
女
子
大
國
文
 
第
百
四
十
二
号
 
平
成
二
〇
年

一
月
三
十
日

上

田

秋

成

の

句

題

和

歌

中

国

文

学

受

容

の

一
端

李

 

 

 

 
媒

 

 
 
 

一 

は
 

じ
 

め
 

に

 

 
 
 

 
 
 

 
 

っ
づ
ら
ぶ
 
み

 
上

田
秋
成

の
歌
文
集
『
藤
簗
冊
子
』
は
、
秋
成
七
十
賀
を
記
念

し
て
、
秋
成
最
晩
年

の
弟
子
、
昇
道

に
よ

っ
て
編
纂
さ

れ
、
文
化

二
年

(
一
八
〇
五
)

に
前
半

三
巻

、
文
化
三
、
四
年

に
か
け
て
全
六
巻
⊥
ハ
冊
が
刊
行
さ
れ
た
。

こ
の

『
藤
簑
冊
子
』

の
巻

一
・
二
に
は

「藻
屑

」
と

し
て
、
屏
風
歌
を

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 ユ
 

巻

一
に
、
四
季
雑
を
巻

二
に
収
め

て
い
る
。

こ
の
雑
部

に
漢
詩
句
を
題
と
す
る
和
歌
、
即
ち
句
題
和
歌
が
見
え
、
六
首

の
歌
群
を
成

し
て
い
る
。

42

 

 
 

 
竹
与
レ
心
倶
空

(た
け
と

こ
こ
ろ
と
と
も
に
む
な

し
)

①

た
め
ず
と
も
直

き
心

は
お

の
つ
か
ら
竹

と

》
も
に
や
む
な

し
か
る

べ
き

 

 
 
野
渡
無
レ
人
船
自
横

(や
と

ひ
と
な
く
ふ
ね
お

の
つ

か
ら
よ
こ
た
ふ
)

②
冬
枯

の
野
川

の
風

を
身

に
し
め
て
あ
は
れ
や

ひ
と
り
わ
た
り
呼
声



 
 
 
世
人
結
レ
交

用
二
黄
金

一
(せ
じ
ん
ま
じ
は
り
を
む
す
ぶ
に
わ
う
ご
ん
を
も
ち
ふ
)

③
交

り
を
こ
が
ね

に
む
す
ぶ
世

の
人

の

つ
ひ

の
こ
ン
ろ
そ

つ
ね
な
か
り
け

る

 
 
 

白
眼
看

二
他
世
上
人

一
(
は
く
が
ん
も

て
た

の
せ
じ
や
う

の
ひ
と
を

み
る
)

④

よ

の
中

の
人

を
さ
く
れ
ば

お

の
つ
か
ら
塵
な
き
庭

の
松

の
下
臥

 
 
 
悔
教
三
夫
婿
覚

二
封
侯

一
(く
ゆ
ら
く
は
ふ
せ

い
を
し

て
ほ
う

こ
う
を
も
と
め
せ
し
め
し
を
)

⑤
何

に
か
く
出

し
立

け
ん
剣
太

刀
名

の
を

し
け
く
も
今

は
あ
ら
な
く
に
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調
与
二
時
人

一背
、
心
将
二
静
者
論

一
(
て
う

は
じ
じ
ん
と
そ
む
き
こ
こ
ろ
は
せ

い
じ
や

の
ろ
ん
を
も

つ
て
す
)

⑥
我

を

し
る
人

し
な
け
れ
ば
我

し
ら
ぬ
人
に
見
す

べ
き

こ
と
草

も
な

し

 

こ

の

『
藤
簑

冊
子
』

の
編
纂

は
弟
子

の
手

に
な

る
も

の
で
あ
り
、
刊
行

に

つ
い
て
秋
成
自
身

は
、

「う
た

て
、
を

こ
わ
ざ
す
る
か
な
。
世

に

は

ひ
わ
た
ら

ん
ほ
ど

は
、
必

し
も
有
ま

じ
き

し
わ
ざ
也
」
と
言

っ
て
止

め
た
、
と
昇
道

の

「附
言
」
に
あ
る
。

し
か
し
、
同

「附
言

」
に
は
、

「
ゆ
る
し
な
き

に
は
、
題
号
だ

に
も
書

あ
ら
は
さ
ず
」
、
と
も
記

し
て
お
り
、
編
集

に

っ
い
て
も
、
秋
成

の
意
図
が
反
映
さ
れ
た
も

の
と
見
な

し

 
 
