
苦
楽
描
写
が
含
ま
れ

る
と
す
る
解
釈
に
対
し
て
は
、
否
定
的
な
意
見
、
が
大
勢
を
占
め
て
い

る
と
い
え
る
の

し
か
し
、
こ
の
作
品
を
苦
楽
と
の
関
連
で
と
ら
え
る
解
釈
が
全
く

行
わ
れ
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
山
之
内
正
彦
氏
は
、
元
棋
の

「
寧
」
詩
と
李
商
穏
の
「
錦
悲
」
詩
を
比
較
し
、
「
『
錦
悲
』
の
詩
句

の
展
開
は
、
楽
器
や
音
楽
そ
の
も
の
に
よ
り
か
か
っ
て
い
な
い
。
」

と
は
し
な
が
ら
も
、
鎮
聯
と
頚
聯
を
「
こ
の
錦
誌
に
よ
っ
て
奏
で
ら

(

H

a

)

 

れ
た
管
楽
へ
の
追
憶
か
ら
触
発
さ
れ
た
幻
想
で
あ
ろ
う
」
と
と
る
。

つ
ま
り
、
山
之
内
氏
は
、
こ
の
作
品
の
中
で
作
者
一
は
過
去
に
演
奏
さ

れ
た
楽
曲
を
追
嶺
し
て
い
る
と
見
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
梁
枢
氏
は
、
山
之
内
氏
の
解
釈
よ
り
も
直
接
的
に
作
品
と

{
6
}
 

楽
曲
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
合
す
な
わ
ち
、
そ
の
首
聯
は
誌
が
特
別

す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
議
年
を
思
わ
せ
る
音
楽
の
諌
奏
、
が
開
始
さ

(43) 



れ
た
こ
と
を
描
写
し
、
鍛
聯
と
一
鎖
聯
は
誌
の
音
楽
で
あ
り
、
四
月
勝
が

辞
楽
の
終
わ
っ
た
後
の
感
慨
と
す
る
の
で
あ
る
つ
蘇
戦
の
よ
う
に
作

品
外
の
徴
誌
に
拠
ら
ず
に
「
錦
悲
」
訴
を
音
楽
と
の
関
連
で
と
ら
え

よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
構
成
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
が
適

ー
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
梁
氏
は
、
領
聯
と
頭
聯
は
楽
曲
の
描
写
で
あ

る
と
と
も
に
、
楽
曲
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
詩
人
自
身
の
過
去

の
追
瀦
も
含
む
と
す
る
。
向
の
「
態
華
年
」
と
第
七
匂
の
「
此

れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
適
切

な
解
釈
で
あ
る
。

た
だ
し
、
領
聯
と
頚
聯
の
四
句
に
つ
い
て
、
李
商
憶
が
少
年
時
代

か
ら
現
段
に
…
全
る
境
遇
と
心
境
と
を
慨
を
追
っ
て
mm
怒
し
て
い
る
、

と
す
る
梁
氏
の
解
釈
に
は
従
え
な
い
。
先
に
述
べ
た
清
初
以
後
の
一

般
的
な
解
釈
法
で
も
、
こ
の
間
旬
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
暗
ポ
す
る
事
実

が
生
起
し
た
年
代
阪
に
配
列
さ
れ
て
い
る
も
の
と
見
な
す
の
し
か
し
、

こ
の
間
勾
を
楽
曲
と
追
憶
の
織
と
の
一
富
岡
崎
的
描
写
と
理
解
す
る
場
合

に
は
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
配
列
を
認
め
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
あ
る
の

つ
の
方
法
と
し
て
、
聴
取
者
の
心

た
像
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
の
こ
れ
は
、
「
知
背
」
で
矧

え
る
よ
う
に
、
中
関

ザ
}
十
品
、

る

f J 

;{1， 

山
水
の
鼠
景
な
ど
で
は
な
く
、
苦
楽
を
聴
取
し
て
い
る
作
者
の
心
に

浮
か
ん
だ
過
去
の
像
が
楽
曲
の
一
一
一
缶
詰
化
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
と
見

な
す
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
ー
こ
の
間
句
が
実
際
に
演
奏
さ
れ
て
い

る
楽
曲
を
表
現
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
同
様
の
詩
歌
、
が
そ
う
で
あ
る

よ
う
に
、
こ
の
間
句
の
配
列
は
楽
曲
の
進
行
に
対
略
し
て
い
る
は
ず

で
あ
る
。
そ
し
て
、
楽
曲
の
進
行
と
と
も
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、
そ

の
曲
の
あ
る
一
節
の
曲
調
や
昔
色
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
追
憶
の
像
で

