
漢
代
五
言
詩
史
上
に
占
め
る
蘇
李
詩
の
位
置

比
較
的
早
い
時
期
の
五
一
一
一
一
口
詩
に
、
前
撲
の
李
陵
・
蘇
武
の
名
に
仮

託
さ
れ
た
一
連
の
作
品
、
が
あ
る
。
こ
の
詩
群
は
、
い
わ
ゆ
る
「
宙
詩

十
九
首
」
に
代
表
さ
れ
る
漢
代
心
部
み
人
知
ら
ず
の
五
一
一
一
一
向
詩
や
、
建
安

文
人
に
よ
る
五
一
一
一
一
口
詩
と
多
く
の
辞
勾
を
共
有
し
て
お
り
、
こ
の
事
実

に
拠
っ
て
、
三
者
を
そ
れ
ほ
ど
か
け
離
れ
て
は
い
な
い
時
代
の
産
物

(i) 

だ
と
推
定
す
る
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
私
は
、
こ
の

一
群
の
五
一
一
一
日
誌
を
、
建
安
文
壌
の
成
立
以
前
、
す
で
に
文
人
た
ち
の

間
に
広
く
流
布
し
て
い
た
も
の
だ
と
考
え
る
。
本
稿
は
、
こ
の
推
定

の
根
拠
を
示
し
、
本
詩
群
の
成
立
の
場
や
基
本
的
性
格
に
つ
い
て
考

究
し
な
が
ら
、
そ
の
漢
代
五
一
一
一
回
詩
史
上
に
占
め
る
位
置
を
探
り
出
そ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
李
税
関
・
蘇
武

の
詩
一
(
以
下
、
蘇
李
詩
と
略
祢
す
る
)
は
、
差
し
当
た
り
『
文
選
h

A2) 

巻
二
十
九
に
収
め
ら
れ
た
作
品
に
限
定
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
個
々

の
作
品
名
は
、
李
臨
・
蘇
武
の
名
と
『
文
選
』
に
お
け
る
配
列
糠
と

に
よ
っ
て
街
路
に
示
す
こ
と
と
す
る
。

円

HU---

行
口
グ

4
庁
i

)1顕

子

i
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建
安
詩
人
た
ち
の
五
一
一
一
一
口
詩
の
中
に
は
、
た
し
か
に
蘇
李
詩
と
そ
の

語
句
や
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
す
る
作
品
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
現
象
の

来
源
を
、
時
代
の
空
気
と
い
う
も
の
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

私
が
考
え
る
の
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
作
品
が
存
在
し
て
い
る

か
ら
だ
。
司
文
選
』
、
欝
植
「
送
応
氏
詩
」
二
首
(
其
ニ
)

に
い
う
。請

時
難
屡
得

嘉
会
不
可
常

天
地
無
終
極

人
命
若
朝
霧

顕
得
農
機
椀

我
友
之
朔
方

親
限
並
集
送

、Iノ
1
5
・A

r'd

、、

し
ば
し
ば

清
持
は
麗
は
得
る
こ
と
難
く
、

嘉
会
は
常
に
す
可
か
ら
ず
。

天
地
に
は
終
極
無
く
、

人
命
は
朝
霧
の
若
し
。

え
ん
ゑ
ん

額
は
く
は
燃
腕
を
撰
ぶ
る
を
得
ん
こ
と
を
、

我
が
友
は
朔
方
に
之
く
。

親
臨
は
並
び
に
集
ま
り
て
送
り
、



同
一
鹿
沼
此
荷
揚
此
の
河
陽
に
蜜
癒
す
。

中
鎮
出
品
独
薄
中
績
は
室
に
独
り
薄
か
ら
ん
や
、

復
飲
不
尽
鰯
物
資
の
欽
む
は
携
を
尽
く
さ
ず
。

一
愛
歪
望
苦
深
愛
の
歪
り
て
は
留
一
み
は
苦
だ
深
し
、

山
一
足
不
憐
中
腸
宣
に
中
腸
に
塊
ぢ
ざ
ら
ん
や
。

斗

J
キ
ふ

山
川
臨
旦
遠
山
川
は
臨
し
く
し
て
昆
つ
遠
し
、

ペ

ゼ

主

ほ

ろ

別
促
会
日
長
別
れ
は
促
り
会
日
は
長
か
な
り
。

願
為
比
翼
鳥
願
は
く
は
比
翼
の
鳥
と
為
り
て
、

施
翻
起
す
向
期
闘
を
施
ベ
て
起
ち
て
高
く
賂
ら
ん
。

こ
の
詩
の
中
で
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
第
五
句
自
「
願
得
展
燐

椀
」
で
あ
る
。
「
焼
腕
」
と
い
う
認
は
、
李
義
誌
に
も
指
摘
す
る
と

お
り
、
平
く
は
同
時
制
緩
』
郡
鹿
「
新
台
」
に
「
娘
椀
之
求
(
燃
椀
を

之
れ
求
む
ご
と
克
え
て
お
り
、
漢
代
ま
で
の
注
釈
に
よ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
従
順
で
し
と
や
か
な
女
性
、
あ
る
い
は
見
回
麗
し
き
女
性
を

(
3
)
 

い
う
。
漢
代
に
お
け
る
数
少
な
い
用
例
を
見
て
も
、
そ
の
諮
の
意
味

{
4
)
 

す
る
と
こ
ろ
は
概
ね
こ
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
富
槌
詩

に
お
け
る
「
煉
腕
」
は
、
人
を
指
す
の
で
は
な
く
、
親
密
な
情
で
満

(5v 

た
さ
れ
た
場
を
指
し
て
い
る
よ
う
に
免
え
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の

訴
の
上
に
で
展
」
と
い
う
動
詞
が
見
え
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
語
法

は
、
同
じ
曹
植
の
「
離
友
詩
」
に
い
う
「
麗
宴
好
守
惟
楽
療
(
宴
好

を
展
べ
て
惟
れ
楽
療
な
り
)
」
(
『
襲
文
類
衆
』
巻
目
)
に

に
近
い
。
そ
れ
で
は
、
曹
植
が
「
嫌
擁
」
に
こ
の
よ
う
な
意
味
を
付

与
し
た
の
は
全
く
の
独
創
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
そ
う
で

は
な
い
。
思
う
に
、
曹
槌
の
こ
の
詩
句
は
、
蘇
武
詩
(
一
ニ
)
に
い
う

「
歓
娯
在
今
夕
、
捺
椀
及
良
時
(
歓
娯
は
今
夕
に
在
り
、
燦
腕
は
長

(6) 

時
に
及
、
ば
ん
ご
を
そ
の
直
接
的
な
淵
源
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