 
 
 
 
  
 

て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
六
百
有
余
首

あ
る

「藻
屑
」

の
歌
数

か
ら
す
る
と
、
六
首

は
決

し
て
大

き
な
歌
群

で
は
な

い
が
、
漢
詩
句

を
題

と
し
て
和
歌
を
詠

じ
る
と

い
う
創
作
方
法

が
、
秋
成

に
よ

っ
て
意
識
的

に
行

わ
れ
た
、
あ
る
い
は
、
意
図
的

に
ま
と
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

上
田
秋
成
の
句
題
和
歌



こ
の
よ
う

な
観
点

か
ら
、

こ
の
歌
群

に
お
け
る
秋
成

の
中
国
文
学
受
容

の
様
相

の

一
端
を
探

っ
て
み
た

い
。

 

と

こ
ろ

で
、
秋
成

に
は
、
他

に
も
句
題
和
歌

の
作

品
が
残
さ
れ
て
い
る
。
同

じ
く

『
藤
簑

冊
子
』
雑
部

に
次

の
よ
う
な
和
歌

が
見
え

る
。
便

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ハヨ 

宜
上
、
先

ほ
ど
挙
げ
た
六
首

に
続

き
、
通

し
番
号
を
付

け
た
。

 
 

 
 

 
雲
有
二
帰
山
情

一
(く
も
き
さ
ん

の
じ
や
う
あ
り
)

 
 
⑦

ま
が
は
じ
と
花

に
わ
か
れ
て
小
初
瀬

に
夕

べ
は
か

へ
る
春

の
浮
雲

 
 

 
 

 
東
岐
云
、
佳
茗
似
二
佳
人

一
(
か
め

い
は
か
じ
ん
に
に
た
り
)

 
 
⑧

す
む
と

い
ひ
清

し
と
云
も
よ
き
人

の
常

と
し
聞
け
ば
あ
か
ぬ
我
友

 

⑦

は
巻

二
、
雑

の
巻

頭

の
天
象

を
題
と
す

る
歌
群

の
う
ち
に
あ
り
、

「雲

」
・
「暁
雲

」
題

の
歌
が
続

い
て
い
る
。
⑧

は
茶

を
詠

じ
る
歌
群

の

う
ち

の

一
首

で
あ
る
。

 

『
藤
箋

冊
子
』
以
外

で
は
、
秋
成

が
⊥ハ
十
六
歳

の
時

に
書

い
た

『
幽
石
軒
記
』
に
、

 
 

 
 

 
白
雲
桂
幽
石
と
云
句

の
こ
玉
ろ
を

 
 

⑨
吹

た
ゆ
る
嵐

の
ひ
ま

は
峰

に
た

つ
い
は
ほ
に
雲

の
か

』
り
け
る
か
な

が
見
え
、
ま
た
、
六
十
八
歳

の
時

に
編
集

し
て
加
島
稲
荷

に
捧
げ
た

『
献
神
和
歌
帖

』
に
は
、
前
出
①

「竹
与
心
倶
空

」
と
⑦

「雲
有
帰
山
情
」
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に
並

べ

て
、

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

次

の
句

題

和

歌

が

見

え

る
。

 
 
 
静
談
古

人
書

⑩

い
に
し

へ
の
文

の
こ
』
う
に
し
め
さ
れ

て
と
ふ
も
か
た

る
も
道

に
か
な

へ
る

⑦

～
⑩
ま

で
の
四
首

は
前
述

の
句
題
和
歌
歌
群

を
構
成
す

る
六
首
と
、

い
さ
さ

か
性
格
を
異
に
す

る
可
能
性

は
あ

る
だ
ろ
う

が
、
そ

の
こ
と

に
留
意

し

つ
つ
、

こ
れ
ら

の
四
首

も
秋
成

の
句
題
和
歌
作
品
と

し
て
、
都
合
十
首
を
考
察

の
対
象
と

し
て
お
き
た

い
。

 
 
