
(-
）
「
戯
題
詩」
に
つ
い
て

＾
本
論
＞
南
朝
梁
·

簡
文
帝
蓋
綱
の
「
戯
贈
麗
人」

と
「
絶

句
賜
麗
人」

＾
序
論
＞
本
稿
の
研
究
対
象

美
女
に
贈
る
詩

ー
梁
簡
文
帝
蕪
綱
の
「
戯
贈
麗
人」
「
絶
旬
賜
麗
人」

(

l
)
 

筆
者
は
こ
れ
ま
で
南
朝
斉
梁
時
代
の
艶
詩
の
作
品
と
作
者
た
ち
の

創
作
活
動
を
支
え
た
文
学
思
想
の
言
説
を
取
り

上
げ、

斉
梁
艶
詩
の

(2)
 

性
質
に
つ
い
て
多
角
的
に
論
じ
て
き
た。

前
者
の一
連
の
作
品
研
究

に
お
い
て
筆
者
が
取
り

上
げ
た
の
は
主
に
楽
府
作
品
で
あ
っ
た。
し

か
し、

斉
梁
艶
詩
の
中
に
は
徒
詩
の
作
品
も
多
い。
そ
こ
で
本
稿
で

は
斉
梁
艶
詩
の
中
の
徒
詩
を
主
な
研
究
対
象
と
す
る。

本
稿
で
は、
南
朝
梁
の
簡
文
帝
蓋
綱
（
五
0
三
ー

五
五一
）
の
「
戯

贈
麗
人」
を
ま
ず
は
取
り

上
げ
る。

周
知
の
ご
と
く、

薫
綱
は
梁
代

後
期
の
艶
詩
流
行
の
主
導
者
で
あ
る
が、

そ
の
代
表
作
の一
っ
と
し

(

3
)
 

て
こ
の
作
品
は
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
取
り

上
げ
ら
れ
る。
こ
の

題
名
に
「
戯」

と
い
う
文
字
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら、

従
来 、

こ
の

作
品
は
「
戯
題
詩」

に
分
類
さ
れ
て
き
た。
こ
れ
は
主
に
「
戯」

と

い
う
文
字
を
含
む
題
名
を
持
つ
作
品
が
多
い
杜
詩
研
究
に
お
い
て
確

(

4
)
 

立
さ
れ
た
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る。

杜
詩
に
お
け
る
「
戯
題
詩」

の
意
味

に
関
す
る
先
行
研
究
の
言
説
に
こ
こ
で
詳
し
く

触
れ
る
余
裕
は
な
い

が、
注
(
4)

所
掲
の
谷
口
氏
論
文
は
梁
代
の
「
戯
題
詩」

を、
「
対

象
の
人
物
を
か
ら
か
う」
も
の
と
「
必
ず
し
も
対
象
を
持
た
ず、

作

者
の
創
作
の
遊
び
心
を
表
わ
す」

も
の
と
に
大
別
す
る。
こ
れ
ら
の

先
行
研
究
は
こ
の
遊
戯
的
か
つ
即
興
的
な
ジ
ャ
ン
ル
の
勃
興
が
梁
代

で
あ
る
と
す
る
点
で
は一
致
し
て
お
り、

こ
れ
が
梁
代
艶
詩
の
代
表

(5)
 

的
ジ
ャ
ン
ル
の―
つ
で
あ
る
と
す
る
研
究
も
他
に
あ
る。

以
上、

先
行
研
究
に
よ
る
梁
代
の
「
戯
題
詩」
の
言
説
を
総
括
し

た。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
の
大
部
分
の
主
な
関
心
は
杜
詩
に
向
け
ら

大

村

和

人

に
つ
い
て
ー

(27) 



れ
て
お
り、

梁
代
の
作
品
は
杜
甫
前
史
と
し
て
の
位
置
づ
け
に
過
ぎ

な
い。

従
っ
て、

梁
代
の
「
戯
題
詩」

に
詳
細
な
分
析
を
加
え
る
と

い
う
こ
と
も
特
に
行
わ
れ
て
い
な
い。

本
稿
は
梁
詩
に
焦
点
を
当
て

る
立
場
か
ら、

梁
代
の
「
戯
題
詩」
の―
つ
で
あ
る
「
戯
贈
麗
人」

詩
を
ま
ず
は
取
り

上
げ
る。
こ
の
作
品
を
癖
綱
の
代
表
作
の一
っ
と

見
な
す
注
(
3)
の
先
行
研
究
は
主
に
女
性
描
写
の
繊
細
さ
や
華
麗

さ
に
注
目
し
て
い
る
が、

本
稿
は
そ
れ
以
外
の
点
に
注
目
し
た
い。

（
二）

驚
綱
の
「
戯
贈
麗
人」

詩

題
名
の
「
麗
人
に
贈
る」

は、

こ
の
作
品
が
実
在
し
た
女
性
た
ち

に
直
接
贈
る
た
め
に
制
作
さ
れ
た
こ
と
を
示
す。
「
麗
人」
た
ち
の

姓
名
や
職
名
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が、

宮
女
か
妓
女
で
あ
ろ
う
と

推
測
さ
れ
る。
ま
た、

こ
の
作
品
が
代
作
で
あ
る
こ
と
を
示
す
表
現

も
題
名
に
は
見
ら
れ
な
い。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら、

こ
の
作
品
の
語

り
手
と
作
者
を
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う。
そ
れ
で
は

作
品
を
見
て
み
よ
う。

「
麗
姐
興
妖
嫡 ，

共
彿
可
憐
放 。

同
安
繋
里
撥 ，

異
作
額
間
黄 ゜

羅
裾
宜
細
簡 ，

蜜
履
重
高
瑞 。

含
羞
未
上
翻 ，

微
笑
出
長
廊 ゜

取
花
争
間
錨 ，

攀
枝
念
蕊
香 。

但
歌
柳一
曲 ，

鳴
弦
未
肯
張 。

自
衿
心
所
愛 ，

三
十
侍
中
郎
（
麗
姐
と
妖
嫡
と、

共
に
可
憐
の

放
を
彿
ふ 。

同
じ
く

握
里
の
撥
を
安
ん
じ、

異
に
額
間
の
黄
を

作
す。

羅
裾
は
細
簡
に
宜
し
く、

書
履
は
高
塙
を
重
ん
ず。

羞

を
含
み
て
未
だ
硼
に
上
が
ら
ず、

微
笑
長
廊
に
出
づ 。

花
を
取

り
て
争
ひ
て
錨
に
間
し、

枝
を
攀
ぢ
て
蕊
香
を
念
ふ 。

但
歌
す

る
も
柳
か一
曲 、

鳴
弦
未
だ
肯
て
張
ら
ず。

自
ら
衿
る
心
の
愛

(6)
 

す
る
所、

三
十
に
し
て
侍
中
郎
な
る
を）」

「
麗
姐
奥
妖
嬉」

の
「
麗」
「
嫡」

に
つ
い
て、

呉
兆
宜
注
は
「
荘

子』「
齊
物
論
篇」
に
美
女
の
代
表
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る、
春
秋
時
代
・

晋
の
「
麗
（
襲）

姫」

と
春
秋
時
代
・

越
の
「
毛
嫡」

を
指
す
と

(7)
 

す
る。
「
姐」

は
や
は
り

有
名
な
美
女 、

殷
の
「
姐
己」

を
指
す。

こ
の
冒
頭
の
旬
は、
古
の
美
女
に
擬
え
ら
れ
る
美
女
た
ち（「
麗
人」）

を
こ
の
作
品
の
主
人
公
と
し
て
ま
ず
登
場
さ
せ
る。

次
の
第
三
旬
か
ら
第
六
旬
ま
で
は
美
女
た
ち
の
化
粧
や
衣
服
を
描

写
し、

彼
女
ら
の
美
し
さ
を
称
賛
す
る。
「
握
里
撥」

は
髪
を
整
え

(8)

（9)
 

る
木
べ
ら
の
類 。
「
細
簡」

は
衣
服
の
ひ
だ。
「
蜜
展」

は
彩
色
さ
れ

(10)

（11)
 