蘇
武
の
誌
は
、
離
別
を
自
前
に
控
え
た
夫
婦
の
情
愛
を
主
題
と
す
る
。

そ
し
て
、
後
母
、
と
論
及
す
る
よ
う
に
、
こ
の
詩
は
、
宴
の
場
に
て
一
詠

じ
ら
れ
享
受
さ
れ
た
詩
歌
だ
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
し

と
や
か
で
美
し
い
女
性
を
意
味
す
る
詩
語
「
煉
椀
」
は
、
情
愛
豊
か

な
場
を
指
す
語
へ
と
転
換
し
た
。
そ
し
て
、
「
歓
娯
」
と
「
燃
椀
」

と
が
対
を
成
す
蘇
武
詩
を
経
由
し
て
始
め
て
、
「
燃
椀
」
を
歓
楽
の

場
と
い
う
意
味
で
用
い
る
曹
植
の
詩
句
が
成
っ
た
の
だ
と
私
は
考
え

る
。
も
し
も
、
蘇
武
詩
と
曹
植
の
詩
と
を
同
時
代
の
産
物
と
毘
ょ
う

と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
偶
然
の
一
致
す
る
縫
率
は
あ
ま
り
に
も
低
い

と
一
一
一
一
口
わ
ざ
る
を
得
な
い

e

曹
械
の
こ
の
詩
、
が
蘇
李
詩
を
踏
ま
え
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
理
由

は
他
に
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
皆
頭
に
い
う
「
清
持
難
麗
得
、
嘉
会

不
可
常
へ
こ
の
勾
は
李
蕃
注
に
も
指
摘
す
る
と
お
り
、
李
段
詩

(
二
)
に
い
う
五
験
再
過
(
嘉
会
は
再
び
は
遇
ひ
難
し
ご
と
の

れ
る
が
、
同
時
に
、
蘇
武
詩
(
回
一
)
の
「
嘉
会

は
逃
ひ
難
し
)
」
に
も
酷
似
し
て
い
る
。

(2) 



そ

し

て

、

と

い

意
外
に
も
現
存
す
る
漢
代
務
軟
の
中
で
は
蘇
李
詩
以
外
に

れ
な
い
し
、
慰
安
詩
の
中
で
も
、
曹
棋
の
に
一
例
見
え
る
の

(
7〉

み
で
あ
る
。
と
す
る
と
、

こ
の

て
い
る

て
い
る
の
は
偶
々

を
用
い
た
た
め
で
は
な
く
、
一
瞥
植
が
蘇
李
詩
の
世
界
を
意
識
し
な
が

ら
、
そ
の
中
の
一
旬
を
意
識
的
に
選
び
取
っ
た
結
果
だ
と
見
る
方
が

は
る
か
に
自
然
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
欝
楠
の
詩
の
末
尾
に
設
か
れ

た
A

一
句
「
廠
為
比
翼
鳥
、
施
閥
起
~
雨
期
」
は
、
た
し
か
に
李
替
も
一
一
一
一
口

(8) 

う
よ
う
に
、
十
弘
前
「
間
北
有
高
機
」
に
い
う
「
願
為
双
嶋
一
鶴
、
議
題

起
高
飛
(
制
酬
は
く
は
双
鳴
鶴
と
為
り
て
、
題
を
奮
ひ
て
起
ち
て
高
く

飛
ば
ん
ど
と
そ
の
措
辞
が
近
似
し
て
い
る
が
、
友
人
へ
の
送
別
と

い
う
文
脈
で
こ
う
し
た
表
現
を
用
い
る
発
想
は
、
蘇
武
詩
(
一
一
)
の

結
び
「
願
為
双
黄
鵠
、
送
子
倶
遠
飛
(
願
は
く
は
双
葉
鵠
と
為
り
、

子
を
送
り
て
倶
に
遠
く
飛
ば
ん
ご
を
も
強
く
想
起
さ
せ
る
。
更
に
、

問
匂
目
の
「
人
命
若
朝
一
籍
」
は
、
明
漢
世
帯
』
蘇
建
松
附
蘇
武
伝
に
見

え
る
、
蘇
武
に
向
け
ら
れ
た
李
健
の
一
言
葉
「
人
生
如
朝
露
、
何
久
間

背
如
此
(
人
性
は
朝
露
の
如
し
、
間
ぞ
久
し
く
自
ら
苦
し
む
る
こ
と

此
の
如
き
ご
と
よ
く
似
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
の
詩
句
は
、
古
詩

「
駆
車
上
東
門
」
に
い
う
「
年
命
如
朝
露
(
年
命
は
朝
露
の
如
し
ど

に
も
似
て
い
る
の
だ
が
、
こ
う
も
李
陵
・
蘇
武
に
関
連
す
る
辞
匂
が

の

く重
な
っ
て
く
る
と

そ
れ
は
偶
然
に
偶
然
が
重
な
っ
た
結
果
で
は
な

に
、
友
人
の
送
別
と
い
う
場
面
に
李
陵
・
蘇
武

の
別
れ
の
物
語
を
重
ね
合
わ
せ
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な

い
か
と
思
え
て
く
る
。
李
穫
が
そ
の
日
記
に
界
隈
卦
一
ど
を
引
い
て
古
詩

を
引
か
な
か
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
曹
植
の
こ
の
意
識
を
掬
い
あ
げ

よ
う
と
し
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

建
安
文
壊
に
お
い
て
、
蘇
李
詩
が
す
で
に
潤
知
の
作
品
群
で
あ
っ

た
こ
と
か
}
示
す
事
例
と
し
て
、
明
玉
台
一
耕
一
部
』
巻
一
、
徐
幹
「
室
思
」

~
ハ
寧
(
其
一
)
を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
る
。

沈
陰
結
愁
護
沈
陰
愁
憂
結
ぼ
る
、

愁
憂
為
誰
蹴
ハ
愁
憂
誰
、
が
為
に
か
興
る
。

念
与
君
牛
一
別
念
ふ
君
と
生
き
な
が
ら
別
れ
、

各
在
天
一
方
各
冶
天
の
一
方
に
在
る
を
。

長
会
未
有
期
良
会
未
だ
期
有
ら
ず
、

中
心
擁
立
傷
中
心
擢
け
且
つ
傷
む
。

ト
ふ

一
小
純
愛
喰
食
矯
食
を
一
愛
ふ
る
に
糊
ら
ず
、

様
様
常
鍛
空
機
嫌
と
し
て
常
に
畿
空
な
り
。

端
坐
市
無
為
端
掛
ふ
し
て
為
す
無
く
、

時
一
均
臨
時
君
容
光
君
が
容
光
在
野
一
月
第
す
。

ま
ず
向
日
を
引
く
の
は
、
第
一
ニ
・
四
句
問
問
「
念
与
君
生
別
、
各
在
天

一
方
」
、
が
、
蘇
武
詩
(
四
)
の
「
良
友
遠
離
別
、
各
在
天
一
方
(
良

(3) 