 

 

二
、
句
題
和
歌

に

つ
い
て

 

さ

て
、

こ
の
よ
う
に
漢
詩
文

の

一
句
を
題

と
し
て
詠

じ
た
和
歌
を
句
題
和
歌
と
言
う
が
、
言
う
ま

で
も
な
く
、

こ
れ

は
寛
平
六
年

(八
九

四

年
)

に
成

つ
た
大
江
千
里

の

『
句
題
和
歌

』
に
始

ま
る
。
宇
多

天
皇

の
勅
命

を
受
け
た
千
里
が
、

「捜
二
古
句

一構
成
二
新
歌

一」
、
す
な
わ
ち
、
彼

自
身

の
詩
文

の
素
養

を
生
か
し

て
古
典
的

な
漢
詩

か
ら
摘
句
し
、

そ
れ
を
題

と
し
て
新

し

い
趣
向

の
和
歌
を
詠

じ
る
こ
と
を
試

み
た

の
で
あ

っ

た
。

そ

の
後

、
定
家
や
慈

円
な

ど
も

そ
れ
に
倣

っ
て
、
特

に

『
白
氏
文
集
』

か
ら
詩
句

を
選

び
、
句
題
和
歌

を
詠

ん
で
い
る
。
中
世

で
は
、
頓

阿

に
も

「句
題
百
首
」
が
あ
る
。
さ
ら

に
、
近
世

の
歌
人

に
多
大
な
影
響

を
及
ぼ

し
た
三
條

西
実
隆
に
も

「夏

日
詠
百
首
和
歌
」
と

い
う
句
題

和
歌

が
あ

り
、
『
雪
玉
集
』

に
収

め
ら

れ
て

い
る
。
江
戸
初
期

に
は
、
下
河
辺
長
流
が

『
詩
経
』
と

『
文
選
』

の
句

に
即
し
て
句

題
和
歌

を
詠

 
 
 

  
 