あ
る
の
そ
こ
で
、
こ
の
閤
勾
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
事
実
が
発

生
し
た
顕
番
に
配
列
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
「
錦
悲
」
詩
の
額
聯
と
頚
聯
を
楽
曲
の
一
一
一
一
間
語
化
と
し
た

場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
典
故
に
対
応
す
る
作
者
の
体
験
を
読
み
解
く
手

掛
か
り
は
、
作
品
中
に
示
さ
れ
て
い
な
い
、
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
典
故
表
現
に
対
し
て
は
、
李
商
隠
の
伝
記
的
事

実
と
結
び
つ
け
る
方
法
以
外
の
読
み
方
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
そ
の
読
み
方
に
つ
い
て
は
、
次
節
以
下
で
述
べ
る
よ

う
に
、
岡
田
頭
の
「
錦
悲
無
端
五
十
弦
」
の
匂
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(44) 

、
「
錦
窓
無
端
五
十
弦
」
の
惹
に
つ
い
て

で
あ
る
の
は
、
ま
た
、
関
頭
の

の

匂

に

も

よ

る

。

こ

の

と

は

素

女

の

悲

の

弦



(
日
}

の
数
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
神
話
伝
説
と
関
係
づ
け
て
限
解
す
べ
き
か

ど
う
か
で
、
解
釈
が
分
か
れ
る
の
で
あ
る
。
特
に
、
こ
の
作
品
を
楽

曲
の
描
写
を
含
む
も
の
と
期
解
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
が
重
要
な
問

題
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
「
錦
悲
」
の
語
、
が
実
際
に
演
奏
さ

れ
る
楽
器
を
指
し
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
解
釈
が
成
立
し
な
い
か
ら

で
あ
る
の

市山レ司、+品、

T
と
ぷ
f
L

も
、
ま
ず
、
こ

た
い
梁
枢
氏

つ
い
て
問
題
に
し
て
わ
す
な
わ
ち
、
李

」
の
用
例
を
実
写
と
虚
構
と
に
分
鎖
し
た
ヒ

は
点
構
に
属
す
る
、
つ
ま
り
、
神
話
伝
説
中

の
楽
器
で
あ
り
実
際
に
演
奏
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
断
じ
る
の
で

あ
る
。そ

こ

で
も
、

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
才士5

例長
1I翠

のの
中翠

カ) iこに
e はっ

討ij て
悲検
」討

そ
し

の

川

加

を

除

く

と

、

以

h

つ
い
て
、
結
論
を
先
に
示
せ
ば
、
「
湘
悲
」
「
中
婦

芸
誌
」
「
璃
悲
」
の
諮
は
す
べ
て
何
ら
か
の
故
事
に

関
連
し
て
龍
期
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
錦
悲
」
の
語
は
そ
う

で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

の
用
例
の
う
ち
、
「
湘
一
誌
」
(

て

は
湘
水
の

女
神
で
あ

。〕

っ

て

い

一

例

は

文

脈

の
出
典
、
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
残
り

の
用
例
に
つ
い
て
は
、
前
後
の
文
脈

は

か
ら
切
り
離
し
て
も

。〕を
ポ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

ま
ず
、

の
用
例
を
示
す
。

素
女
摘
悲
を
悲
し
み

秦

蛾

磐

舗

を

奔

す
{ロ}

「
送
従
翁
従
東
川
弘
農
尚
密
一
回
幕
」

干
支
」
の
語
か
ら
、
先
に
述
べ
た
伝
説
上
の
悲
を
指
し

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

次
に

こ
れ
は
、

(45) 

の
用
併
を
示
す
。

と
と
の

議
琴
大
舜
に
調
ひ

宝

悲

神

農

に

和

す

日
、
不

J

日
量
度
職
以
詩
一

伏
蒙
仁
態
、
僻
賜
披
覧
、
奨
鴎
其
実
、
情
溢
於
辞
、
感
、
悦
疎

蕪
、
局
用
醗
戴
、
翻
復
五
一
一
一
一
回
四
十
韻
詩
一
章
献
上
、
亦
詩
人

(
日
)

詠
歎
不
足
之
護
世
」

こ
れ
は
、
古
代
の
諸
王
で
あ
る
神
農
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
悲
を
指
し

て
い
る
。

次
に

の
例
を
示
す
。
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かき
す

こ
こ
に
克
え
る
「
鼠
女
」
は
、
劉
向
司
研
一
仙
伝
』
舗
網
史
に
見
え
る
仙

{
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M
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K
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
記
事
の
中
に
は
鼠
女
が
誌
を
弾
く
記
述