た
履
き
物。
「
取
花
争
間
鏃」

の
「
鐵」

は、

管
か
ら
垂
れ
る
飾
り。

こ
の
旬
は、

彼
女
た
ち
が
花
を
取
っ
て
競
っ
て
管
の
飾
り
の
間
に
挿

す
こ
と
を
描
写
す
る
と
解
釈
で
き
る。

次
の
第
七
旬
か
ら
第
十
二
旬
ま
で
は
美
女
た
ち
の
行
動
を
描
写
す

る。
「
攀
枝
念
蕊
香」
の
「
攀」
は
引
き
寄
せ
る
こ
と。
「
攀
枝（
條）」

は、

艶
詩
で
は
次
の
例
の
よ
う
に
不
在
の
恋
人
を
思
い
慕
い
な
が
ら

行
わ
れ
る
動
作
と
し
て
描
か
れ
る。

(28) 



・
「
古
詩
十
九
首
・

其
九
（
庭
中
有
奇
樹）」
「
攀
條
折
其
榮 ，

将
以
遺
所
思
（
條
を
攀
ぢ
て
其
の
榮
を
折
り、

勝
に
以
て
思

(12)
 

ふ
所
に
遺
ら
ん
と
す）」

．
曹
植
「
種
葛
篇」
「
下
有
交
頸
獣 ，

仰
見
雙
棲
禽 。

攀
枝
長

歎
息 ，

涙
下
需
羅
衿
（
下
に
交
頸
の
獣
有
り、

仰
ぎ
て
雙
棲

の
禽
を
見
る。

枝
を
攀
ぢ
て
長
歎
息
し、

涙
下
り
て
羅
衿
を

需
す）」
（『
玉
豪
新
詠
箋
注」
六
四
頁 、

巻
二）

前
者
は
珍
し
い
花
樹
の
花
を
引
き
寄
せ
て
手
折
り、

遠
方
に
い
る
恋

人
に
贈
ろ
う
と
す
る
こ
と
を
描
写
す
る。

後
者
は
夫
の
寵
愛
が
他
の

女
性
に
移
り、

つ
が
い
の
動
物
を
見
て
自
身
の
境
遇
を
悲
し
む
女
性

を
描
く。

後
者
の
「
攀
枝」

は
夫
と
相
思
相
愛
で
あ
っ
た
頃
の
動
作

で
あ
り、

現
在
の
状
況
に
対
す
る
焦
燥
を
も
表
わ
す
動
作
で
も
あ
ろ

う。
こ
の
動
作
の
表
現
す
る
内
容
の
重
層
性
は、

前
者
「
古
詩
十
九

首」

の
よ
う
な
定
型
表
現
を
踏
ま
え
て
可
能
と
な
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る。

齋
綱
の
こ
の
旬
も
こ
れ
ら
の
先
行
例
を
踏
ま
え、

彼
女
た

ち
に
は
別
の
意
中
の
男
性
が
存
在
し、

目
の
前
の
作
者
を
差
し
置
い

て
そ
の
男
性
の
こ
と
を
「
念」

う
こ
と
を
示
す
と
解
釈
さ
れ
る。

「
但
歌
聯一
曲 ，
鳴
弦
未
肯
張」

は
思
い
人
が
他
に
存
在
す
る
た
め、

目
の
前
の
演
奏
を
疎
か
に
し
て
し
ま
う
こ
と
を
示
す。

別
稿
二
で
取

り
上
げ
た
齋
綱
の
「
聾
歌
篇」

に
「
張
琴
未
調
診 ，

歌
吹
不
全
終 ゜

自
知
心
所
愛 ，

出
入
仕
秦
宮
（
琴
を
張
り
て
未
だ
診
を
調
へ
ず、

歌

吹
全
く
は
終
ら
ず。

自
ら
知
る
心
の
愛
す
る
所、

出
入
し
て
秦
宮
に

仕
ふ
る
を）」
（『
玉
嘉
新
詠
箋
注」

二
七
五
頁 、

巻
七）
と
い
う
句

が
あ
り、

思
い
慕
う
夫
の
帰
宅
を
待
ち
わ
び
て
音
楽
演
奏
に
身
が
入

ら
な
い
こ
と
を
描
写
す
る
の
に、
「
張
琴
未
調
診」

と
い
う
類
似
の

表
現
を
用
い
て
い
る。
こ
の
種
の
表
現
は
「
蟄
歌
篇」
で
は
作
中
の

夫
婦
の
幸
福
を
象
徴
す
る
動
作
の―
つ
だ
が、

こ
の
「
戯
贈
麗
人」

で
は
作
品
の
語
り

手
が
目
の
前
の
美
女
の
眼
中
に
い
な
い
こ
と
を
表

す
動
作
と
し
て
描
か
れ
て
い
る。

そ
し
て
末
二
句
で
は
女
性
た
ち
が
思
い
慕
う
他
の
男
性
の
素
性
が

明
か
さ
れ
る
が、

こ
の
部
分
こ
そ
「
羅
敷
古
辞」
を
典
故
と
す
る
も

(

13
)
 

の
で
あ
る。

周
知
の
ご
と
く、
「
羅
敷
古
辞」

は
美
し
い
「
秦
羅
敷」

に
「
使
君」

が
言
い
寄
る
も
の
の、

彼
女
は
夫
の
存
在
を
明
か
し、

そ
の
自
慢
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
誘
引
を
退
け
る
と
い
う
漢
楽
府
で

あ
る。
そ
の
夫
自
慢
の
部
分
に
「
三
十
侍
中
郎 ，

四
十
専
城
居
（
三

十
に
し
て
侍
中
郎 、

四
十
に
し
て
城
を
専
ら
に
し
て
居
る）」
（『
玉

嘉
新
詠
箋
注」
八
ー

九
頁 、

巻一
）
と
い
う
二
旬
が
見
ら
れ
る。

鳶

綱
の
こ
の
末
旬
も
「
羅
敷
古
辞」

の
「
三
十」

の
旬
を
そ
の
ま
ま
用

い、

目
前
の
作
者
を
差
し
置
い
て、

こ
の
作
品
の
女
性
た
ち
が
別
の

意
中
の
男
性
の
こ
と
を
誇
り
に
思
っ
て
お
り

（「
自
衿
心
所
愛」） 、

彼
の
こ
と
が
始
終
頭
か
ら
離
れ
な
い、

と
い
う。
こ
の
「
侍
中
郎」

は
「
但
歌」

二
旬
の
女
性
の
み
の
意
中
の
男
性
と
も
解
釈
で
き
る。

(29) 



し
か
し、

前
述
の
如
く、

そ
れ
以
前
の
旬
に
登
場
す
る
他
の
女
性
の

動
作
に
も
別
の
意
中
の
男
性
の
存
在
を
暗
示
す
る
表
現
が
見
ら
れ
た

た
め、

末
二
旬
は
作
品
に
登
場
す
る
女
性
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
に
羅
敷
の

夫
の
よ
う
な
男
性
が
他
所
に
い
る
こ
と
を
い
う
と
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う。こ

の
「
自
衿」

の
旬
も
前
掲
の
「
蟄
歌
篇」

の
「
自
知」

の
旬
と

そ
の
表
現
の
構
造
に
お
い
て
類
似
し
て
い
る
が、

こ
の
「
衿」

の
方

が
女
性
た
ち
の
心
情
を
よ
り

具
体
的
に
描
い
て
お
り、

そ
れ
に
よ
っ

て
な
お
さ
ら
作
者
の
立
場
が
引
き
下
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る。

作
者

を
羅
敷
の
夫
の
役
と
見
倣
す
解
釈
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
が、

前

掲
の
女
性
た
ち
の
動
作
と
の
配
顧
が
生
じ
て
し
ま
う。

以
上
の
語
釈
を
踏
ま
え
た
試
訳
を
以
下
に
示
す。
「
古
の
美
女
た

ち
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
あ
な
た
た
ち
は
共
に
可
憐
な
化
粧
に
精
を