ん

で
い
る
。
江
戸
中
期

に
至

っ
て
、
賀
茂
真
淵

の

『
賀
茂
翁
家
集
』

に
は
僅

か
二
首

で
は
あ
る
が
句
題
和
歌

が
残
さ
れ

て
お
り
、
秋
成
と
親
交

の
あ

っ
た
小
沢
薦
庵

の

『
六
帖
詠
草

・
六
帖
詠
草
拾
遺
』
に
は
、
三
十
首

に
余

る
句
題
和
歌

が
収
め
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
、
加
藤
千
蔭

の

『
う

け
ら

が
花
』
、
村

田
春
海

の

『
琴
後
集
』
、
香
川
景
樹

の

『
桂

園

一
枝

』
、
伴
蕎
践

の

『
閑
田
詠
草
』
、
富
士
谷
成
章

の

『
北
邊
家
集

』
な
ど
に
も
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上
田
秋
成
の
句
題
和
歌



句

題
和
歌

が
見
え

る
。

こ
の
よ
う

に
、
江
戸
期

の
文

人

・
国
学
者

が
漢
詩
句

を
題
と

し
て
句
題
和
歌
を
詠

じ
る

こ
と

は
珍

し
く
な

い
こ
と

で
、

秋
成

の
句
題
和
歌

も
そ
う
し
た
流

れ

の
中

に
位
置
付

け
ら
れ
よ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
大
江
千
里

の

『
句
題
和
歌
』
に

つ
い
て
は
、
金

子
彦

二
郎

『
平
安
時
代
文
學
と
白
氏
文
集
-
句
題
和
歌

・
千
載
佳
句
研
究
篇
1

』

に
精
緻
な

研
究

が
な
さ
れ

て

い
る
。
氏

は
同
書

で
は
、
『
句
題
和
歌

』

の
後
世

へ
の
影
響
と
し

て
、
小
沢
藍
庵

が
千
里
と
同
じ
句
題

で
作

っ
た
十
首

の
句

題
和
歌

の
中

に
、
千
里

の
和
歌
を
本
歌
と
し
て
詠

ん
だ
句
題
和
歌

が
あ

る
と
述

べ
、
小
沢
藍
庵

に
影
響
を
与

え
て

い
る
と
論

じ
て
お
ら
れ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

近
世

の
句
題
和
歌
研
究

と
し

て
は
、
堂
上
に

つ
い
て
は
、
嶋
中
道
則
氏

の
研
究
が
あ
り
、
地
下
歌
人

に
関

し
て
主

に
小
沢
藍
庵
を
中
心
に
研
究

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ゆ
 

が
進

め
ら
れ

て
い
る
。
そ

の
他

に
、
岩
崎
佳
枝
氏

や
、
伊
藤
達
氏
氏

の
研
究
な
ど
も
あ

る
。
両
氏

は
主

に
、
小
沢
藍
庵

の
句
題
和
歌
と
中
世
句

題
和
歌

と

の
関
係
、
及
び
藍
庵

の
句

題
和
歌

の
特
徴

に

つ
い
て
論

じ

て
お
ら
れ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 き

 

ま
た
、
鈴
木
健

一
氏

の
句

題

に

つ
い
て

の

一
連

の
研
究

が
あ

る
。

「近
世
句

題
和
歌

に
関

す

る

一
考
察

」

で
は
、
小
沢
藍
庵
、
加
藤
千
蔭
、

香
川
景
樹

の
句
題

の
拠

る
所

を
考
察

し
た
上

で
、

「句
題
選
定
」

に
お

い
て
は
、

「近
世
和
歌
全
体
が
中
世

か
ら
連
な

る
ひ
と

つ
の
大
き
な
繋

が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

り

の

一
部
と

し
て
捉
え
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
」
と
さ

れ
、

「近
世
句

題
和
歌

と
出
版
ー
歌
題
享
受

の
過
程

に
関

し
て
ー

」
で
は
、
句
題

の
選
定

状

況

か
ら
、
二
条
派

の
堂
上
歌
人
と
藍
庵
等

の
地
下
歌
人
と

の
関
連

に

つ
い
て
述

べ
て
お
ら
れ

る
。

こ
の
論
文

で
は
秋
成

に
も
触
れ
ら
れ

て
お
り
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ヨ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ぬ
 

秋
成

に
三
条

西
実
隆
と
同
じ
題

で
詠
ん
だ
和
歌
が

二
首

(①

「竹
与

心
倶
空
」
と
⑦

「雲
有
帰
山
情

」
)
あ

る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
た
。
さ
ら

に
、
「歌

 
 
 
 
 
 

お
 

題

の
近
世
的
展
開
」
で
は

「漢
詩
文

の
摂
取

に
よ
る
新

し
い
句
題
」
と
し
て
、秋
成

の
句
題
③

「世
人
結
交

用
黄
金

」
・④

「白
眼
看
他

世
上
人

」
・

⑧

「東
城
云
、
佳
茗
似
佳
人

」
を
挙
げ
、
原
曲
ハを
指
摘
さ
れ
た
。
そ

し
て
、

こ
の
三

つ
の
題
に
よ
る
和
歌

に

つ
い
て
前

の
二
首

は
原
詩

の
翻
案

で
、
三
首
目
は
句
題
と
共
通
す

る
言
葉

を
使

つ
て

い
る
こ
と
を
述

べ
ら
れ
、
和
歌

の
解
釈
を
示
さ
れ
た
。

 