友
は
遠
く
離
別
し
、
各
、
の
一
方
に
在
り
)
」
に
よ
く
似
て
い
る

こ
と
だ
ろ
う
っ
だ
が
、
こ
の
措
辞
は
、
古
詩
「
行
行
霊
行
行
」
の
国
語

頭
「
行
行
早
期
中
行
行
、
与
君
生
別
離
。
相
去
万
鈴
髪
、
各
在
天
一
護

(
行
き
行
き
て
重
ね
て
行
き
行
き
、
者
と
生
き
な
が
ら
別
離
す
。
格

去
る
こ
と
万
飴
盤
、
各
¥
天
の
一
援
に
在
り
ご
と
も
よ
く
霊
な
り
九

ま
た
、
上
の
句
に
限
っ
て
一
一
一
一
問
え
ば
、
主
奈
緒
「
白
鵠
(
艶
歌
伺
嘗
)
」

に
い
う
「
念
与
者
離
別
(
君
と
離
別
す
る
を
念
ふ
)
」
(
司
宋
書
』
楽

忘一一
A

)

と
も
酷
似
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
第
一
一
一
・
四
句
の

み
か
ら
は
、
果
た
し
て
徐
幹
の
詩
が
蘇
李
詩
を
踏
ま
え
て
成
っ
た
も

の
か
ど
う
か
は
判
断
で
き
な
い
っ

な
ら
ば
、
こ
の
詩
の
ど
こ
に
着
目
し
た
い
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ

は
続
く
第
五
・
六
匂
自
の
「
良
会
未
有
期
」
「
中
心
擢
良
傷
」
で
あ
る
ち

こ
の
つ
匂
は
そ
れ
ぞ
れ
、
蘇
武
川
荷
台
二
に
い
う
「
樹
党
未
存
期

(
棺
見
ゆ
る
こ
と
未
だ
期
有
ら
や
す
ご
、
蘇
武
詩
(
二
)
に
い
う
「
中

心
倫
以
擢
(
中
心
は
僚
と
し
て
以
て
擢
く
ご
と
絡
め
て
よ
く
似
て

い
る
が
、
実
は
両
者
の
間
で
共
有
さ
れ
て
い
る
措
辞
、
す
な
わ
ち

「
O
O来
有
期
へ
及
び
「
中
心

O
ム
O
」
は
、
現
存
す
る
叫

の

中

で

も

、

」

の

し

か

認

め

ら

れ

な

い

の

の
慨
に
の
み
認
め
ら
れ
る
v

」

ド
1
M

〉
-
仁
三
}
戸
ょ
せ

4
1
U
歩
手
f
f
七

ぜ
な
ら
ば
、

つ
の
措
辞
は
、

の

る
と

っ
て
時
代
の
空
気
を
色
濃
く
反
映
し
た
表
現
だ
と

は
必
ず
し
も
一
言
え
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
患
う
に
、
徐
幹
は
蘇

李
誇
の
世
界
を
強
く
意
識
し
、
そ
の
イ
メ

i
ジ
を
自
ら
の
詩
に
重
ね

る
つ
も
り
で
、
異
な
る
蘇
武
詩
二
着
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
に
印
象
深

い
詩
句
を
抜
き
出
し
、
若
干
の
ア
レ
ン
ジ
を
加
え
た
上
で
こ
れ
を
取

の
ノ
込
ん
だ
の
で
は
な
い
か
。
別
個
の
蘇
武
詩
と
そ
れ
ぞ
れ
に
類
似
関

係
を
持
を
擦
ち
合
わ
せ
に
設
べ
る
鎗
幹
の
こ
の
詩
は
、
建
安

殿
、
い
う
作
品
群
が
、
古
詩
や
古
楽
府
と
は
削
切
に
、
す
で

イ
メ

i
ジ
を
縫
っ
て
流
布
し
て
い
た
こ
と
を
強
く
示

こ
ろ
の
な
い
、

に
あ

唆
し
て
い
る
。

見
ら
れ

し
て
、

蘇
李
詩
特
有
の
表
現
を
踏
ま
え
た
と

た
と
え
ば
、
繁
欽

る
)
」
(

、、ι
F
T4A 

な

'1謹
業
績
未

」 央ー

文永」

に
い
う

一
線
下
り
て
収
む

し
め
、



if.' 

」

を

も

じ

っ

て

い

い

つ

の
訴
匂
は
、
い
ず
れ
も
漢
代
の
そ
の
他
の
詩
歌
に

ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
の
そ
う
し
た
蘇
学
詩
特
む
の
措
辞
に
こ
こ
ま

で
類
似
す
る
句
を
態
安
詩
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
蘇

た
め
で
は
な
く
、
建
安
詩

の
措
辞
を
選
び
出
し
、
こ

そ
の
逆
の
流
れ
、

人
た
ち
が
既
存

オ1つ
ま
り
建
安
詩
か

よ
う
に
思
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
・
蘇
武
の
離
別

さ
れ
た
詠
み
人
知
ら
ず
の
詩
歌
に
比
し
て
、
建
安
詩
の
方
が
は
る
か

に
鵠
別
具
体
的
な
内
容
を
携
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ

の

外

、

(

一

)

に

覚

え

る

頼関池
の
魚
為

に

い

う

「

昔

為

間

同

地

魚

、

(

替

は

向

は
禽
と
参
と
の
脅
し
)
」
(
替
一
一
)
、

に
い
う
「
窓
昔
蒙
愚
恵
、
和
楽
如
意
琴
。
何
意
今
接
一

恩
恵
を
蒙
り
、
和
楽
す
る
こ
と
惹
琴
の

(
在
昔

に
い
う

(
故
は
比
呂
の
魚
の
如
し
、
今
は
隔
て
ら
る
る

に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
明
白
で
あ
る
し
、

ν

た
李
陵
詩
(
二
)
の
勾
「
嘉
会
難
持
遇
」
は
、

ハ
詩
」
の
他
、
間
「
雑
誌
」
五
首
(
其
問
)
に

(
歓
会
は
再
び
は
遇
ひ
難
し
)
」
(
『
玉
台
新
一
詠
h

玩

璃

詩

」

に

い

う

「

了

年

難

再

過

〔

了

年

は

再

び

は
遇
ひ
難
し
と
(
文
一
類
緊
h

巻
三
十
四
)
に
も
波
紋
を
広
げ
て

い
る
。
こ
こ
で
ほ
端
的
な
事
例
の
み
を
挙
げ
た
が
、
建
安
一
詩
に
お
け

る
蘇
李
詩
の
辞
匂
の
部
分
的
摂
取
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
だ
け
に
は
止

ま
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
蘇
李
詩
の
片
鱗
が
権
数
の
建
安
詩
に
散
見

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
こ
の
作
品
群
が
建
安
文
人
た
ち
の

し
て
広
く
根
を
張
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す

如
し
今

だ
ろ
う
弓
一

し

!!麗
fこ
る

と
街
レ
らv

参

i技と
女!]の
比若

(5) 