出
し
て
い
る。
あ
な
た
た
ち
は
ま
た
髪
の
中
に
木
べ
ら
を
し
つ
か
り

と
差
し
込
ん
で
い
る
が、

額
の
黄
色
の
彩
色
の
仕
方
は
各
人
異
な
っ

て
い
る。

薄
絹
の
ス
カ
ー
ト
は
細
や
か
な
ひ
だ
が
精
巧
に
加
工
さ
れ

て
お
り、

彩
色
し
た
靴
は
ふ
ち
の
高
い
も
の
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る。

あ
る
者
は
恥
ら
っ
て
石
段
に
上
が
ろ
う
と
し
な
い
か
と
思
う
と、

ま

た
あ
る
者
は
微
笑
み
な
が
ら
長
い
廊
下
に
出
て
き
た
り
も
す
る。

他

に
も
花
を
取
っ
て
競
っ
て
管
の
飾
り
の
間
に
差
そ
う
と
す
る
者
た
ち

も
い
れ
ば、

花
樹
の
枝
を
引
き
寄
せ
て
は
意
中
の
男
性
と
か
つ
て
共

（
三）

先
行
作
品
に
お
け
る
使
君
の
モ
チ
ー

フ

に
嗅
い
だ
花
の
香
り
を
思
い
出
し
て
い
る
者
も
い
る。
あ
る
者
は
無

伴
奏
で
歌
を
歌
っ
て
く
れ
る
が一
曲
き
り
で、

琴
ま
で
準
備
し
よ
う

と
は
し
な
い。

私
の
目
の
前
で
あ
り
な
が
ら
そ
う
す
る
の
は、

あ
な

た
た
ち
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
誇
り
と
す
る、

三
十
歳
で
侍
中
郎
に
な
っ

た
羅
敷
の
夫
の
よ
う
な
男
性
が
他
所
に
い
る
か
ら
な
の
だ
ね 。」

先
に
挙
げ
た
「
蟄
歌
篇」

は
楽
府
で
あ
り、

あ
く
ま
で
作
品
世
界

内
で
完
結
し
た
男
女
の
幸
福
を
象
徴
的
に
描
い
た
も
の
で
あ
る。

そ

れ
に
対
し
て、

こ
の
「
戯
贈
麗
人」
は
現
実
の
女
性
た
ち
に
作
者
が

贈
っ
た
と
い
う
設
定
で
あ
り、

右
の
語
釈
で
指
摘
し
た
よ
う
に、

実

在
の
女
性
た
ち
に
は
そ
れ
ぞ
れ
別
に
意
中
の
男
性
が
存
在
す
る
こ
と

を
幾
つ
か
の
動
作
の
描
写
が
示
唆
し
て
い
る。

そ
し
て、

更
に
末
二

旬
に
お
い
て
「
羅
敷
古
辞」

の
表
現
を
用
い、

こ
の
作
品
の
受
け
取

り
手
で
あ
る
「
麗
人」
た
ち
を
美
女
の
代
名
詞
で
あ
る
「
羅
敷」

に

擬
え、

彼
女
た
ち
に
は
立
派
な
夫
が
い
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、

彼
女
た
ち
と
直
接
関
わ
り
を
持
つ
作
者
に
は
「
羅
敷
古
辞」

に
お
け

る
「
使
君」

の
役
が
割
り
当
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る。

興
膳
宏
氏
は
梁
代
の
艶
詩
に
「
羅
敷
古
辞」

を
も
じ
っ
た
詩
旬
が

い
た
る
と
こ
ろ
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し、

そ
の
流

行
の
先
鞭
を
付
け
た
の
が
沈
約
（
四
四
一
ー

五
一
三）
で
あ
る
と

(30) 



(
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)
 

し
た。

興
膳
氏
は
「
戯
贈
麗
人」
を
含
む
爾
綱
の
五
首
お
よ
び
後
述

の
費
腿 、

何
思
澄
の
他 、

爾
繹 、

劉
孝
綽 、

庚
肩
吾 、

劉
孝
威 、

劉

邁
の
作
品
を
そ
れ
ぞ
れ一
首
ず
つ
引
用
す
る。
こ
の
中
で
庚
肩
吾 、

劉
孝
威 、

劉
邁
は
蓋
綱
の
文
学
サ
ロ
ン
の
メ
ン
バ
ー

で、

惹
繹 、

劉

(15)
 

孝
綽
も
爾
綱
と
艶
詩
の
唱
和
を
し
て
い
る。

補
足
す
れ
ば、

興
膳
氏

が
引
用
し
て
い
る
例
の
大
部
分
に
使
君
が
拒
絶
さ
れ
る
モ
チ
ー
フ
が

見
ら
れ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
く。

但
し、

本
稿
が
取
り

上
げ
る
薫

綱
の
二
首
と
後
掲
の
何
思
澄
の
作
品
以
外
は、

作
者
と
直
接
の
関
わ

り
を
持
た
な
い
男
女
の
姿
を
使
君
と
羅
敷
に
擬
え
た
も
の
で
あ
る。

例
え
ば、

生
没
年
は
未
詳
で
あ
る
も
の
の、

蓋
術
と
関
わ
り
を
持

(16)
 

ち、

爾
綱
よ
り
は
や
や
年
長
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
費
旋
の
「
春

郊
望
美
人」

は
次
の
よ
う
に
詠
う。

「
芳
郊
拾
翠
人，

回
袖
探
芳
春 。
金
輝
起
歩
揺 ，

紅
彩
登
吹
綸 ゜

陽
陽
蓋
頂
日，
諷
諷
馬
足
塵 。
薄
暮
高
棲
下，
常
知
妾
姓
秦
（
芳

郊
に
翠
を
拾
ふ
人
あ
り、

袖
を
回
ら
し
て
芳
春
を
探
る。
金
輝

は
歩
揺
に
起
り、

紅
彩
は
吹
綸
よ
り

登
す。

陽
陽
た
り

蓋
頂
の

日、

諷
諷
た
り

馬
足
の
塵 。

薄
暮
高
棲
の
下、

営
に
妾
が
姓
は

(17)
 

秦
な
る
を
知
る
べ
し）」

題
名
に
よ
れ
ば、

こ
の
作
品
は
実
際
の
春
の
郊
外
で
作
者
が
遠
く

に
見
か
け
た
と
い
う
美
女
を
主
人
公
と
し
て
描
い
て
い
る。

前
四
旬

で
は
春
の
郊
外
で
若
草
摘
み
を
す
る
美
女
を
描
写
し、

続
く
第
五
・

六
旬
で
は
彼
女
の
帰
宅
を
描
く。
そ
し
て
末
二
句
で
は
女
性
自
身
の

語
り
と
い
う
形
に
よ
っ
て、

彼
女
が
秦
羅
敷
と
い
う
設
定
で
あ
る
こ

と
が
示
唆
さ
れ
る
（「
営
知
『
妾」

姓
秦」） 。

或
い
は、

こ
の
末
旬

に
基
づ
い
て
遡
れ
ば、

冒
頭
の
二
旬
も
秦
羅
敷
の
視
点
か
ら
の
描
写

で
あ
り、

秦
羅
敷
自
身
は
春
郊
に
出
か
け
る
複
数
の
「
拾
翠
人」
の

う
ち
の一
人
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る。
ま
た
は「
拾
翠
人」

を
彼
女一
人
を
指
す
語
と
捉
え、

芝
居
め
か
し
た
自
己
紹
介
の
口
吻

で
あ
る
と
も
解
釈
で
き
よ
う。
こ
の
よ
う
に
様
々
な
解
釈
の
可
能
性

を
内
包
し、

題
名
が
「
美
人
を
「
望」
む」

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が、

爾
綱
の
前
掲
作
品
と
は
異
な
り、

こ
の
作
品
に
お
け
る
作
者
と
語
り

手
と
登
場
人
物
の
関
係
性
を
曖
昧
に
し
て
い
る。
少
な
く
と
も、

作

者
と
語
り

手
が一
致
す
る
わ
け
で
は
な
く、

作
者
が
美
女
に
対
し
て

直
接
何
ら
か
の
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
は
作
中
で
も
題
名
で
も
明
示
さ