は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
原
典
の
改
変
は
、
李
関
隠
詩
の
典

故
に
多
く
見
ら
れ
、
そ
の
特
徴
と
も
さ
れ
て
い
る
。

ま

た

、

に

は

次

の

例

も

あ

る

。

{げぽ秋」

こ
の
「
滞
悲
」
は
実
際
に
演
奏
さ
れ
る
楽
器
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

の
楽
器
の
青
色
を
表
し
た
「
愁
奔
」
の
一
識
か
ら
「
世
話
芝
の
神
女
の

れ
、
さ
ら
に
後
に
は
湘
一
官
邸
の
神
話
の
舞
台
で
あ
る
「
栴

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
や
は
り
こ
の
悲
も
、
神

越矯、
綴翠:、

冷 '1首
静借
金線
泥楚、
軍奔、

l均ヌ文
J嘗

痢ト了
)1ト了
本13 J部
識尺
処素

情
情
と
し
て
楚
奔
を
厳
し

越
線
冷
薄
に
し
て
金
泥
粛
一
一
し

簾
鈎
の
麟
錦
夜
一
一
一
相
に
驚
き

南
一
一
一
訟
の
雲
夢
に
繰
る
を
喚
起
す

双
地
了
丁
と
し
て
尺
素
に
聯
ね

内

に

記

す

湘

川

相

識

る

処

話
伝
説
の
色
彩
の
濃
い
も
の
と
日
凡
な
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
に
対
し
て
、
次
に
示
す
「
錦
翠
」
詩
以
外
の
一
一
一
例
の
「
錦

葱
」
の
語
の
用
例
は
、
何
ら
か
の
出
典
に
拠
ら
な
く
と
も
解
釈
可
能

で
あ
る
点
が
異
な
っ
て
い
る
。

玉
盤
遊
源
傷
心
数
玉
盤

涙
を
遊
ら
せ
て
心
を
傷
む
る
こ
と

錦
悲
繁
一
絃
披
夢
頻

絃
に
驚
き
て
夢
を
破
る
こ
と
頻
り

錦
葱

な
り

(
同
日
)

「
問
中
牡
丹
為
雨
所
敗
二
首
、
其
一
一
」

こ
れ
牡
丹
の
花
に
降
り
読
ぐ
雨
音
を
誌
の
昔
色
に
た
と
え
た
も

の
で
あ
る
。

(46) 

帰
来
巴
不
見
帰
り
来
た
れ
ば
己
に
見
え
ず

錦
悲
長
於
人
錦
諺
人
よ
り
も
長
し

「一回山中曲」

こ
れ
は
、
愛
す
る
人
の
遺
品
の
悲
で
あ
る
。

新
知
他
日
好
新
知
他
日
の
好

錦
悲
傍
朱
楼
錦
窓
朱
慌
に
傍
す

「
寓
郎
一ふ

け

こ
れ
は
、

以
上
の

の
そ
ば
に
置
か
れ
た
誌
で
あ
る
。

一
の
う
ち
「
湘
悲
」
「
中
婦
悲
」
は
、

と
は
性
格
、
が
異
な
る
が
、



は
、
悲
と
い

で
あ
る

n

こ
と
で
は

と

同

質

学

高

隠

識

の

用

例

で

は

、

や
伝
説
に
関
係
す
る
文
脈
の
中
で
使
わ
れ
て
い
る
点
で
、
こ
れ
ら
っ

一
泊
は
「
錦
悲
」
の
訴
と
異
な
っ
て
い
る
。

こ
の
違
い
は
、
「
錦
」
と
「
清
」
「
の
ご
「
瑞
」
と
の
意
昧
ト
ゅ
の
相

違
に
よ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
「
錦
」
は
黄
金
色
の
糠

さ
の
あ
る
綿
織
物
と
い
う
呉
体
的
な
物
品
を
指
し
て
い
る
つ
そ
れ
に

対
し
て
、
「
清
」
は
五
感
す
べ
て
の
心
地
よ
さ
を
表
し
て
お
り
、
特

定
の
事
物
を
指
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
「
宝
」
も
価
値
の
あ
る
物
を

広
汎
に
指
し
、
「
錦
」
に
比
べ
る
と
限
定
性
に
乏
し
い
。
そ
の
た
め
、

人
間
の
感
覚
で
は
把
握
で
き
な
い
神
話
世
界
の
事
物
を
形
容
す
る
に

は
、
問
介
の
器
物
を
異
体
的
に
想
起
さ
せ
る
「
錦
」
よ
り
も
、

が

ふ

さ

わ

し

い

の

で

あ

る

の

の

し
か
し
、

い
五
と
い
う
異
体
的
な
物
品
で
は
あ
る
が
、
間
王
母
の
住
む

地
」
な
ど
神
話
伝
説
に
関
連
し
た
一
開
設
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