な

お
、
新

日
本
古
典
文
学
大
系

『
近
世
歌
文
集
 
下
』
の
脚
注

に
、
原
詩

の
指
摘
が
あ

る
の
は
、
②
野
渡
無
人
舟
自
横
i
章
応
物

「源

州
西
澗

」
、

③
世
人
結
交

用
黄
金
-

張
謂

「題
長
安
主
人
壁
」
、
④
白
眼
看
他
世
上
人
-

王
維

「与
盧
員
外
象
過
崔
処
士
興
宗
林
亭

」、
⑤
悔
教
夫
婿
覚
封
侯
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1
王
昌
齢

「閨
怨
」
、
⑧
佳
茗
似
佳
人
-
蘇
転

「次
韻
曹
輔
寄
墾
源
試

焙
新
茶

」
で
あ
る
。

 
以
上

、
現
時
点

で
、
原
詩
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る

の
は
②
③
④
⑥
⑦
⑧

で
あ
る
。
残

る
①
⑥
⑨
⑩

に

つ
い
て
は
、
典
拠

を
提
案

し
た

い
が
、

そ

の
詳
細

は
以
下

に
述

べ
る
。

三
、
秋
成

の
句
題
和
歌
 
ー

句
題
和
歌
歌
群
六
首
に
つ
い
て
ー

漢
詩
句

を
題

と
し
て
和
歌

を
作

る
に
際

し
て
、
ど

の
よ
う
な
詠
作

を
試

み
た

の
か
、

こ
こ
で
は
、
『藤
箕
冊
子
』

の
六
首

の
歌
群

に

つ
い
て
、

一
首
ず

つ
,検
討

し
て

い
く
。

 
 

 
竹
与

心
倶
空

(た
け

は
こ

こ
ろ
と
と
も
に
む
な
し
)

①

た

め
ず
と
も
直

き
心

は
お

の
つ
か
ら
竹

と

》
も
に
や
む
な

し
か
る
べ
き
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こ

の
句

題

和

歌

の
歌

意

に

つ
い
て
、

新

大

系

で

は
、

「直

き
心

は

わ
ざ

わ

ざ
手

を
加

え

ず

と

も

、
竹

の
よ
う

に

ま

っ
す

ぐ

で
、
南

山

の
竹

の

よ

う

に

自
然

に
認

め

ら

れ

る

こ
と

に
な

る
だ

ろ
う

」

と
解

し
、
注

に

『
孔

子

家
語

』

五

の

「南

山
有

竹

、

不
揉
自

直

」
を
挙

げ

て

い
る
。

「揉

」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  あ 

の
字

は

『
和

名

抄

』

に

よ

れ
ば

、

「太

無

」

と
訓

む

と
す

る
。
和

歌

の

「た

め
ず

と

も
直

き

」

は
指
摘

さ

れ
た
通

り
、

『
孔

子
家

語

』

に
拠

っ
た

の
か

も

し
れ

な

い
。

し

か

し
、
従

来

指

摘

さ

れ

て

い
な

い
が
、

こ

の

「竹

与

心
倶

空

」

は
、

い
さ

さ

か
異

同

は
あ

る

が
、
次

の
白

居

易

の
詩

に

拠

る

も

の
と
考

え

て
よ

い
だ

ろ
う

と
思

う

。
和

刻

本

『白

氏

長

慶
集

』
所

収

。

 

 

 

 

 む

偶

題

閣
下

庁

た
ま
た
ま

偶

閣
下
の
庁
に
題
す

上
田
秋
成

の
句
題
和
歌



静
愛
青
苔
院

深
宜
白
髪
翁

貌
将
松
共
痩

心
与
竹
倶
空

暖
有
低
管
日

春
多
麗
幕
風

平
生
閑
境
界

尽
在
五
言
中

静
は
愛
す
 
青
苔
の
院

深
は
宜
し
 
白
髪
の
翁

貌
は
松
と
共
に
痩
せ

心
は
竹
と
倶
に
空
し

暖
は
籍
に
低
る
る
日
有
り

 
 
 
 
あ

春
は
幕
を
麗
ぐ
る
風
多
し

平
生
の
閑
境
界

尽
く
五
言
の
中
に
在
り

 