れ
な
い。

前
に
触
れ
た
何
思
澄
の
「
南
苑
逢
美
人」

は
南
苑
で
出
会
っ
た
女

性
の
美
し
さ
を
描
写
し
て、
「
自
有
狂
夫
在，

空
持
勢
使
君
（
自
ら

狂
夫
の
在
る
有
り、

空
し
く

持
し
て
使
君
を
労
せ
し
む）」
（「
玉
嘉

新
詠
箋
注」
二
五
七
頁 、

巻
六）
と
い
う
二
旬
で
作
品
を
締
め
く
く

る。
た
だ、

題
名
は
美
女
と
「
逢」
っ
た
こ
と
を
題
材
と
し
た
と
い

う
の
み
で、

末
旬
で
「
使
君」

と
い
う
語
を
用
い
て
い
る。
こ
れ
ら

の
こ
と
か
ら、

蓋
綱
の
作
品
と
は
異
な
り、

何
思
澄
の
こ
の
作
品
に

(31) 



お
い
て、

作
者
の
美
女
に
対
す
る
関
与
の
度
合
い
は
薄
ま
っ
て
い
る。

以
上
の
よ
う
に
梁
代
の
艶
詩
が
使
君
拒
絶
の
モ
チ
ー
フ
を
用
い
る

こ
と
自
体
は
比
較
的
多
い
が、

惹
綱
の
作
品
の
よ
う
に
作
者
自
身
に

使
君
の
役
を
割
り

振
っ
た
も
の
は
現
存
作
品
の
中
で
は
少
な
い。

注
(
13)

所
掲
の
佐
藤
氏
の
論
考
お
よ
び
筆
者
の
別
稿
二
が
指
摘

し
た
よ
う
に、

南
朝
期 、

特
に
梁
代
の
「
羅
敷
古
辞」

系
列
の
模
擬

作
品
は、

楽
府
題
に
よ
っ
て
内
容
の
方
向
が
多
岐
に
わ
た
り、

ま
た

他
の
楽
府
題
と
融
合
し
な
が
ら、

各
々
で
発
展
し
て
い
っ
た。

そ
れ

ら
の
楽
府
の
中
に
は
古
辞
の
要
素
を
踏
襲
す
る
も
の
も
少
数
な
が
ら

見
出
せ
る
が、

爾
綱
の
「
聾
歌
篇」
と
「
戯
贈
麗
人」
と
の
比
較
か

ら
了
解
さ
れ
る
よ
う
に、
「
羅
敷
古
辞」

の
ハ
イ
ラ
イ
ト

で
あ
る
羅

敷
と
使
君
に
擬
さ
れ
る
男
女
の
駆
け
引
き
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は、

梁

代
で
は
楽
府
以
外
の
徒
詩
で
応
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
と
言

え
る。

そ
し
て
そ
の
徒
詩
に
限
っ
て
も、

本
章
で
論
じ
た
よ
う
に
そ

の
モ
チ
ー
フ
の
用
い
ら
れ
方
は一
様
で
は
な
い。

蓋
綱
の
「
戯
贈
麗

人」
に
つ
い
て
言
え
ば、

作
者
は
自
分
と
直
接
関
わ
り
を
持
つ
現
実

の
美
女
た
ち
に
羅
敷
の
役
を
割
り

振
り、

自
分
の
立
場
を
引
き
下
げ、

自
封
が
彼
女
た
ち
か
ら
相
手
に
さ
れ
な
い
こ
と
を
描
く
こ
と
に
よ
っ

て
相
手
の
美
し
さ
と
気
高
さ
を
際
立
た
せ
る
の
で
あ
る。

こ
の
使
君

は、

日
本
の
『
伊
勢
物
語」
に
登
場
し、

そ
の
後
も
和
歌
に
お
い
て

色
好
み
の
男
性
の
代
名
詞
と
し
て
頻
繁
に
登
場
す
る
所
謂
「
昔
男」

の
よ
う
な
役
割
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る。

し
か
し、

薫
綱
の
作
品

で
は
女
性
に
積
極
的
に
ア
プ
ロ
ー

チ
す
る
と
い
う
要
素
よ
り
は、

女

性
た
ち
か
ら
相
手
に
さ
れ
な
い
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る。

（
四）

蒲
綱
の
「
絶
句
賜
麗
人」

詩

薫
綱
の
艶
詩
の
中
で
女
性
へ
の
直
接
の
関
与
を
示
す
も
の
と
し
て、

他
に
「
絶
旬
賜
麗
人」
と
い
う
作
品
が
あ
る。
『
古
詩
紀」

巻
六
九 、

明
鄭
玄
撫
系
統
本
『
玉
嘉
新
詠』
巻―
0
は
「
贈
麗
人」

と
題
す
る。

い
ず
れ
に
せ
よ
実
在
の
女
性
に
贈
ら
れ
た
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る。

そ
れ
で
は
全
文
を
見
て
み
よ
う。

「
腰
肢
本
獨
絶 ，

眉
眼
特
驚
人。

判
自
無
相
比，

還
来
有
洛
神

（
腰
肢
は
本
と
獨
り

絶
し、

眉
眼
は
特
に
人
を
驚
か
す。

自
ら

相
比
す
る
も
の
無
し
と
判
ず、

還
た
来
た
る
に
洛
神
有
り）」

（「
玉
蛋
新
詠
箋
注
j

五―
二
頁 、

巻一
0)

前
半
二
旬
は
相
手
の
美
女
の
容
姿
を
描
写
し、

そ
れ
が
衆
か
ら
抜
き

ん
出
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る。

第
三
旬
で
は
彼
女
と
比
べ
ら
れ
る

者
が
他
に
存
在
し
な
い
こ
と
を
自
封
が
知
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て

そ
の
誇
り
高
さ
を
示
し、

末
旬
で
は
彼
女
が
歩
い
て
来
る
姿
を
曹
植

の
「
洛
神
賦」

で
描
か
れ
た
洛
水
の
神
女 、

寮
妃
に
擬
え
て
作
品
を

(
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)
 

締
め
く
く
る。

周
知
の
ご
と
く 、

曹
植
の
「
洛
神
賦」
は
黄
初
三
（
ニ

二
二）

年
に
作
者
が
洛
水
の
ほ
と
り
で
窃
妃
と
避
逹
し、

両
者
と
も

(32) 