た
め
に
「
矯
」
そ
の
も
の
が
神
話
伝
説
的
色
彩
を
帯
び
た
絡
飾
詩
と

(れ」

な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
李
商
隠
詩
に
お
い
て
、
「
錦
」
で
修
飾
さ

れ
る
誌
は
、
他
の
諮
で
修
部
さ
れ
る
悲
と
は
異
な
っ
て
、

(
仙
川
ご

の
で
あ
る
。

四
、
「
錦
悲
無
端
五
十
弦
」
の
解
釈
と
領
聯
、
頭
聯
の
理
解

以

上

の

検

討

結

果

に

従

う

な

ら

ば

、

の

「

錦

」
も
、
神
話
伝
説
中
の
楽
器
で
は
な
く
、
作
者
の
眼
前
に
実
在
す

る
梨
器
を
指
し
た
諮
で
あ
る
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
鍵

来
路
氏
が
悲
」
詩
の
悲
を
素
女
の
悲
と
-
認
め
る
の
は
、
「
五
十

る
っ
そ
こ
で
、
こ
の
訟
に
つ
い
て
も
検
討
し
な
け
れ

の

用

例

は

、

詩

以

外

に

次

ば
な
ら
な
い

の
例
が
あ
る
の

進
巡
又
過
滞
湘
南
遼
巡
し
て
又
た
過
ぐ

雨
は
打
つ

そ

繍
湘
の
雨

五
十
絃

(幻
V

一
一
秀
才
聴
雨
後
夢
作
」

は
な
く
湘
霊
の
諺
を
五
十
弦
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

を
「
糸
」
と
し
た
次
の
用
例
も
参
照
す
る
。

関
令
五
十
糸
回
り
て
五
十
糸
を
し
て

中
道
分
宮
徴
中
道
に
て
宮
徴
に
分
け
し
む

{
鈎
}

「
和
鄭
愚
贈
故
山
間
王
孫
家
響
妓
二
十
韻
」

こ
こ
で
「
五
十
糸
」
を
二
つ
に
分
け
る
と
す
る
の
は
、
素
女
の
誌
を

意
識
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
用
例
か
ら
克
て
、
「
錦
悲
無
端
五
十
弦
」
の
「
五
十
弦
」

も
、
同
様
に
紫
女
や
湘
霊
な
ど
神
話
伝
説
中
の
誌
の
弦
の
数
を
表
し

(47) 

こ
れ
は
、

ま
た
、



て
い
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。
す
る
と
、
こ
の
句
中
の
「
錦
悲
」
と
「
五
十

弦
」
と
が
異
な
っ
た
楽
器
を
指
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

こ
で
、
こ
の
二
認
の
ど
ち
ら
か
一
方
が
、
他
の
李
商
鱈
詩
の
用
例
と

は
異
な
っ
た
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
見
な
し
、
こ
の
対
立
を
解
消

す
る
方
法
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
方
法
と
は
別
に
、
こ
こ
で
は

「
錦
悲
」
は
現
実
の
楽
器
、
「
五
十
弦
」
は
実
在
し
な
い
楽
器
と
認
め

た
左
で
ち
こ
の
句
の
読
解
を
試
み
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
両
者
を
結

び
つ
け
る
「
無
端
」
の
認
が
鍵
と
な
る
の
で
あ
る
。

「
印
一
端
」
は
、
理
由
な
く
、
思
い
が
け
な
く
、
の
意
味
で
広
く
用

い
ら
れ
る
助
字
で
あ
る
の
ボ
ナ
商
関
詩
に
も
い
く
つ
か
の
用
例
が
あ
る

が
、
そ
の
中
で
、
「
錦
誌
」
務
を
解
釈
す
る
た
め

次
に
引
用
す
る
「
開
州
」
詩
の
例
で
あ
る
。

附
耳
叫
「
け
門
川

[
z
'
 

べ
き
は

端
無
く

竹も暮
色望楼
を人中空
滋れこし
し加入

る

湘
淑
浅
探
滋
竹
色

討;I~
J民

向
公
戦
艦
担
制
雨

甘
さ
平
氏
室
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耳
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以
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わ
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実
景
と
重
な
っ
て
出
現
し
た
こ
と
を
い
う
。
そ
こ
で
、
額
聯
と
頚
聯