こ

の
詩

は
長
慶

二
年

(八

二
二
)
、
白
居
易
が
五
十

一
歳

で
長
安

で
中
書
舎
人

で
あ

っ
た
時

に
作
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
題
に
あ

る

「閣
下

」

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

た
ま
た
ま

は
鳳
鳳
閣

で
、
中
書
省

を
指

す
。
偶
々
詩
が
出
来

た

の
で
、

そ
れ
を
鳳
鳳
閣

に
書

い
た
と
題

で
断

つ
た
。

そ
し
て
、
題

の

「
偶

」
と

一
致
さ

せ
る
た
め
に
、

一
句

か
ら
六
句

ま
で
は

「静

は
…
深

は
…
」
と
同
じ
句
構
造

を
採

り
、
わ
ざ
と
拙
く
見
せ
る
。
尾
聯

で
は
、
自
分

の
閑
境

に

つ

い
て

の
考

え
は
全
部

こ

の
詩

の
中

に
含
ま
れ
て
い
る
と

い
う
。

つ
ま
り
、

こ

の

一
見
拙

い
詩

は
白
居
易

の
精
神
世
界

を
表

し
て
い
る
。
詩

の
首

聯

で
は
閑
静

で
青

い
苔

の
広

が
る
庭

は
白
髪

の
翁

に
相
応

し

い
と
言

つ
て
、
人
物

(白
髪

の
翁
)
を
登
場
さ

せ
る
。
頷
聯

は
こ
の
白
髪

の
翁

に

つ
い
て

の
描

写
で
、
超

俗
的

な
意
味
を
持

つ
松

と
竹
を
使
う
。
頸
聯

は
こ
の
庭

の
春

の
風
景
を
描
き
、
尾
聯

で
は
生
涯

の
閑
境
界
は
す

べ
て
こ

の
詩

の
中

に
含

ま
れ

て

い
る
と
言

っ
て
詩

を
終
え

る
。

 
句
題
と

し
た
第

四
句

は
、
竹

の
芯
が
空

で
あ
る
と

こ
ろ
に
精
神
性

を
懸
け

て
、
白
髪
翁

の
心
は
、
竹
と
同
様

に
空

で
、
老
荘
哲
学

の
空

の
境

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

地

で
あ

る
、
と
言
う
。
高

い
精
神
性
を
示
す
句

で
あ
る
。
竹

の
性
質

に

つ
い
て
、
白
居
易

は

「養
竹
記
」

の
中

で

「固
」
・
「直
」
・
「空
」
・
「節
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貞
」

の
四

っ
を
挙
げ

て

い
る
。

そ
し
て
、
竹
を
君
子
に
喩
え

て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
の

「空

」
は
君
子

の
備

え
る
べ
き
性
質

の

一
つ
で
あ
り
、
「無

欲
」
と

も
解

さ
れ
る
。

 
秋
成

は

こ
の
詩

の
他

の
部
分

を
捨

て
、

こ
の

一
句
だ
け
に
注

目
し
て
和
歌

を
作

っ
た
。
和
歌

は
、
矯
正

し
な
く
て
も
本
性
と

し
て
真

っ
直

ぐ

な
心

は
、
真

っ
直

ぐ
な

の
は
同
じ

で
も
竹

と
同
様

に
虚

し
い
だ
ろ
う

か
、

い
や
、

む
な

し
く
な

い
は
ず
だ
、
と
現
代
語
訳

さ
れ
る
か
と
思
う
。

「む
な

し
」
・
「直

き
」
・
「た
め
」

は
竹

の
縁
語

で
、
よ
く
用

い
ら
れ
る
修
辞

で
あ

る
。
秋
成
歌

は
こ
の
よ
う
な
竹

の
縁
語
仕
立

て

の
修
辞

を
存

分

に
利
用

し
た
作

で
あ

る
。

し
か
し
、
漢
詩

で
は

「空

」
は
君
子

の
持

つ
べ
き
性
質
を
表
す
価
値

の
あ
る
言
葉

で
あ

る
の
に
対

し
て
、
「む
な
し
」

と
和

語
化

し
た
途
端
、
充
実

し
て

い
な

い

・
甲
斐

が
な

い

・
無
意
味

だ
、
と

い
う
意
味
と
な
り
、
価
値

の
無

い
も

の
と
し
て
否
定
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
の
で
あ

る
。

『
万
葉
集
』

に
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 ド
 

 
 