に
惹
か
れ
あ
う
も
の
の
結
局
は
離
別
す
る
と
い
う
設
定
の
作
品
で
あ

る。

女
性
と
相
思
相
愛
と
い
う
点
に
お
い
て
「
洛
神
賦」

の
作
者
は

前
掲
の
使
君
と
異
な
る
が、

い
ず
れ
に
せ
よ
や
は
り

女
性
と
は
結
ば

れ
な
い
の
で
あ
る。

問
題
な
の
は、

美
女
の
描
写
の一
部
に
「
洛
神
賦」

中
の
表
現
を

借
り
る
の
な
ら
と
も
か
く、

単
に
女
性
の
美
し
さ
を
過
去
の
美
女
の

典
故
を
用
い
て
讃
え
る
だ
け
な
ら、
「
洛
神」
の
故
事
を
用
い
る
必

要
は
無
い
こ
と
で
あ
る。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず、

蓋
綱
は
こ
の
作
品

に
お
い
て
美
女
を
「
洛
神
賦」

の
寮
妃
に
擬
え
て
い
る。
そ
の
結
果 、

相
手
の
女
性
の
美
し
さ
と
誇
り
高
さ
が
強
調
さ
れ、

そ
し
て
そ
の
女

性
と
の
結
び
つ
き
の
不
成
立
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る。

以
上
の
よ
う
に、

薫
綱
は
狭
義
の
「
戯
題
詩」
以
外
の
女
性
に
贈

っ
た
徒
詩
に
お
い
て
典
故
を
用
い
て
自
分
自
身
を
失
恋
者
と
し
て
い

る。
こ
れ
も
前
掲
の
「
戯
贈
麗
人」
と
同
様
に、

自
身
の
立
場
を
引

き
下
げ
る
手
法
で
あ
る。

（
五）

蕉
術
の
「
戯
作」
と
の
比
較

最
後
に
齋
術
の
「
戯
題
詩」

で
あ
る
「
戯
作」

を
取
り

上
げ、

爾

綱
の
作
品
と
比
較
し
て
み
よ
う。

「
寮
妃
生
洛
浦 ，

滸
女
出
漢
陽 。

妖
閑
途
下
察 ，

神
妙
絶
高
唐 ゜

綿
駒
且
雙
俗 ，
王
豹
復
移
郷 。

況
絃
集
霊
異，

登
得
無
方
賂 ゜

長
袂
必
留
客 ，

清
畦
咸
饒
梁 。

燕
趙
羞
容
止 ，

西
姐
断
芽
芳 ゜

徒
聞
珠
可
弄 ，

定
自
乏
明
瑶
（
底
妃
は
洛
浦
に
生
じ、

滸
女
は

渡
陽
よ
り
出
づ 。

妖
閑
な
る
は
下
察
に
途
え、

神
妙
な
る
は
高

唐
に
絶
す。

綿
駒
は
且
つ
俗
を
雙
じ、

王
豹
は
復
た
郷
を
移
す。

況
ん
や
絃
に
震
異
集
ふ
れ
ば、

翌
に
方
に
将
ん
な
る
無
き
を
得

ん
や。

長
袂
は
必
ず
客
を
留
め、

清
畦
は
咸
＜

梁
を
燒
る。

燕

趙
は
容
止
を
羞
ぢ 、

西
姐
は
芽
芳
に
断
づ 。

徒
ら
に
聞
く

珠
は

(
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弄
す
べ
し
と、

定
め
て
自
ら
明
瑶
に
乏
し
か
ら
ん）」

前
十
二
旬
で
は
美
女
た
ち
の
美
し
さ
と
音
楽
演
奏
の
様
子
を
描
写
し、

末
二
旬
で
「
徒
聞
珠
可
弄 ，

定
自
乏
明
瑞」

と
詠
い、
「
漢
水
の
女

神
た
ち
は
倶
玉
を
鄭
交
甫
に
与
え
た
が、

そ
な
た
た
ち
は
き
っ
と
私

に
与
え
る
宝
玉
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う」

と
美
女
た

ち
に
直
接
向
け
ら
れ
た
か
ら
か
い
の
こ
と
ば
で
作
品
を
締
め
く
く
る。

こ
の
「
滸
女
出
漠
陽」

と
末
二
旬
は、
『
列
仙
博」
の
鄭
交
甫
の

故
事
を
用
い
て
い
る。
こ
れ
も
有
名
な
故
事
だ
が、

内
容
の
概
略
を

示
せ
ば
以
下
の
通
り。

長
江
と
漢
水
の
女
神
が
漠
水
の
ほ
と
り
に
出

現
し
た
が、

鄭
交
甫
と
い
う
人
間
の
男
性
が
二
人
に一
目
惚
れ
し、

彼
女
た
ち
か
ら
侃
玉
を
も
ら
い
受
け
た。
し
か
し、

数
十
歩
も
歩
け

ば
懐
の
侃
玉
は
無
く
な
り、

振
り
向
く
と
二
女
も
消
え
て
し
ま
っ
た

と
い
う。
こ
の
故
事
に
は
不
明
点
が
少
な
く
な
い
が、

鄭
交
甫
も
失

恋
者
と
言
え
よ
う。

前
掲
の
曹
植
「
洛
神
賦」

で
も
こ
の
故
事
に
触

(33) 



れ
ら
れ
て
い
る
が、

右
の
商
術
の
作
品
に
見
え
る
「
明
瑞」

と
い
う

語
も
曹
植
「
洛
神
賦」
に
お
い
て
底
妃
か
ら
作
者
へ
の
贈
り

物
と
し

(20)
 

て
登
場
す
る。

そ
も
そ
も
齋
術
の
こ
の
作
品
の
冒
頭
の
旬
も
「
洛
神
賦」
を
読
者

に
想
起
さ
せ、

第
二
旬
目
で
は
鄭
交
甫
の
故
事
を
用
い、

惹
綱
の
二

作
品
と
同
じ
く

作
者
は
失
恋
者
の
役
割
を
割
り

振
ら
れ
た
か
の
よ
う

に
見
え
る。
し
か
し
末
二
旬
で
話
の
方
向
は一
転
し、

作
者
は
彼
女

た
ち
に
袖
に
さ
れ
る
の
で
は
な
く、

彼
女
た
ち
よ
り

優
位
に
立
と
う

と
す
る。

右
の
故
事
の
用
い
方
と
い
う
点
で
は
新
し
い
が、

相
手
の

美
女
た
ち
に
向
け
ら
れ
た
「
定
め
て
自
ら
明
瑶
に
乏
し
か
ら
ん」
と

い
う
口
吻
は、

権
力
者
と
し
て
の
戯
誰
が
露
骨
に
表
れ
た
も
の
で
あ

り、

作
者
の
立
場
に
大
き
な
揺
ら
ぎ
は
な
い。

前
掲
の
谷
口
氏
の
論
文
で
は
「
対
象
の
人
物
を
か
ら
か
う」
「
戯

題
詩」
の
例
と
し
て
蓋
術
の
こ
の
作
品
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る。
こ
の

蒲
術
の
作
品
と
蓋
綱
の
「
戯
贈
麗
人」
と
を
比
較
す
れ
ば、

両
者
は

「
戯
題
詩」

で
あ
り
な
が
ら、

作
者
の
立
場
と
内
容
の
性
質
は
対
照

的
で
あ
る。

齋
綱
の
作
品
の
場
合、

現
実
の
女
性
に
贈
ら
れ
た
も
の

で
あ
り
な
が
ら、

内
容
は
彼
女
を
か
ら
か
う
の
で
は
な
く、

む
し
ろ

彼
女
の
美
し
さ
を
称
賛
す
る
の
で
あ
る。

齋
綱
の
こ
の
作
品
と
「
絶

旬
賜
麗
人」

か
ら、

女
性
と
結
ば
れ
な
か
っ
た
男
性
の
故
事
を
用
い、

美
女
と
直
接
の
関
わ
り
を
持
つ
作
者
自
身
の
立
場
を
引
き
下
げ
る
こ

＾
結
論
＞
蒲
綱
の
平
時
の
艶
詩
か
ら
臨
終
作
品
へ

と
に
よ
っ
て、

相
手
の
美
し
さ
や
誇
り
高
さ
を
際
立
た
せ
る
と
い
う

手
法
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る。
こ
の
手
法
は
皇
子
で
あ
っ
た
惹
綱

が
用
い
た
か
ら
こ
そ
よ
り

効
果
的
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う。

本
稿
が
こ
れ
ま
で
に
論
じ
て
き
た
よ
う
に、

薫
綱
が
現
実
の
女
性

に
贈
っ
た
「
戯
贈
麗
人」
と
「
絶
旬
賜
麗
人」

と
い
う
作
品
か
ら、

典
故
を
用
い
て
自
分
の
立
場
を
誇
張
し
て
引
き
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ

て、

相
手
の
状
況
や
性
質
を
引
き
立
て
る
技
法
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
た。筆

者
は
別
稿
三
で
蓋
綱
が
死
の
直
前 、

反
乱
軍
の
首
領
で
あ
る
侯

景
に
よ
っ
て
幽
閉
さ
れ
て
い
た
期
間
に
制
作
し
た
臨
終
作
品 、
「
被

幽
述
志」

詩
と
「
連
珠」
三
首
を
取
り

上
げ
た。

別
稿
三
で
筆
者
が

論
じ
た
よ
う
に、

そ
れ
以
前
の
臨
終
作
品
と
は
対
照
的
に、

蒲
綱
の

臨
終
作
品
に
悟
り
や
精
神
の
葛
藤
の
詳
述 、

あ
る
い
は
自
身
の
正
し

さ
の
主
張
や
相
手
へ
の
批
難
の
直
接
的
な
表
明
は
見
ら
れ
な
い。

中

で
も
「
被
幽
述
志」

詩
と
「
連
珠」

其一
で
は、

制
作
時
の
状
況
や

近
い
未
来
の
自
分
や
王
朝
の
破
滅
を
冷
静
に
見
つ
め、

そ
れ
を
典
故

を
用
い
て
誇
張
的
に
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、

自
分
を
こ
の
よ
う

な
状
況
に
陥
れ
た
者
た
ち
の
無
情
と
己
の
近
い
死
を
際
立
た
せ
る
手

法
を
採
用
し
て
い
た。

特
に
後
者
の
「
連
珠」

其一
で
薫
綱
は
自
身
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を
志
怪
小
説
に
登
場
す
る
怪
神
に
擬
え 、

当
時
の
作
品
と
し
て
は
特

異
な
ほ
ど
に
自
己
の
立
場
を
引
き
下
げ
て
い
る 。

こ
の
こ
と
に
よ
っ

て 、

儒
教
王
朝
に
お
い
て
儒
に
通
じ
た
天
子
で
あ
り
な
が
ら 、

異
民

族
の
武
将
の
命
令
に
よ
っ
て
間
も
な
く

命
を
絶
た
れ 、

死
後
に
ま
と

も
な
祭
祀
を
享
け
る
こ
と
は
望
め
な
く
な
る
作
者
自
身
の
姿
と
そ
れ

に
対
す
る
絶
望 、

そ
し
て
関
係
者
の
無
情
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い

?