の
故
事
の
引
用
は
、
第
一
義
的
に
は
作
者
の
見
た
幻
影
の
描
出
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
無
意
識
の
う
ち
に
理
由
も
な
く
現
れ
る
か
ら
こ
そ

幻
影
な
の
で
あ
り
、
そ
の
出
現
は
「
無
端
」
と
形
容
さ
れ
る
の
が
ふ

さ
わ
し
い
の
で
あ
る
。

の
「
錦
翠
無
端
五
十
弦
」
も
、
こ
れ
と
向
じ
状
態
を

表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
句
は
、
作
者
の
眼
前
に
あ

る
「
錦
窓
」
か
ら
不
意
に
神
話
伝
説
中
の
「
五
十
弦
」
の
悲
に
よ
っ

て
演
奏
さ
れ
る
音
楽
が
潤
こ
え
て
き
た
も
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
第
二
勾
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
自
の
前
に
霞
か
れ
て
コ

弦
一
柱
」
ま
で
も
明
瞭
に
見
分
け
ら
れ
る
悲
に
よ
っ
て
演
奏
さ
れ
て

い
る
曲
か
ら
想
起
さ
れ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
作
者
自
身
の
「
翠
年
」

に
お
け
る
実
体
験
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
追
憶
の

像
は
、
作
者
の
見
開
や
体
験
の
呉
象
的
な
再
現
で
は
な
く
、
「
灘
州
」

尚
一
川
の
幻
影
と
同
じ
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
故
事
に
即
し
た
心
象
と
し
て
立

ち
現
れ
た
。
そ
の
心
象
を
そ
の
ま
ま
写
し
た
の
が
、
鎖
聯
と
顕
聯
な

の
で
あ
る
つ
そ
し
て
、
自
己
の
実
体
験
を
こ
の
よ
う
な
心
象
に
変
容

の
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
こ
れ
を

の
誌
と
出
凡
な
し
た
の

(48) 

つ

で
あ
る
の

同

l
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「
錦
悲
」

眼
前
で
演
奏
さ
れ
て
い
る
楽



し
て
と
ら
え
た
場
合
に
、
第
一
旬
に
お
け
る

の
語
の
対
立
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
領

聯
と
捌
、
聯
の
典
故
表
現
を
、
楽
臨
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
た
心
象
を
あ

り
の
ま
ま
に
記
述
し
た
も
の
と
し
ぺ
き
な
の
で
あ
る
。

五
、
「
錦
怒
」
詩
の
尾
聯
か
ら
読
み
取
れ
る
も
の

こ
の
心
象
表
現
を
承
け
た
属
聯
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

問
問
先
博
氏
は
、
学
閥
憾
の
詩
歌
の
特
徴
と
し
て
、
感
情
の
「
高
揚
・

起
伏
を
冷
静
に
見
詰
め
直
す
知
的
な
批
判
精
神
を
、
必
ず
と
言
っ
て

よ
い
ほ
ど
作
品
の
中
に
潜
ま
せ
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
「
端

的
な
例
と
し
て
、
詩
の
末
尾
に
お
け
る
知
的
な
党
艇
と
も
一
一
一
一
向
う
べ
き

特
徴
」
が
見
い
だ
さ
れ
る
作
品
、
が
あ
る
と
し
て
、
「
錦
悲
」
詩
も
そ

(幻」

の
一
一
例
に
挙
げ
て
い
る
。
ま
さ
し
く
こ
の
尾
聯
で
は
、
神
秘
的
な
体

験
を
分
析
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
李
荷
憶
は
自
ら
の
現
実

認
識
の
特
別
民
性
を
発
見
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
こ
こ
で
は
額
聯
と
頚
聯
の
心
象
を
指
し
て
「
此
憤
」
と
い

う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
時
を
経
た
後
に
楽
曲
に
よ
っ
て
「
追
憶
」
を

な
し
た
た
め
に
、
そ
こ
に
捕
か
れ
た
像
を
結
ん
だ
の
で
は
な
く
、

が

ま

さ

に

進

行

し

て

い

る

す

で

に

と
さ
れ
る
。

の
状
態
で

あ
っV

〕

}

}

べ

「
偶
然
」

で
あ
る
。
こ
れ
は
失
意
の
さ

ま
、
ま
た

り
と
し
た
さ
ま
、

望
市
の
悲

恋
や
鮫
人
の
涙
な
ど
ら
、
こ
の
一
品
川
は
悲
哀
を
表
す
も

お
)

の
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
こ
い
。
そ
れ
と
と
も
に
、
こ
れ
は
、