以
上
、
建
安
詩
と
蘇
李
詩
と
の
類
似
表
現
を
分
析
し
て
き
た
が
、

述
の
ご
と
き
現
象
は
、
後
漢
末
の
建
安
年
間
、
蘇
李
詩
が
す
で
に

立
し
て
い
た
誌
か
ハ
ソ
か
、
そ
れ
ら
が
毘
知
の
詩
歌
群
と
し
て
流
布

し
て
い
た
こ
と
を
詰
提
と
し
て
始
め
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
と

す
る
と
、
の
或
立
法
、
建
安
詩
人
た
ち
の
活
躍
し
た
後
漢
末

、

と

判

断

せ

ざ

る

を

得

な

い

。

よ
り
は
か
な



建
安
詩
と
ば
か
り
で
な
く
、
漠
代
の
十
日
詩
・

と
の
開
に
も
い
く
つ
か
の
類
似
勾
を
持
っ
て
い
る
っ
そ
れ
で
は
、
こ

の
何
者
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
見
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
か
つ

蘇
李
詩
と
出
詩
・
十
は
楽
府
と
の
近
似
性
ば
し
ば
し
ば
一
指
摘
さ
れ
る

と
こ
ろ
だ
が
、
詳
細
に
検
討
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
意
外
に
も
政

必
ず
し
も
深
く
重
な
り
合
う
わ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
の
明
ら
か

響
間
関
係
が
ら
れ
る
事
例
と
し
て
は
、
先
に

ふハ付

し

万

」

、

(

)

の

判
例
附
に
殺
り
ご
と
酷
似
し
て
い
る
こ

「
機
慨
有
総
哀
(
糠
慨
し
て
鈴
哀
有
り
ご

何
悲
(
冷
冷
と
し
て
一
に
何
ぞ
悲
し
き
ご
が
、

楼
い
と
の
簡
に
、
「
憾
慨
符
鈴
哀
」
と
い
う
間
一
旬
、

J
説
得
一
何
悲
(
仔
綿
一
日
一
に
何
ぞ
悲
し
き
ご
と
い

つ
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
く
ら
い
で
あ
る
今
こ
の
地
、

の

「

行

人

難

久

留

、

(

行

人

は

久

し

く一F

)

の

各

」

て
は
汚
に
一
段
た
来
り
帰
る
べ
し
、

に
長
く
相
思
ふ
べ
し
ご
が
、

死
し
て
は
一
九

の

棺
恵
、
下
一
喜
久
離
則
的
に
誌
長
く
摺
患
ふ
と
一
一
一
一
回
ひ
、
下
に
は
久
し

く
離
別
す
と
言
ふ
)
」
、
詩
「
客
従
遠
方
来
」
の
「
著
以
長
摺
恵
、

h

り

た

い

ふ

ち

ど

縁
以
結
一
小
解
(
著
る
る
に
一
口
氏
く
槙
思
ふ
を
以
て
し
、
縁
る
に
結
ん
で

解
け
ざ
る
を
以
て
す
ご
、

F

吉
楽
府
「
欽
馬
長
城
議
行
」
の
「
上
有
加

餐
食
、
下
有
長
橋
怠
(
ょ
に
は
餐
食
を
加
へ
よ
と
有
号
、
下
に
は
-
長

ふ
と
有
り
ご
(
明
義
文
類
緊
h

巻
四
十
ご
と
の
間
で
「
長

と
い
う
語
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
が
自
に
留
ま
る
、
が
、
先
行

こ
の
語
法
所
に
前
漢
中
期
の
鏡
の
銘
文
に
見
え
る

こ
町
議
を

J

織
り
込
む
措
辞
の
あ
り
方
は
、
上
記

っ
て
い
る
の
で
、
蘇
李
詩
は
、
古

広
く
人
口
に
檎
災
し
た
語
を
取
り

る
a

し
か
も
、

と
い
し

、‘E
S

，ノー

円

h
v

F
2
a
t

、、

込
ん
だ

ベ々}

方

の
間
に

い
も
の
も
あ
る
今

イ
メ
!
ジ

ら
れ
る

絞
ら
れ

そ
れ

く



と

ろ
がし1

こ
と
が
で
き
る
の

Vf 0) 

の
他
、

の
馳
す
る
を
掛
川
る
ご

(
仰
ぎ
で
は
浮
震
の
期
る
を
視
る
ご
、

の
「
行
人
懐
往
路
(
行
人
は
往
路
を
懐
ふ
ご
と
刊

吋

征

夫

懐

役

路

、

及

び

蘇

r---. 
、拘

‘ 
、、~

。〉

一

7
J
〕

事

リ

ι
J
A
L
P
-
C
手
、
そ

長
ね
v
d
現喧
huυ

を
日
い
し
r

t

v

そ

て
い
る
。
た
だ
、

。〉

へ内
は 「 一 部
、街)で

単 ~t はの

こ
こ
に
お
い

ら
な
い
。
ま
た
、

と
の
強
い
関
保
性
、
が
諮
認
さ
れ
た
叫
(
一
一
)

ベ
ル
で
は
と
も
か
く
、
匂
を
構
成
す
る
措
辞
と
ー

ち

す

れ

ば

、

他

ほ

ど

深

い

関

わ

わ

け

で

は

な

い

る

。

だ

、

が

、

る
も
の
の
、

、-B

ド
j
1
t

J
U
W

円
、
-
-
寸

A
t

い
う
作
品
群
は

比
べ
て
凝
築
様
向
の
強
い
、

体

7
だで

こ
の
こ
と

こ
れ
ら
の
詩
が
全
て
、
慕
わ
し
い
人
と
の
謀

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
も
響
き
合
う
だ
ろ

る

そ
の
内
部
に
多
く
の
類
似
匂
を
持

部
の
作
品
と
の
み
そ

つ

つ

も
し
も
間

の
だ
と
す
る
と
、
類
似
勾
の
分
布

あ
る
ま
い
つ
で
は
、
こ
の
持
者
の
関
係
性
は

尚一J

だ
ろ
う
か
。
思
う
に
、
主
題
も
表
現
も
拡

e

十
日
潟
市
消
は
、
そ
の
生
成
、
が
比
較
的
長
期
に
わ

れ
て
い
っ
た
作
品
群
な
の
で
は
な
い
か
n

こ
れ

は
一
つ
の
主
題
に
即
し
て
作
ら
れ
て
お
り
、
あ

の
目
的
の
た
め
に
、
ご
く
短
い
期
間
の
内
に
成
っ
た
詩
群
で

あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
つ
も
し
も
こ
の
推
測
が
的
外
れ
で
な
い
な