)

0
 こ

の
臨
終
作
品
と
比
べ
れ
ば 、

本
稿
で
取
り

上
げ
た
爾
綱
の
平
時

(21)
 

の
艶
詩
は
遥
か
に
「
軽」

い
の
か
も
し
れ
な
い 。

し
か
し 、

本
稿
お

よ
び
別
稿
三
の
考
察
の
結
果
を
総
合
す
れ
ば 、

臨
終
作
品
の
鬼
気
迫

る
表
現
技
法
と
視
点
の
萌
芽
は 、

平
時
の
彼
の
宮
廷
文
学
サ
ロ
ン
に

お
け
る
現
実
の
相
手
と
の
や
り
と
り
の
中
で
制
作
さ
れ
た
艶
詩
の
中

に
確
か
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

n
o

 右
で
「
萌
芽」

と
い
う
語
を
用
い
た
が 、

筆
者
は
本
稿
で
論
じ
た

特
徴
の
み
が
齋
綱
の
臨
終
作
品
に
直
結
す
る
と
主
張
し
た
い
わ
け
で

は
な
い 。

そ
の
特
徴
が
他
の
要
素
と
融
合
し
て
臨
終
作
品
に
結
実
し

て
い
っ
た
と
考
え
て
い
る 。

そ
の
他
の
要
素
は
彼
の
平
時
の
別
の
作

品
か
ら
見
出
す
こ
と
が
で
き
る 。

ま
た 、

本
稿
で
取
り

上
げ
た
斎
綱

の
「
戯
題
詩」

は
他
に
も
あ
り 、

そ
れ
ら
の
中
に
は
別
の
特
徴
も
見

ら
れ
る 。

以
上
の
課
題
は
別
の
機
会
に
論
じ
た
い 。

注
(
1)
こ
こ
で
言
う
「
艶
詩」
と
は 、
女
性
と
そ
れ
に
関
連
す
る
事
物
お
よ

び
当
時
そ
れ
に
類
す
る
性
質
を
持
つ
と
見
な
さ
れ
た
事
物
を
テ
ー

マ
と

し
た
詩
歌
の
ジ
ャ
ン
ル
を
意
味
す
る 。
な
お 、
斎
綱
が
皇
太
子
に
選
ば

れ
た
あ
と
に 、
彼
お
よ
び
そ
の
文
学
集
団
の
メ
ン
バ
ー

が
中
心
と
な
っ

て
制
作
し
た
詩
を
指
す
「
宮
体
詩」
と
い
う
語
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ

る 。
し
か
し 、
現
存
す
る
梁
代
の
艶
詩
の
大
部
分
の
制
作
時
期
が
不
明

で
あ
る
た
め 、
筆
者
は
基
本
的
に
使
用
し
な
い 。

(
2)

本
稿
と
直
接
的
な
内
容
の
関
連
性
を
持
つ
拙
稿
は
以
下
の
通
り
で
あ

る 。
「
梁
代
「
艶
詩」
の
再
検
討

�
府
「
相
逢
行」
「
長
安
有
狭
斜
行」

「
三
婦
艶」
に
基
づ
く

考
察
ー」

（
コ
ン
テ
ン
ツ
ワ
ー

ク
ス
社・
東
京
大

学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
博
士
論
文
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

（
オ
ン
デ
マ

ン
ド
出
版 。
二
0一
五
年
四
月
現
在
絶
版 。） 、
二
01
0
年 。
以
後 、「
別

稿一
」
と
す
る） 、
「
夫
の
帰
宅
ー

南
北
朝
後
期
の
「
羅
敷
古
辞」
模
擬

作
品
に
つ
い
て」
（「
六
朝
学
術
学
会
報」
第一
五
集 、
二
0一
四
年 。

以
後 、
「
別
稿
二」
と
す
る 。） 、
「
儒
教
王
朝
の
廃
墟
に
行
む
文
学
ー

南

朝
梁．
爾
綱
の
臨
終
作
品
に
つ
い
て
l

（
二
松
学
舎
大
学
「
東
ア
ジ
ア
学

術
総
合
研
究
所
集
刊』
第
四
五
集 、
二
0一
五
年 。
以
後 、
「
別
稿
三」

と
す
る 。）

(
3)
例
え
ば 、
小
尾
郊一
氏
の
「
艶
歌
と
艶」
（「
広
島
大
学
文
学
部
紀
要」

二
五 、
一
九
六
五） 、
石
観
海
氏
の
『
宮
謄
詩
派
研
究」
（
武
漢
大
学
出

版
社 、
二
0
01―-） 、
胡
大
雷
氏
の
『
宮
盟
詩
研
究」
（
商
務
印
書
館 、

二
0
0
四）
な
ど
を
参
照 。
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(
4)

大
矢
根
文
次
郎
氏
の
「
杜
詩
に
お
け
る、

遣
興
・

戯
題
の
詩
と
そ
の

風
趣」
（『
東
洋
文
学
研
究」
六 、
一
九
五
七
）、

西
本
巌
氏
の
「
杜
甫
に

お
け
る
「
戯
題
詩」

ー
「
官
定
ま
り
て
後

戯
れ
に
贈
る」

詩
に
つ
い

て
ー」

（『
小
尾
博
士
退
休
記
念
中
国
文
学
論
集」
（
第一
学
習
社 、
一
九

七
六
）

所
収 。
）、
谷
口
真
由
実
氏
の
「
表
現
技
法
と
し
て
の
「
戯」」
（『
杜

甫
の
詩
的
葛
藤
と
社
会
意
識」
（
汲
古
書
院 、
二
Oi
l―-
）

第
二
章。

初

出
は一
九
八
六
年。
）

参
照 。

(
5)