自
己
の
体
験
に
対
す
る
認
識
が
故
事
や
神
話
伝
説
と
部
然
一
体
と
な

り
、
虚
実
の
弁
別
が
不
可
能
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
指
し
て

い
よ
う
。
迫
協
の
対
象
と
な
る
事
柄
が
進
行
し
て
い
た
当
時
、
深
い

悲
し
み
に
と
ら
わ
れ
た
作
者
の
心
の
中
に
は
、
す
で
に
「
錦
悲
」
詩

の
額
聯
と
顕
聯
に
示
さ
れ
た
像
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
追
憶
の

像
が
こ
の
「
偶
然
」
と
し
た
姿
で
現
出
し
た
の
は
、
実
は
そ
の
た
め

で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
、
人
の
精
神
に
対
す
る
苦
楽
の
作
用
に
つ
い
て
確
認
し
た

い
。
務
療
の
「
官
同
十
無
哀
楽
論
」
(
明
税
山
中
散
集
』
巻
五
)
で
は
、
音
楽

を
聴
い
て
喜
び
ま
た
悲
し
む
の
は
、
そ
の
楽
曲
に
哀
楽
の
構
が
含
ま

れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
聴
く
人
の
心
中
に
潜
む
衷
楽
の
情
を
楽
曲

{
却
)

が
引
き
出
す
た
め
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
と
閉
じ
く
、
「
錦
窓
」
詩

の
出
席
聯
で
、
李
高
憶
は
、
誌
が
奏
で
る
楽
曲
が
特
異
な
の
で
は
な
く
、

自
己
の
記
櫨
の
中
に
は
じ
め
か
ら
特
異
な
像
、
が
存
在
し
て
い
た
こ
と

に
気
付
い
た
の
で
あ
る
つ
先
に
示
し
た
山
之
内
正
彦
氏
の
解
釈
の
よ

う
に
、
作
中
の
現
時
点
に
お
い
て
誌
は
演
奏
さ
れ
て
い
な
い
と
見
な

す
場
合
も
あ
る
。
そ
の
解
釈
で
は
、
「
華
年
」
を
想
起
さ
せ
た
の
は

楽
曲
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
無
意
識
に
隠
れ
て

(49) 



い
た
協
を
顕
在
化
さ
せ
る
媒
体
と
し
て
視
覚
的
に
と
ら
え
ら
れ
た

楽

器

の

形

状

よ

り

も

、

つ

つ

あ

る

楽

曲

の

ほ

う

が

ふ

さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
尾
聯
は
李
商
隠
の
創
作
に
関
す
る
自

覚
を
述
べ
た
も
の
と
も
受
け
取
れ
る
の
す
な
わ
ち
、
彼
の
詩
歌
の
品
開

放
表
現
に
は
、
僻
胞
ハ
の
使
用
や
原
典
、
が
含
み
持
つ
意
味
の
逸
税
な
ど
、

片
山
川

d

特
倒
的
な
用
法
が
多
く
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
理
由
が
こ
こ
で
解
き
明
か

さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
般
的
に
臼
己
の
体
験
を
作
品
の
題
材
と
す
る
場
合
に
は
、
創
作

は
体
験
に
遅
れ
て
行
わ
れ
る
た
め
、
常
に
追
憶
を
伴
っ
て
い
る
と
い

え
る
。
そ
の
た
め
、
第
七
旬
を
追
髄
を
伴
う
創
作
、
第
八
匂
を
そ
れ

つ
体
験
と
読
み
詩
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
の
こ
の
読

に
よ
っ
て
、
こ
の
二
匂
は
次
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
の
李
賄

ほ
ど
に
強
い
印
象
の
残
る
体
験
を
し

即
し
た
像

記
述
さ
れ

る
故
事

-
R
)
 

I
V
4
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隠
が
詩
歌
の
題
材
と
な

た
時
に
、
彼
の
心
の
中
に

が
形
成
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
の
心
象
が
そ
の

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
作
ら
れ

な
ど
は
、
作
品
制
作
の
時
点

大」
p
り

ゆ
る

こ
J

ご
ヘ
J

中
/
中
/
や
br

的
ま
た
は
象
徴
的
に
表
現
し
た
も
の

で
の
典
故
で
は
な
い
と
い

よ
っ
て
、
白
己
の
体
験
や
心
情
を
比
轍

い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら

そ
の
た
め
に
、
そ

の
用
法
を
典
故
の
原
則
別
に
当
て
は
め
れ
ば
、
特
異
性
が
際
立
つ
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た