ら
ば
、
蘇
李
詩
の
作
者
法
、
そ
の
別
れ
の
宴
と
い
う
主
題
に
ふ
さ
わ

し
い
辞
句
を
、
既
存
の
お
詩
・
古
楽
府
の
中
か
ら
適
宜
選
び
取
っ
て

用
い
た
の
だ
と
法
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
、
先
に

(
ニ
)
を
例
に
挙
げ
て
検
証
し
た
い
。

黄
鵠
一
た
び
遠
く
別
れ
、

千
里
に
一
顧
み
て
俳
徳
す
。

鵠
篤
茸
(
の
群
を
失
ひ
て
、

(7) 

tyミ

ν」た 散
っ{摂

F:iJ 

ヱJ晶、



に
い
う

し
、
六
問
中

J

曜

に

拐

を
ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、

忠
心
常
一
依
依

何
況
双
飛
龍

羽
握
、
臨
当
一
事

乏
二
斗
ゴ
た
弘
'v
人
お
ι

dJイ
1
1
0が
辺
吋
d
H
H

可
以
織
中
懐

議
為
遊
子
吟

怜
冷
一
向
悲

総
竹
腐
清
声

機
慨
有
鈴
哀

一一一で八
ω

ザ
ア

U
X
H
A

長
町
内
司
君
タ
μ

中
心
櫓
以
揺

欲
問
問
清
衛
曲

念
子
不
能
帰

免
m叩
持
釘
刻
、

U

1
1
!
1
j
 

磁
下
不
可
揮

甲
山
間

2
4
V人
七
十
茂
良
岬

前
川
町
ザ
タ

1
F
dノ
ル
山
口

忠
心
常
に
依
依
た
り
。

何
ぞ
況
や
双
飛
穫
の
、

羽
翼
の
当
に
教
く
べ
き
に
臨
め
る
を
令
。

宰
ひ
に
絃
歌
の
崩
有
り
、

以
て
中
壌
を
験
ふ
可
し
。

請
ふ
ら
く
は
遊
子
の
吟
を
為
さ
ん
こ
と
を
、

持
怜
と
し
て
一
に
何
ぞ
悲
し
き
。

線
竹
は
清
声
を
腐
し
く
し
、

煉
慨
し
て
鈴
哀
有
号
。

長
歌
は
正
に
激
烈
た
り
て
、

中
心
憶
と
し
て
以
て
楼
く
。

清
海
の
曲
を
展
べ
ん
と
欲
し
て
‘

子
の
帰
る
能
は
、
さ
る

挽

仰

内

に

し
め

願
は
く
は

ん
ニ
と
を
母

び

中
旬
刈

H
W
M
川
ヤ
タ

心
合
中
一
向
f
n
s
v

〓

て
部
独

感
を
一
詠
じ
た
古
詩
「
吾
北
有
高
楼
」
か
ら
少
な
か
ら
ぬ
措
辞
を
直
接

的
に
取
り
込
み
、
男
女
離
別
の
歌
で
あ
る
古
詩
「
行
行
霊
行
行
」
か

ら
は
「
拐
馬
」
「
遊
子
」
と
い
う
単
語
を
選
び
取
っ
て
も
い
る
。
今

こ
こ
に
挙
げ
た
古
詩
・
古
楽
府
に
は
相
互
に
影
響
し
合
っ
た
痕
跡
が

認
め
戸
つ
れ
な
い
こ
と
か
ち
、
蘇
武
詩
は
こ
の
三
者
と
向
列
に
並
ぶ
の

で
誌
な
く
、
そ
れ
ら
を
跨
激
し
得
る
立
場
に
告
白
直
し
て
、
適
宜
そ
れ

ら
か
も
辞
句
を
摂
取
し
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

こ
の
問
者
の
中
で
は
蘇
武
詩
が
最
も
新
し
い
と
判
断
さ
れ
よ
う

9

李
詩
の
成
立
は
大
体
い
つ
頃
と
推
定
し
得
る
だ
ろ

た
蘇
武
詩
(
二
)
を
例
に
と
っ
て
推
測
す
れ
ば
、

で
も
見
た
と
お
り
捜
数
の
建
安
詩
に
影
響
を
与
え

「
双
臼
鵠
」
や
古
詩
「
行
行
重
一
行
行
」
「
街

つ
つ
成
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
の
「
双
白
鵠
」

て
そ
れ
ほ
ど

っ
い
て
は
、

そ
れ
で

う
か
っ
先

(8) 

て
い
る

そ

持
代
を
下
る
も
の

は
年
い
だ
ろ
う
の

そ
の
他
の
蘇

お
そ
ら
く
こ
れ
と

た
と
考
え
て
よ
い
よ
う



漢
代
の
訂
以
付
・
十
日
楽
府
を
取
り
込
み
、
後

文
部
を
提
供
し
た
蘇
学
詩
だ
が
、
そ
れ
で
は
、

あ
る
時
期
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
場
で
誕
生
し
た
の
だ
ろ
う
か
っ

そ
の
ヒ
ン
ト
は
作
品
'M体
の
内
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

蘇
学
詩
は
…
離
別
を
詠
い
す
る
と
い
う
点
で
一
貫
し
て
お
り
、
ま
た
間
判

群
の
中
に
、
他
の
作
品
に
は
見
出
せ
な
い
多
く
の
類
似
匂
を
共
有
し

て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
特
徴
は
、
こ
の
詩
群
を
築
関
に

よ
る
遊
戯
的
文
芸
と
抱
え
た
と
き
始
め
て
会
点
の
い
く
も
の
と
な
る

の
で
は
な
い
か
。
一
つ
の
テ
ー
マ
を
設
定
し
、
類
以
す
る
辞
句
を
ア

し
合
う
こ
と
は
、
仲
間
ど
う
し
の
待
牒
的
議
議

た
そ
の
場
を
愉
快
な
気
分
で
満
た
す
だ
ろ
う
。

れ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
場
に
お
い
て

い
う
場
を
措
い
て
他
に
は
考
え
難

に
や
タ
く
の

? 

、-

レ
ン
ジ
し
つ

と
し

で
は
、
こ
の
撞

か
。
後
漢
時
代
、

B
十

Y

蘇
李
詩
を
宴
の
歌
だ
と
す
る
推
測
は
、
こ
の
詩
群
の
内
部
に
散
ち

ば
め
ら
れ
た
様
々
な
具
体
的
事
物
や
一
言
葉
に
よ
っ
て
裏
付
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
ず
、
蘇
武
詩
(
問
)
の
「
嘉
会
難
問
遇
、
犠
楽
殊
未

央
」
、
李
終
詩
(
二
)
ぬ
「
嘉
会
難
一
舟
遇
」
は
、
ま
る
で
摂
前
{

る
か
の
よ
う
な
口
ぶ
り
だ
。
宴
に
欠
か
せ
な
い
溜
は
、

(
溺
に
対
す
る
も
捌
ゆ
る
能
は
ず
ご

(
独
だ
鰭
に
盈
つ
る
灘
高
り
、
子
と

(
一
)
に
「
我
高
一
一
樽
灘
、
欲
以
鰻
遠

叙
此
平
生
親
(
我
に
…
鱒
の
調
有
り
、
以
て
速

。
願
は
く
は
子
留
ま
り
で
翻
酌
し
、
此
の
平

べ
よ
ご
と
歌
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
蘇
武
詩
(
二
)