前
掲
の
大
矢
根
氏
は
「
苑
靖
婦 、

薫
術 、

蒲
綱 、

薫
繹 、

劉
孝
綽 、

徐
陵 、

徐
君
偕」

と
作
者
名
を
挙
げ 、
「
そ
れ
は
全
然
戯
腿
詩
で
あ
り、

遊
戯
の
作
で
あ
る。」

と
述
べ
る。

同
じ
く
前
掲
の
西
本
氏
の
論
文
は

「『
玉
棗
新
詠』
に
は
詩
題
に
「
戯」

字
を
付
す
る
作
品
は
八
首
あ
る」

と
す
る。

や
は
り
前
掲
の
谷
口
氏
は
大
矢
根
氏
と
西
本
氏
の
論
文
を
引

用
し、

更
に
「
梁
か
ら
隋
に
至
る
ま
で
の
該
当
作
品
は
十
三
首」

と
補

足
す
る
が、
「
玉
嘉
新
詠」
収
録
の
八
首
以
外
の
作
品
の
作
者
と
題
名
を

具
体
的
に
は
挙
げ
て
い
な
い。

諸
氏
の
い
う
「
玉
嘉
新
詠』
の
八
首
と
は、

陳
玉
父
刻
本
系
統
の
明
小
宛
堂
覆
宋
本
に
お
い
て
は
次
の
八
首
を
指
す

と
推
測
さ
れ
る。
（
巻
六
）

苑
靖
妻
沈
涌
願
「
戯
齋
娘
l、
（
巻
七
）

薫
術

（
四
六
四
ー

五
四
九
）

「
戯
作」 、

爾
綱
「
戯
作
謝
恵
連
謄
十
三
韻」
「
戯

贈
麗
人」
「
執
筆
戯
書」 、
薫
繹
（
五
0
八
ー

五
五
五）
「
戯
作
艶
詩」 、
（
巻

八
）

劉
孝
綽
（
四
八一
ー

五
三
九）
「
浜
上
人
戯
蕩
子
婦
示
行
事」 、

徐

君
情
(
?
|
？

）
「
初
春
揮
内
人
行
戯」 、
徐
陵
（
五
0
七
ー

五
八
三）
「
走

筆
戯
書
應
令」 。

沈
満
願
は
沈
約
（
四
四一
ー

五一
三）
の
孫 。

徐
陵
の

作
品
は
蓋
綱
「
執
筆
戯
書」

に
唱
和
し
た
も
の
で
あ
り、

南
朝
梁
時
代

の
作
品
と
考
え
ら
れ
る。

但
し、

劉
孝
綽
の
作
品
は
あ
く
ま
で
第
三
者

が
別
人
に
「
戯」

れ
た
こ
と
を
題
材
と
し
て
お
り、

徐
君
偕
の
作
品
は

早
春
の
「
内
人」
と
の
行
楽
を
題
材
と
し
た
も
の
で
あ
り、

狭
義
の
「
戯

題
詩」

か
ら
は
除
外
し
た
方
が
良
い
と
本
稿
は
考
え
る。

田
部
井
文
雄

氏
の
一
六
朝
宮
体
の
詩
に
つ
い
て」
（『
漢
文
学
会
会
報」
一
八
号 、
一

九
五
九
）

は
「
戯
題
詩」

と
い
う
用
語
は
用
い
て
い
な
い
が、

本
稿
が

取
り

上
げ
る
「
戯
贈
麗
人」
な
ど、
「
戯」

と
い
う
文
字
を
タ
イ
ト

ル
に

持
つ
薫
綱
の
作
品
が
「
他
の
ど
の
詩
よ
り
も
軽
艶
．

綺
靡
の
評
が
適
切

で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る」

と
評
し
て
い
る。

他
に
帰
青
氏
の
『
南

朝
宮
謄
詩
研
究』
（
上
海
古
籍
出
版
社 、
二
0
0
六
）

一
六
0
頁
第
五
章

も
「
戯
題
詩」

が
梁
代
後
期
の
艶
詩
の
代
表
的
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
と
位

置
づ
け
て
い
る。

(
6)
「
玉
嘉
新
詠
箋
注
j

(
中
華
書
局 、
一
九
九
九 。
以
後、
「
玉
嘉
新
詠」

の
テ
キ
ス
ト
は
こ
れ
に
拠
る。
）

二
九
0
頁 、

巻
七 。
「
麗
姐」

を
「
藝

文
類
衆』
（
上
海
古
籍
出
版
社 、
一
九
九
九 。

以
後、
「
藝
文
類
衆』
の

テ
キ
ス
ト
は
こ
れ
に
拠
る。
）

三
二
七
頁 、

巻一
八
は
「
麗
旦」

と
す
る。

「
羅
祖」

を
「
藝
文
類
衆」
は
「
羅
裾」

と
す
る。
「
間
錨」

を
「
藝
文

類
衆』
は
「
賓
鍋
l

と
す
る。
「
未
肯
l

は
原
文
で
は
「
未
息
l

と
な
っ

て
い
る
が、

文
意
が
通
ら
な
い
た
め、
「
薮
文
類
衆」
に
従
っ
て
改
め
た。

(
7)

郭
慶
藩
「
荘
子
集
繹」
（
中
華
書
局 、
一
九
九
七
）

九
三
ー

四
頁 、

巻

一
下
「
毛
婚
麗
姫 ，

人
之
所
美
也
（
毛
嬉
麗
姫
は、

人
の
美
と
す
る
所

な
り）」

成
玄
英
疏
「
毛
嫡 ，

越
王
壁
妾 。

麗
姫 ，

晉
國
之
寵
蹟
（
毛
嬬

は、

越
王
の
壁
妾
な
り。

麗
姫
は、

晉
國
の
寵
演
な
り）」

(
8)
呉
注
は
唐
・

宇
文
氏
『
放
嘉
記」
の
次
の
記
事
を
引
用
す
る。
「
撥
者，

捩
開
也。

婦
女
理
髪
用
撥 ，

以
木
為
之
（
撥
は，

捩
開
な
り。

婦
女
は
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理
髪
す
る
に
撥
を
用
ふ ，

木
を
以
て
之
を
為
す）
」

と
あ
る。

(
9)

石
川
忠
久
氏
の
『
玉
棗
新
詠」
（
学
習
研
究
社 、
一
九
八
六）
四
七
七

頁
は
「
簡」
を
「
棚」
（
ひ
だ）
の
こ
と
と
解
す。
『
大
漢
和
辞
典」
巻
八
・

1
01
―二
頁
も
一
細
襴」

と
い
う
語
の
例
と
し
て
爾
綱
の
こ
の
作
品
の

こ
の
旬
を
引
用
す
る
が、
「
羅
裾
宜
細
襴」

と
な
っ
て
い
る。

本
稿
も
ひ

と
ま
ず
そ
れ
ら
に
従
っ
て
お
く。

(
10)
「
展」

に
つ
い
て
呉
注
は
『
説
文
解
字」
中
の
記
事
と
し
て
「
藤 ，

履

中
鷹
也。

又
展
也。
」

と
い
う
が、

原
文
（『
説
文
解
字
注」
上
海
古
籍

出
版
社 ，
一
九
九
八 ，
四
0
0
頁
「
戸
部
下」）
で
は
「
展 ，
履
中
若
也」

と
な
っ
て
い
る。
「
薦」

は
こ
の
場
合
は
敷
物
で
あ
り、

文
意
が
通
じ
に

く
い。

こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
『
説
文
j

に
は
無
い
「
又
展
也」

に
従
い、

は
き
も
の
と
解
し
て
お
く。

(
11)
「
後
漢
書』
（
中
華
書
局 、
一
九
九
六）
三
六
七
六
頁
「
輿
服
志」
下
「
管

以
璃
珊
為
撻 ，

長一
尺 ，

端
為
華
勝 ，

上
為
鳳
皇
爵 ，

以
翡
翠
為
毛
羽 ，

下
有
白
珠 ，

垂
黄
金
錨
（
管
は
璃
珊
を
以
て
撻
と
為
す、

長
さ
は一
尺 、

端
は
華
勝
為
り、

上
は
鳳
皇
の
爵
為
り、

翡
翠
を
以
て
毛
羽
と
為
す、

下
に
は
白
珠
有
り、

黄
金
の
鋸
を
垂
る）
l

(
12)

李
善
注
「
文
選』
（
中
華
書
局 、
一
九
八一
）
四―
一
頁 、

巻
二
九 ゜

以
下 、
『
文
選」
の
テ
キ
ス
ト
は
基
本
的
に
こ
れ
に
拠
る。

(
13)

佐
藤
大
志
氏
「
六
朝
楽
府
文
学
史
研
究」
（
渓
水
社 、
二
0
01―-）

総

論
•

第
三
章
「
楽
府
題
変
遷
考
ー

楽
府
題
「
阻
上
桑」

を
中
心
と
し
て

|」

（
初
出
は一
九
九
九 、
二
0
0
0
年）
は、

羅
敷
が
登
場
す
る
数
種

類
の
楽
府
題
の
変
遷
を
論
じ
て
い
る
が、

羅
敷
が
登
場
す
る
漢
楽
府
を

一
羅
敷
古
辞」
と
総
称
し
て
い
る。

本
稿
も
そ
れ
に
従
う。

筆
者
が
別
稿

二
で
論
じ
た
よ
う
に、

前
掲
の
「
藍
歌
篇」

は
「
羅
敷
古
辞」

の
変
奏

的
模
擬
作
品
で
あ
る。

(
14)