 
山
上
臣
憶
良
、
沈
病

の
時

の
歌

一
首

78
盤
や
も
む
な

し
く
あ

る
べ
き
万
代

に
語

り
継

ぐ
べ
き
名

は
立

て
ず

し
て

9

が
見

え
、
こ
こ
の

「む
な

し
」
は

「為
す

こ
と
な

し
」
と
解
さ
れ

て
い
る
か
ら
、
秋
成

の
和
歌

の

「む
な

し
」
も
そ
の
意
味

に
近

い
と
考

え
ら
れ
る
。

 
な

お
、
秋
成

の
句
題

は

「竹
与
心
倶
空

」
と
あ

り
、
原
詩
、
白
居
易

に
は

「心
与
竹
倶
空

」
と
あ

っ
て
、
「心
」
と

「竹
」

の
位
置
が
変

わ

っ

て
い
る
。
明
暦

三
年

(
一
六

五
七
)
刊

の
和
刻
本

『白
氏
長
慶
集

』

に
も

「心
与
竹
」
と
見
え
、

「竹
与
心
」
を
採

る
白

居
易

の
詩

は
未
見

で

あ

る
。

ま
た
、
前
掲
鈴
木
健

一
氏

の
指
摘
さ
れ

る
よ
う
に
、
三
条

西
実
隆
も

こ
の
句
を
句
題

と
し
て

い
る
。
実
隆

『
雪
玉
集
』

で
は

「心
与
竹

倶
空

」
と
あ
り
、

「竹

」
・
「心
」

の
位
置
は
秋
成

の
句
題
と
異
な

っ
て

い
る
が
、
『
白
氏
長
慶
集
』
と

一
致

し
て

い
る
。

上
田
秋
成

の
句
題
和
歌



 

 
 
 

 
 
  

 

 
心
与
竹
倶
空

な

よ
竹

の
折

へ
く
も
な
く
な

ひ
く
こ
そ
世

に
ふ
る
道

の
心
な

り
け
れ

 
実
隆

の
こ

の
和
歌

で
は
、
竹

が
折

れ
難

い
の
は

「空
」

で
あ
る
か
ら
、
心

も
そ
れ
と
同
じ
よ
う

に
柔
軟

で
あ
る
べ
き
だ
と
言

っ
て
い
る
。
秋

成

の
詠

み
方
と

は
異
な

っ
て

い
る
が
、
白
詩

の

「空

」

の
意
味

を
取

っ
て
い
な

い
の
は
同

じ
で
あ

る
。

 

つ
ま
り
、
秋
成

の
こ

の
歌

は
、
句
題

の

「竹
ー
心
i
空

」
の
語

か
ら
発
想

し
て
、
竹

の
縁
語

で
仕
立

て
た

一
首
と
言

え
る
。

「空
」
を

「む
な
し
」

と
和
訓
す

る
た
め
題

の
意
味

か
ら
も
遠
く
な
り
、
ま
た
、
形

の
上

で
も
否
定

と
な

つ
て
、
原
詩

の
内
容

は
ほ
ぼ
和
歌
に
は
投
影

し
て
い
な

い
。
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野
渡
無
人
舟
自
横

(や
と
ひ
と
な
く
ふ
ね
お

の
つ
か
ら

よ
こ
た
は
る
)

②
冬
枯

の
野
川

の
風
を
身

に
し
め
て
あ
は
れ
や

ひ
と
り
わ
た
り
呼
声

 
題

の

「野
渡
無

人
舟
自
横
」

は
新
大
系

の
指
摘

通
り
、
王
孟
章
柳

と
併
称
さ
れ
る
中
唐

の
山
水
詩
人
章
応
物

の
詩
に
拠

る
も
の
で
あ

る
。
『
唐

詩
三
百
首
』
・
『
三
体
詩

』
所
収
。

 

 
 
 
 れ
 

 
源
州
西
澗

独
憐
幽
草
澗
辺
生

上
有
黄
鶴
深
樹
鳴

源
州
の
西
澗

独
り
憐
れ
む
 
幽
草
の
澗
辺
に
生
じ

上
に
黄
鵬
の
深
樹
に
鳴
く
有
り



春
潮
帯
雨
晩
来
急

野
渡
無
人
舟
自
横

春
潮
 
雨
を
帯
び
て
 
晩
来
急
な
り

野
渡
 
人
無
く
 
舟
自
つ
か
ら
横
た
わ
る

 