た
「
幸
有
絃
歌
曲
」
「
線
竹
麗
椿
声
」
「
長
歌
正
激
烈
」

向
山
い
な
ど
の
辞
匂
は
、
当
時
の
宴
席
が
常
に
管
弦
楽
の

れ
て
い
た
こ
と
と
ま
さ
し
く
響
き
合
う
。
更
に
、
蘇
武

(
二
)
登
場
す
る
は
ぐ
れ
鳥
、
蘇
武
詩
(
一
一
一
)
で
詠
じ
ら
れ
て

い
る
夫
婦
の
離
別
は
、
二
見
宴
席
と
は
無
関
保
な
内
容
の
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
が
、
実
誌
こ
の
時
代
、
こ
う
し
た
場
で
演
じ
ら
れ
る
歌
曲

{
刀
)

に
は
頻
見
す
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
蘇
李
詩
は
宴
席
で
行
わ
れ
る
遊
戯
的
文
芸
で

あ
っ
た
と
党
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
a

た
だ
、
李
陵

も
蘇
武
も
、
向
奴
に
揺
す
る
や
一
台
や
と
い
う
厳
し
い
選
択
を
迫
ら
れ
、

自
ら
下
し
た
決
訴
を
我
が
身
に
引
き
受
け
て
生
き
た
人
物
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
苛
烈
な
人
生
を
歩
ん
だ
人
物
た
ち
の
物
語
が
、
果
た
し

て
寒
轄
と
い
う
槙
楽
的
な
場
に
耕
染
む
も
の
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
。

そ
こ
で
窓
起
し
た
い
の
が
、
明
漢
窪
田
』
蘇
建
伝
的
蘇
武
伝
に
見
え
る

次
の
一
部
で
あ
る
つ
議
に
帰
還
す
る
こ
と
と
な
っ
た
蘇
武
の
た
め
に
、

践
詩
(

(9) 



て
そ
の
前
途
を
祝
し
、
併
せ
て
自
ら
の
胸
中
を

打
ち
明
け
た
が
、
そ
の
別
れ
の
場
。
砲
で
の
出
来
事
司
と
し
て
、
次
の
よ

う
な
記
述
が
見
え
て
い
る
つ

段
起
側
州
、
歌
日
、
「
径
万
閥
抗
今
度
沙
募
、
為
者
将

J

一
日
フ
警
句
奴

a

路
窮
絶
バ
サ
矢
刃
機
、
士
衆
滅
令
名
己
一
積
。
老
母
己
死
、
銭
欲
報

怒
将
安
婦
J

段
泣
下
数
行
、
笥
与
式
決
今

絡
は
起
ち
て
舞
ひ
、
歌
ひ
て
行
く
、

め
り

路
は
窮
絶
し
て
矢
刃
は

機

か

れ

、

士

衆

は

滅

し

つ

冷

老

母

は

己

に

死

し

、

患
に
報
い
ん
と
欲
す
と
雄
ど
も
将
た
安
く
に
か
帰
ら
ん
」
と
。

作

悼

み

，

人

わ

か

段
枕
下
る
こ
と
数
行
、
間
り
て
武
と
決
る
。

こ
こ
に
は
、
「
起
務
」
「
歌
」
「
段
下
数
行
い
と
い
っ
た
語
勾
と
と

も
に
、
「
件
J
L

宇
品
化
中
に
挟
ん
で
前
後
に
二
一
一
汗
を
畑
山
く
、
明
楚
詳
知
九

軟
に
由
来
す
る
い
わ
ゆ
る
九
歌
型
歌
謡
が
配
せ
ら
れ
て
い
る
が
、

段
主
催
の
秘
密
で
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
れ
ら

J

速
の
歌
舞
や
綴

い
は
、
彼
ら
の
筒
か
れ
た
情
況
の
厳
し
さ
に
比
し
て
あ
ま
り
に

射
が
か
っ
て
い
る
よ
う
に
は
感
じ
ら
れ
な
い
か
ろ
ニ

人
の
実
際
の
行
為
だ
と
は
制
民
思
え
な
い
し
、

間
色
だ
と
も
考
え
難
い
の
と
い
う
の
同

と
全
く
間
関
か
っ
何
様
式
の
記
述
が
、

抱
本
紀
、
刺
客
列
い
お
(
稿
料
}
、

こ
の

に
見
え
る
の

(
日
出
)

(
烏
孫
密
)
な
ど
に
も
認
め
ち
れ
る
か
ら
だ
。
も
し
も
こ
れ
が
事
実

の
患
実
な
記
録
‘
も
し
く
法
歴
史
家
の
筆
の
遊
び
で
あ
る
な
ら
ば
、

か
く
も
類
型
化
し
た
描
写
が
散
晃
す
る
こ
と
の
理
患
が
説
明
で
き
な

い
お
患
う
に
、
『
史
記
』
や
『
漢
章
一
回
』
の
成
立
当
時
、
荊
軒
、
項
羽

と
劉
邦
、
李
毅
と
蘇
式
、
急
孫
公
、
王
と
い
っ
た
人
物
た
ち
を
、
主
人
公

と
す
る
歌
舞
劇
の
よ
う
な
文
芸
が
行
わ
れ
て
い
て
、
そ
う
し
た
先
行

テ

キ

ス

ト

が

、

し

て

麗

史

家

じ

取

た
の
で
は
な
い
だ漢

代
、
九
歌
型
歌
謡
を
伴
う
演
制
倒
的
文

て
お
り
、

熊ば
で
あそ

?こ
の
T三

、、，，〆ハυ
噌

S
8
0(

 

己
い
み
じ
く
も
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、

る
。
漢
代

々

C
1
こ

F

7

む

や
J

カ{

れ
て
い
た
の
で
は
な
い

そ

だ
ろ
う
か
多

も
し
妥
台
で
あ
る

れ と
す
プ
マJ

な
横
劇
的

)
と
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、

せ
?こ

ぷ
ぜ
r
f
1
ま

f
J

十
L

J

/

h

i

J主

で
あ
っ
て
、



と
蘇
武
の
一
秋
緋
劇
が
、
い
う
場
を
介
し
て
、

内
容
を
写
し
取
ら
れ
た
付
能
性
は
非
常
に
お
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で

、，

}

0

2
7《

じ
そ
の

の
関
係
に
つ
い
て
は
、
の
方
向
性

る
の
で
こ
れ
以
上
踏
み
込
ま
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
学

際
と
蘇
武
の
物
語
が
宴
席
と
い
う
場
に
何
ら
違
和
感
な
く
溶
け
込
む

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
と
…
一
バ
え
る
。
な
ら
ば
、
先
ほ
ど