興
膳
宏
氏
の
「
艶
詩
の
形
成
と
沈
約」
（『
乱
世
を
生
き
る
詩
人
た
ち

六
朝
詩
人
論」
（
研
文
出
版 、
二
0
0
 I
)

収
録 。

初
出
は一
九
七
二

年）

参
照 。

(
15)

梁
代
の
文
学
集
団
と
そ
の
メ
ン
バ
ー

に
つ
い
て
は、

森
野
繁
夫
氏
の

「
六
朝
詩
の
研
究」
（
第一
学
習
社 、
一
九
七
六）

参
照 。
な
お 、

森
野

氏
の
著
書
で
劉
逮
に
関
す
る
言
及
は
見
ら
れ
な
い。

劉
遂
の
「
萬
山
見

采
桑
人」

と
い
う
作
品
が
「
玉
豪
新
詠』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が、
「
萬

山」

は
薫
綱
が
か
つ
て
薙
州
刺
史
と
し
て
赴
任
し
た
襄
陽
近
く
の
山
で

あ
り、

少
な
く
と
も
劉
遂
が
薙
州
刺
史
時
代
の
爾
綱
に
付
き
従
っ
て
い

た
可
能
性
は
低
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る。

薙
州
時
代
の
蓋
綱
に
つ
い
て

は
拙
稿
「
粛
綱
の
西
曲
模
擬
作
品
再
考」
（「
高
崎
経
済
大
学
論
集』

第

五
六
巻
第
三
号 、
二
0一
三）

参
照 。

(
16)

費
稜
の
簡
単
な
博
は
「
南
史』

巻
七
二
「
文
學
博」

に
収
め
ら
れ
て

い
る
が、

生
没
年
は
記
さ
れ
て
い
な
い。

明
小
宛
堂
覆
宋
本
「
玉
嘉
新

詠』
に
そ
の
作
品
は、
巻
六
で
は
張
率
（
四
七
五
ー

五
二
七）．
徐
俳
（
四

九
四
？
ー

五
二
四）
の
後、

挑
翻
(
?
|
？）

孔
翁
帰
(
?
|
？）
．

徐

俳
妻
(
?
|
?）
．

何
思
澄
（
四
八
三
？
ー

五一
二
四
？）
の
前
に、

巻
九

で
は
張
率
と
蓋
綱
の
間
に
置
か
れ
て
い
る。
明
鄭
玄
撫
本『
玉
塁
新
詠」

（
呉
冠
文
氏
他
棠
校
「
玉
嘉
新
詠
彙
校」
｛
上
海
古
籍
出
版
社 、
二
〇一

-
}）
の
場
合、

巻
七
の
張
率
．

徐
俳
・

徐
俳
妻
の
あ
と、

挑
翻
．

孔
翁

帰
の
前
に
置
か
れ、

巻
九
で
は
張
率
と
癖
子
顕
（
四
八
九
ー

五
三
七）

の
間
に
置
か
れ
て
い
る。

(37) 



(
17)
『
玉
嘉
新
詠
箋
注」
二
五
0
|―

頁 、
巻
六 。
「
探
芳
春」

は
『
箋
注」

原
文
で
は
「
掩
芳
春」

と
な
っ
て
い
る
が、
『
褻
文
類
衆』
三
二
九
頁 、

巻一
八
に
従
っ
て
改
め
た。

ま
た、
明
鄭
玄
撫
本
系
統
本
『
玉
嘉
新
詠」

で
は
一
捲」

と
な
っ
て
い
る。
一
紅
彩」

を
『
藝
文
類
衆」
は
一
紅
采」

と
す
る。
「
陽
陽」
は
『
箋
注」
原
文
で
は
「
湯
湯」

と
な
っ
て
い
る
が、

「
藝
文
類
衆」
に
従
っ
て
改
め
た。

(
18)
後
半
部
を
「
そ
れ
で
お
ま
へ
は
自
分
で
か
た
＜

決
心
し
て
だ
れ
も
自

分
の
美
し
さ
と
比
べ
る
も
の
は
無
い
と
考
へ
て
ゐ
る
が、

さ
う
は
ゆ
か

ぬ
ぞ 、

お
ま
へ
の
ほ
か
に
ま
た
洛
水
の
女
神
（
の
や
う
な
の）
が
や
っ

て
く
る
ぞ」

と
訳
す
る
鈴
木
虎
雄
訳
は
解
釈
と
し
て
は
面
白
い
（「
玉
嘉

新
詠
集
下
巻』
（
岩
波
文
庫 、
一
九
七
五
年
版）
四
0
二
頁） 。

し
か
し、

蓋
綱
の
絶
旬
「
詠
器
薇
詩」
「
燕
来
枝
益
軟 ，
風
諷
花
轄
光 。

頷
氣
不
肯

去 ，

還
来
階
上
香
（
燕
来
た
り
て
枝
益
す
軟
か
く、

風
諷
り
て
花
轄
た

光
く。

祭
氣
は
肯
て
去
ら
ず、

還
た
来
た
り
て
階
上
に
香
し）」
（「
藝
文

類
衆』
一
三
九
七
頁 、

巻
八一
）
の
後
半
部
が、

薔
薇
の
香
気
を
意
味

す
る
「
祭
氣」

が
な
か
な
か
消
え
な
い
ど
こ
ろ
か、

そ
の
う
え
階
上
ま

で
漂
っ
て
き
て
香
る
と
詠
っ
て
い
る。

末
句
「
還
来
l

の
主
語
は
直
前

の
句
の
「
祭
氣」

で
あ
る
と
解
釈
し
な
け
れ
ば
意
味
が
通
ら
な
い。

こ

の
よ
う
に
「
還
来」

と
い
う
語
の
主
語
は
直
前
の
句
の
主
語
と
同
じ
と

す
る
用
法
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら、
「
絶
旬
賜
麗
人」

の
「
還
来」

の
主

語
も
前
三
旬
の
美
女
と
同一
人
物
で
あ
る
と
解
釈
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う。

(
19)
『
玉
憂
新
詠
箋
注」
二
七
三
頁 、

巻
七 。
「
珠
可
弄」

は
原
文
で
は

「
殊
可
弄」

と
な
っ
て
い
る
が、

呉
注
に
従
っ
て
改
め
た。

(
20)
姦
洛
神
賦」

に
お
け
る
鄭
交
甫
へ
の
言
及
は
一
感
交
甫
之
奔
言
分 ，

恨

猶
豫
而
狐
疑
（
交
甫
の
言
を
弁
て
た
る
に
感
じ、

恨
と
し
て
猶
豫
し
て

狐
疑
す）」
（『
文
選」
二
七
一
頁 、

巻一
九）
と
い
う
句
に、
「
明
瑶」

と
い
う
語
は
「
無
微
情
以
妓
愛
分 ，

猷
江
南
之
明
瑞
（
微
情
の
以
て
愛

を
放
す
無
く
ん
ば 、

江
南
の
明
瑞
を
猷
ぜ
ん）」
（「
文
選」
二
七
一
頁 、

巻一
九）
と
い
う
旬
に
見
え
る。

(
21)
『
梁
書」
「
簡
文
帝
本
紀」
「
雅
好
題
詩 ，

其
序
云 ，
「
余
七
歳
有
詩
癖 ，

も
と

長
而
不
倦」 。

然
傷
於
軽
藍 ，

嘗
時
琥
日 ，
『
宮
罷」
（
雅
よ
り

詩
を
題
す

る
を
好
み、

其
の
序
に
云
く、
「
余
七
歳
に
し
て
詩
癖
有
り、

長
ず
る
も

そ
こ
な

倦
ま
ず」
と。

然
れ
ど
も
軽
麒
に
傷
は
れ、
嘗
時
琥
し
て
日
く、
『
宮
謄」一

と）」
（
『
梁
書」
（
中
華
書
局 、
一
九
九
七0
)

I
 

0
九
頁 、

巻
四）

（
高
崎
経
済
大
学）

※
本
研
究
は
二
0一
四
年
度
・

高
崎
経
済
大
学
競
争
的
研
究
費
の
援
助
を

受
け
た
も
の
で
あ
る。

(38) 