宋
本
李
商
穏
詩
集
の
巻
頭
に
置
か
れ
て
い

鍾
来
菌
氏
は
、
こ
の
こ
と
に
着
目
し
た
銭
鍾
書

氏
の
議
論
を
も
と
に
し
て
、
「
錦
葱
」
詩
を
李
商
隠
、
が
自
分
の
創
作

活
動
に
つ
い
て
説
明
す
る
た
め
に
作
っ
た
自
序
的
作
品
で
あ
る
と
す

(
切
っる

。
は
じ
め
か
ら
意
隠
的
に
こ
の
詩
を
自
序
と
し
て
作
っ
た
と
す
る

そ
の
見
方
は
、
本
稿
の
議
論
と
は
相
容
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
詩

に
李
高
憶
の
詩
歌
を
理
解
す
る
鍵
が
存
在
す
る
の
は
確
か
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
彼
が
詩
集
を
編
ん
だ
際
に
こ
れ
を
巻
頭
に
置
い
て
自
序
に

代
え
た
可
能
性
は
十
分
に
認
め
ら
れ
る
の

た
と
さ
れ
て
い
る
α
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古
今
楽
志
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一
広
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拡
声
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、
適
、
怨
、

適
也
、
望
帝
春
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旧
日
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州
五
生
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、

殊
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焼
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意
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絡
は
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4
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案
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一
一
一
刷
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治
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珠
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5
)

・
断
取
i

艶
詩
を
中
心
と
し
て

l
」

学
東
洋
文
化
問
究
所
司
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
問
八
時
、

一
九
六
九
、
ー
三
九
一
興
て
そ
の
「
限
、
七
律
艶
詩
の
構
造
」
(
聞
い

一
ゆ
」
詩
に
関
し
て
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
の

(
『
尚
北
師
続
学
報
h

九
八
四
年
第
一

で、

(6)
「
《
錦
悲
》
新
論
」

叫

dh-
八
一
興
)の

故
事
の
文
学
史
的
意
義
に
つ
い
て
は
、
容
口
高
志
氏

の
類
型
と
れ
印
刷
場
明
謀
議
}
引

b
l」
(
明
日

A
-
0
0
問
、
七
八
1
九
一
一
一
頁
)
に

詳
し
い
。

、
、
、
、
、
、
、

(
8
〉

太

帝

使

素

女

設

五

十

弦

誌

、

悲

。

其
悲
為
一
一
十
五
弦
。
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(
9
)
「
《
錦
悲
》

者支
破 日!J
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ぃ
ハ
朝
宋
、
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組
「
長
安
有
狭
斜
行
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、
出
典

芸
巻
一
二
十
五
)

a

五
七
寅

唱
五
八
一
興

、，、.、.、
.
 

•• 

又
作
五
弦
之
話
。

『
補
史

(
日
)
底
本
第
一
一
階
、
八
五
頁

(
日
)
鯖
史
者
、
秦
制
作
公
詩
人
也
Q
:
:
:
穆
公
有
女
、
字
奔
玉
、
好
之
、

日

…

、

故

泰

人

為

作

鳳

女

(
げ
)
肢
本
第
.
問
、
八

0
…興

(
国
)
{
阪
本
第
一
問
、
二
七
一
貫

(
玲
)
底
本
第
一
一
一
冊
、
…

0
一二間一興

(
却
)
底
本
第
一
一
問
、
六
一
一
八
百
ハ

(
幻
)
李
商
関
詩
の
「
嬬
ー
で
(
名
指

盟
例
、
「
滞
議
」
二
例
、
「
瑠
席
」

「
瑠
姫
」
各
一
例
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
「
璃
池
」
は
西
王

母
の
務
所J
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
地
も
す
べ
て
神
話
伝
説
や
宗
教
に

関
係
し
た
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

(
辺
)
「
錦
誌
」
の
一
地
問
の
鶴
岡
詩
の
用
例
は
、
李
商
一
倍
以
外
で
は
器
類
、
社
荷
、

戴
叔
倫
、
純
溶
、
曹
績
に
一
例
ず
つ
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
一
般

的
な
詩
語
と
は
一
一
一
一
叫
い
難
い
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
は
李
筒
隠
の
身
近
に

あ
っ
た
特
定
の
誌
を
指
し
て
い
る
と
も
さ
れ
、
さ
ら
に
、
こ
の
認
が

(51) 



「
…
問
中
的
」
に
見
え
る
ニ
と
か
ら
、
亡
く
な
っ
た
彼

間
附
し
た
怒
で
あ
る
と
す
る
解
釈
も
広
く
行
わ
れ
て
い
る
。

拙
稿
「
李
硲
隠
の
悼
亡
詩
明
一
躍
的
中
曲
』
に
つ
い
て
」
(
刀

学
紀
嬰
h

人
文
科
学
系
列
第
八
号
、
二

O
O
一
、
四
五
r

で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
一
府
中
山
」
は
い
白
川
構
の
悼
亡
詩
と
考
え
ら
れ
る