F

市
し

た
見
通
し
、
す
な
わ
ち
彼
ら
の
離
別
を
詠
ず
る
蘇
李
詩
は
、
宴
席
に

お
け
る
遊
戯
的
文
誌
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
按
測
は
十
分
に

成
り
な
ち
得
る
だ
ろ
う
の
そ
し
て
、
蘇
李
品
川
の
基
本
的
性
格
を
こ
の

よ
う
に
捉
え
た
と
き
、
蘇
武
詩
(
問
)
の
中
に
何
奴
と
は
何
ら
関
わ

り
の
な
い
「
江
漢
い
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
疑
問
も
自
ず

か
ら
氷
解
し
て
ゆ
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
ο

蘇
学
詩
は
も
と
も
と
彼
ら

‘
A

人
の
実
体
験
を
踏
ま
え
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う

な
南
方
の
河
川
名
が
登
場
し
た
と
し
て
も
誇
る
に
は
書
た
ら
な
い
の

で
あ
る
。
「
江
漢
」
を
現
実
の
地
名
と
し
て
で
な
く
摺
い
た

と
し
て
、
明
文
選
』
巻
二
波
間
の
「
商
都
賦
」
に
、

苑
に
機
む
鳥
た
ち
の
様
子
を
描
い
て
「
朝
発
河
海
、

に
は
河
海
を
発
し
、
タ
に

の
上
林

」
と
あ
る
。

四

漢
代

る
後
漢
の
あ
る
時
期
、

と
推
定
し
得
る
の
そ
れ
で
は

つ
ま
り
、

よ
う
な
場
は
果
た
し
て
醗
史
上
に

結
論
か
ら
一
一
拐
え
ば
、
和
帯
(
庄
位
八
八
1

寝
付
中
阜
、
大
将
箪
と
し
て
北
何
奴
を
征
伐
し

い
は
、
こ
う
し
た
作
品
群
が
生
ま
れ
て
も
お

あ
っ
た
。
明
後
漢
書
』
蹴
誠
一
概
伝
的
護
憲
伝
、

守
に
記
す
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
彼
の
幕
下
に

瀦
と
い
っ
た
当
代
第
一
級
の
文
人
た
ち
が
集

強
ん
な
る
こ
と
は
当
世
に
冠
絶
し
て
い
た
と

鈎
奴
に
ゆ
か
れ
ソ
心
深
い
有
力
者
と
そ
の
下
に
召
さ
れ
た
文
人

時
で
、
李
綾
と
蘇
武
の
離
別
に
事
寄
せ
た
遊

れ
た
と
し
て
も
全
く
不
思
議
で
は
あ
る
ま
い
。

古
詩
の
中
で
も
別
格
扱
い
の
一
群
、
こ

た
と
こ
ろ
の
第
一
古
詩
群
は
す
で
に
成

先
ほ
ど
蘇
李
詩
に
明
ら
か
な
影
響
を
与

「
行
行
霊
行
行
」
「
西
北
有
高
楼
」
は
、

m
7唱「
4
市
内
、

十
/
ん

γF
作
間
吋

か
し
く
は
な
い

は
も
波
間
側
、

1

、
乙
一
、

予
仁

y

e

z

，

、妻、
J

O

F
V‘
勾
ぜ

た
ち
、

れ
ま

え
て
い
る

A... 

の

、、，，
r

噌

g-A

-
1
-
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い
泊
す
れ
も
こ
の
第
一
宮
古
詩
群
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

の
下
に
集
っ
た
文
人
の
一
人
で
あ
る
傍
毅
は
、
第
一
吉
詩
群
に
は
震

さ
な
い
十
日
詩
「
舟
舟
孤
生
竹
」
の
作
者
と
目
さ
れ
て
い
る
人
物
で
あ

っ
て
(
『
文
心
離
竜
』
明
詩
伯
母
、
こ
の
援
に
な
る
と
、
五
一
一
一
一
回
詩
が
文

人
た
ち
の
間
で
も
か
な
り
抵
抗
な
く
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た

こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
蘇
李
詩
成

立
の
場
を
務
窓
の
幕
下
あ
た
り
と
比
定
す
る
こ
と
は
、
さ
ほ
ど
無
理

の
な
い
推
測
と
言
っ
て
も
よ
い
よ
う
に
思
う
の
だ
が
、
い
か
が
で
あ

ろ
う
か
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
推
測
に
過
ぎ
な
い
っ
私
た

ち
に
は
比
定
す
る
こ
と
し
か
許
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
詩
群
に

は
、
作
者
名
が
全
く
記
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
か
ち
の
均
時
に
お
い
て
、

五
一
一
諮
問
詩
は
ま
だ
、
文
人
が
自
ら
名
葉
り
を
と
げ
て
詠
ず
る
よ
う
な
正

統
的
文
学
様
式
と
は
成
り
得
て
い
な
か
っ
た
り

周
知
の
と
お
り
後
漢
未

て
い

こ
同
」
伊
、
4

4

i

J

主
、
。

f
木
1
1
f
f
f
j
v

注
(
l
ゾ
代
表
的
な
論
説
仰
と
し
て
、
馬
確

持
館
、

a

九
四
，

J

年

)

、

鈴

木

拷

次

の

研

究

b

六
七
年
〉
第
二
章
、
第
四
項
‘
問
「
伝
蘇
式
・
字
経
持
考
ι

ま
た
、
推
定
の
根
拠
は
異
な
る
も
の
の
、
遂
欽
立
明
縮
問
詩

ぷ
Y

，、ノ、，り

・カ
h
d
f片
、

別
録
b

(

一

司

漢

畿

六

朝

文

学

論

集

』

挟

西

人

民
出
販
社
、
一
九
八
四
年
に
収
載
)
辞
鵠
第
一
、
甲
「
蘇
・
李
詩
」
も
、

そ
の
成
立
年
代
を
後
漢
末
の
霊
帝
・
戯
帯
期
と
接
部
し
て
い
る

9

(
2
)
李
援
・
蘇
武
の
名
を
廷
す
る
こ
の
作
品
群
母
、
明
文
選
』
の
他
に
も
、

明
古
文
苑
』
巻
八
に
ま
と
ま
っ
た
数
の
作
品
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
援
作
の
可
能
殻
が
払
拭
で
き
な
い
た
め
で
あ
る
。
鈴
木
前
掲
書

一一一一一六
i
i
…
一
一
二
七
買
を
参
緒
。

(3)
『
毛
詩
b

で
は
「
燐
」
を
「
燕
」
に
作
り
、
そ
の
誌
に
「
燕
と
は
安
、

続
と
は
穎
な
っ
」
と
い
う
つ
ま
た
、
司
韓
詩
h

で
は
「
嫌
椀
と
は
、
好

き
貌
な
n
ご
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
請
の
王
先
議
『
詩
一
一
一
家
義
築
疏
』

巻
三
上
を
参
娘
。

(

4

A

)

叫
文
選
h

巻
一
一
ち
張
擬
っ
融
京
賦
」
に
い
う
「
然
後
懸
按
底
、
適
犠

館
、
指
表
部
〕
、
従
欝
倫
明
」
の
静
綜
注
に
「
続
一
揖
と
誌
、
美
野
の
貌
な

り
」
と
っ
向
巻
三
十
一
二
、
王
紫
「
贈
土
孫
文
始
」
詩
の
「
人
亦
有
一
世
間

畿
日
不
思
、
矧
指
摘
…
椀
、
胡
不
懐
前
」
に
お
け
る
「
織
椀
」
も
、
女

性
を
揺
す
議
で
は
な
い
が
、
議
し
き
人
と
い
う
美
称
で
あ
る
点
で

叫
持
続
加
の
伝
統
ね
上
に
立
っ
て
い
る
つ

5
}
判
介
入
選
均
五
庁
間
一
法
(
張
銑
)
は
、
「
熊
純
と
は
、
歓
楽
な
り
」
と
段

し
て
い
る
ぢ

ら
ず
以
下
‘
本
文
中
に
挙
げ
る
蘇
李
持
は
、
初
出
の
も
の
に
つ
い
て
の

み
仰
向
き
下
し
文
を
付
す

7
〕
に
「
乃
為
議
会
、
宴
此
高
堂
(
乃
ち
議
会
を
為
し
て
、

ん
ご
(
吋
袈
文
類
緊
b

巻
mけ
V

と。

特
に
出
典
を
ポ
さ
な
い
限
り
は

(12) 

お
) 五主

巻



ゅ
一
ト
九
に
拠
っ
て
い
る
。

(9)
類
似
匂
は
、
諸
問
中
相

U
m域
伝
下
に
引
く
鳥
認
公
主
純
計
の
歌
に
も

「
一
在
家
嫁
戎
パ
サ
犬
二
万
(
否
が
家
は
我
を
一
え
の

J

方
に
探
せ
し
む
ご

と
兇
加
え
る
。
だ
が
、
「
各
紅
」
と
い
う
措
辞
ま
で
含
め
て
考
え
る
と
、

蘇
学
詩
と
の
蕗
接
的
な
影
響
関
係
は
仁
川
詩
の
方
が
よ
り
深
い
と
判
断

さ
れ
る
。

(ゆ〉

、
子ゐ

に

も

へ

思

双
飛
燕
と
為
ら
ん
こ
と
を
ど
と
い
う
類
以
匂
が
見
え
る
が
、
こ

は
宙
科
「
間
北
有
応
機
」
を
燥
開
閉
さ
せ
た
も
の
の
よ
う
に
看
取

さ
れ
ち
蘇
武
詩
と
の
商
按
的
な
影
響
関
係
は
薄
い
と
判
断
さ
れ
る
。

ま
た
、
内
十
円
詩
紀
b

巻
十
所
収
の
ふ
白
川
村
「
事
出
域
東
門
」
に
は
「
願
為

政
英
鵠
」
と
い
う
問
，
勾
が
見
え
て
い
る
が
、
そ
の
素
性
が
不
明
で

あ
る
た
め
、
今
は
保
織
と
し
て
お
く

Q

(
日
)
叫
文
選
知
巻
鼻

A

十
七
は
「
長
相
思
」
を
「
一
長
相
憶
い
に
作
る
。
な
お
、

2h一
台
新
詠
h

巻
一
で
は
〉
こ
の
い
JU
楽
府
を
禁
設
の
作
と
し
て
い
る

9

(
刊

ω~

石
川
三
枚
出
力
「
中
間
前
漢
「
哲
荷
行
鏡
」
の
銘
文
に
つ
い
て

i
市

詩
行
行
一
事
一
行
行
穏
と
の
比
較
に
及
ぶ
!
」
二
等
拷
問
文
』
第
四
十
六

号
、
川
九
八
九
年
)
を
拳
照
。

(
日
)
こ
れ
ら
の
諮
稿
は
、
古
詩
の
中
で
も
最
も
古
題
に
属
す
る
も
の
と

推
定
さ
れ
る
。
拙
論
「
古
川
狩
誕
生
の
場
」
(
『
中
間
中
世
文
学
研
究
h

第
四
十
五
・
間
十
六
合
静
号
、
二

O
O四
年
)
を
参
照
さ
れ
た
い

c

(
川
口
)
馬
・
鈴
木
前
掲
論
警
に
詳
細
な
指
摘
が
あ
る
。

(
日
)
明
宋
書
』
楽
志
一
一
一
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
余
冠
英

的

評

楼

利

分

割

」

業

譲

出

版

社

、

五

16 
)妥年
寄11 .. ~ 

i論とは
手li
j裂i

~'l 

一
昨
収
の
方
を
よ
り
原
辞
に
近
い
も
の
と
見
る
。

高
詩
群
の
成
立
!
」
(
問
中
間
中

を
参
照
さ
れ
た
い
。

…
源
流
初
探

i
第

第
四
十
三
号
、

a

一ハ

げ

)

前

掲

の

拙

論

を

参

照

さ

れ

た

い

。

一
時
)
海
代
仁
一
お
け
の
盛
行
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
療
初

的
立
け
詩
い
の

4

一
九
歌
と
の
関
わ
れ
ソ
を
手
が
か
り
と

し
て

1

3六
部

第

十

築

、

二

0
0九
年
)
の
中
で
も

ば
及
し
て
い
る

n

(
凶

に
つ
い
て
の
試
論

一
十
冊
、
…
九
六
五
年
四
月
。

5
b
岩
波
書
路
、
一
九
九
一
年
に
収
載
)
か
ら
着
想

た
だ
、
ん
百
織
論
文
は
九
歌
型
歌
謡
を
含
む
演
劇
的
記
述
に

つ
い
て
特
に
言
及
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。

(
初
)
第
…
十
口
詩
群
の
範
鶴
、
及
び
そ
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
拙
論

「
賂
機
識
す
る
一
敗
の
古
詩
に
つ
い
て
」
(
『
中
密
文
学
論
集
』
第
二
十
八

号
、
一
九
九
九
年
)
、
及
び
「
一
民
間
時
代
に
お
け
る
五
一
一
一
一
口
吉
詩
の
研

究

i
そ
の
成
玄
年
内
を
巡
る
論
争
を
中
心
に

i
」
(
明
広
島
女
子
大
学

第
十
号
、
二

0
0
二
年
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(13) 

平
成
二
十
年
度
科
研
繋
・
基
盤
研
究

C

「漢代五一一一一口

詩
歌
の
缶
議
と
そ
の
文
学
的
昇
撃
の
過
程
に
関
わ
る
研
究
」
に
よ
る

成
果
の
一
部
で
あ
る
令

(
県
立
広
島
大
学
)