た
め
、
に
わ
か
に
こ
の
解
釈
に
従
う
こ
と
は
で
き
な
い
っ

(
お
〕
底
本
第
一
一
一
問
、
ご
り
六
三
一
員

(
加
〕
成
本
第
四
冊
、
七
八
五
一
員

(
お
)
閥
措
は

し
か
し
、

悲
也
。
諮

巻
二

J

で
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し
て

る

時
楽
遊
一
路
加
私
論

i
」

-d
一
合
併
号
、
一
九
七
九
百

ル
ハ
七
質
)

(

犯

)

宇

野

直

人

氏

は

、

矢

嶋

美

都

千

・

宇

野

直

人

若

司

研

資

料

漢

5
、
詩
市
』
(
明
治
書
腕
、

…
九
九
一
二
)
の
ぷ
ご
の
「

(

4

二

1

1
一
二
貰
)
で
、
こ

の
詩
の
「
情
然
」
の
解
釈
に
つ
い
て
先
行
用
例
を
引
い
て
詳
し
く
論
じ
、

「
悲
し
み
、
寂
し
さ
を
増
慨
す
る
方
向
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
見
る

の
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
」
と
結
論
付
け
る
。
筆
者
も
「
錦
悲
い
詩
の
「
摺

然
」
に
悲
し
み
の
感
情
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
。
し
か
し
、

裁
叔
倫
「
少
女
d

脅
}
費
負
百
七
十
四
)
の
「
五

逢

昨

日

今

方

見

、

害

者

身

辞

遠

役

、

翻

悲

一

み
の
入
り
交
じ
っ
た
鞭
雑

な
気
持
ち
を
表
し
て
お
り
、
こ
の
語
、
が
悲
し
み
ゃ
寂
し
さ
に
摂
定
し

て
用
い
ら
れ
る
と
い
う
意
見
に
は
賛
成
で
き
な
い

G

(
約
)
歪
夫
哀
楽
、
自
以
事
会
、
先
議
子
心
、
但
民
和
声
以
自
顕
発
。

(
訂
)
高
矯
利
己
氏
の
『
詩
人
の
起
命

i
李
街
路
詩
論
』
(
河
出
書
房
新
社

一
九
七
二
)
や
篇
満
江
氏
の
『
李
高
憶
研
究
h

(

汲
吉
書
院
、

二
C
C五
)
の
第
二
部
第
一
h
章
「
栂
如
の
消
渇

l
臨
時
開
と
し
て
の
自

都
品
開
」
(
二
九
一
一
「
一
一
二
八
一
員
、
初
出
「
李
義
山
詩
に
一
部
わ
れ
た
需

罵
相
如
」
明
日
本
中
国
学
会
報
』
第
四
十
五
築
、
一
九
九
三
)
な
ど
に
、

李
商
憶
の
典
故
表
現
の
特
異
性
に
つ
い
て
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
会

(
出
}
高
橋
和
巳
氏
は
、
李
商
懸
が
多
く
の
故
事
を
引
用
し
て
詩
を
構

成
し
た
理
由
を
論
じ
て
、
「
学
高
憶
が
移
し
い
故
事
を
羅
列
す
る
と

き
、
そ
れ
は
概
ね
、
彼
の
意
識
の
浮
ん
だ
青
い
五
の
像
だ
と
解
し
て

よ
い
の
そ
れ
放
に
ま
た
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
る
意
味
が
事
受
者
の
精

神
の
玉
に
何
ら
か
の
像
を
結
べ
ば
そ
れ
で
充
分
で
あ
り
、
そ
れ
以

E

仁

の
穿
撃
は
必
ず
し
も
必
要
と
は
し
な
い
。
そ
れ
が
文
学
な
る
人
間
の

営
み
が
持
つ
最
大
の
効
用
で
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
J
Z
中
国
詩
人
選

集
一
五
、
李
街
隠
』
〔
皆
披
嶺
成
、
…
九
五
八
)
の
「
解
説
」
〔
五
1

1
五
一
関
〕
)
と
結
論
づ
け
る
の
確
か
に
、
こ
の
よ
う
に
限
解
す
べ
き

故
事
の
引
用
が
苧
商
憾
締
に
は
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
泣
)
前
山
山
「
《
錦
町
必
》
非
者
懇
詩
而
是

間
二

a
1
七
貰
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