「憐

」

は
、
対
象

に
強

く
心
を
動

か
さ
れ

る
こ
と
を
言
う
。

「幽
草

」
は
茂

つ
た
草
叢
を
言

う
が
、
「幽
」

は
奥

に
何

か
を
秘
め
た
よ
う
な
、
ひ

つ

そ
り
と

し
た
趣
を
添
え

る
。
山

に
囲
ま
れ
た
谷
川

の
ほ
と
り
に
ひ

っ
そ
り
と
草
叢

が
生

じ
、

そ
の
上

の
方

の
深

い
木
立

の
中

で
、
春

の
シ
ン
ボ

ル
で
あ

る

「黄
鵬

」

(鶯

)
が
鳴

く
。
生
命
を
感

じ
さ

せ
る

「春
潮

」
が
、
夜
来

の
雨
を
受

け

て
増
水

し
、
流

れ
が
急

に
な

っ
た
。

野
原

の
川

の
渡

し
場

に
人

は
な

く
、
た
だ
舟
が
ぽ

つ
ん
と
横

た
わ

っ
て

い
る
。
何
と
も
言
え
な

い
寂
蓼
感

が
描
き
出
さ
れ

て
い
る
。
特

に
転
句

の
動

に
対

し
て
、
結
句

の
静
寂
が
際
立

つ
。

こ
こ
で
は
、
舟
も
自
然

の
景
物
と

し
て
風
景

の
中

に
溶
け
込
ん
で

い
る
。

 
章
応
物

は
第

一
句

か
ら
第

三
句
ま

で
春
を
思
わ

せ
る
言
葉

を
使

つ
て
い
る
が
、
結
句

に
は
そ

の
よ
う
な
言
葉
を
使

つ
て
い
な

い
。
結
句
だ
け

を
見

る
場
合

で
は
季
節

は
特
定

で
き
な

い
。
秋
成

は
季
節
感

の
な

い
最
後

の

一
句

を
取

っ
て
、
そ
れ
を
冬

の
景
色

と
し
て
詠

ん
で

い
る
。
新
大

系

の
解

釈
と
や
や
似

て
い
る
か
も
し
れ
な

い
が
、

一
首

の
歌
意

は
、
冬
枯

の
野
原
を
流

れ
る
川

の
ほ
と
り
で
、
身

に
し
み
る
冷
た

い
風
に
吹
か

れ
な
が
ら
渡

し
守

を
呼

ぶ
旅
人

の
声

が
何
と
も
あ
わ
れ
だ
、
と
解

せ
る
。
最
初

に

「冬
枯
」
と

い
う
言
葉

で
季
節
を
冬

に
設
定

し
た

の
は
、
旅

人

の
わ

び

し
さ

が
最
も
際
立

た
せ
る
た
め

で
あ
ろ
う
。
題

に
あ
る

「野
渡
」

を

「野
川

の
渡

し
守

」
と
人

に
変

え

て
い
る
。

「わ

た
り
呼
声
」

か
ら
舟

守

が

い
な

い
事

、
即
ち

「無
人
船
」

で
あ

る

こ
と
が
分

か
る
。

「風

を
身

に
し
め

て
」
は
俊
成

の
歌

「夕
さ
れ
ば

野
べ

の
秋
風
身

に
し

み
て
鶉
鳴

な
り
深
草

の
里
」

(千
載
集

・
秋
上

)
を
想
起
さ

せ
る
が
、

そ
れ

で
引
き
出
さ
れ
た

「あ
は
れ
」
と

「
ひ
と
り
」

は
起
句

の

「独
憐
」

(独

り
憐

れ
む
)
を
使

っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
起
句

の

「幽
草

」
と
承
句

の

「黄
鶴

」
及
び
転
句

の

「春
潮

」
は

「春

」
に
繋
が

る
た
め
、

捨

て
ら

れ

て
い
る
。
和
歌

の

「風
」
は
原
詩

の

「雨
」
か
ら
来

て
い
る
か
も

し
れ
な

い
。
最
後

に
川
を
渡
ろ
う
と
す

る
人
を

「呼
声

」
と

い
う

形

で
登
場
さ

せ
、
冬

に
相
応

し
い
舟
守
を
待

つ
旅

人

の
姿

が
描

か
れ

て
い
る
。

こ
の
和
歌

は

「野
渡
無
人
舟
自
横
」
と

い
う
叙
景

の

一
句

を
人
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の
登
場

す
る

こ
と
に
よ

っ
て
物
語
的

に
脚
色

し
、
季
節

を
冬

に
設
定

し
た

こ
と
に
よ

っ
て
、
漢
詩

に
増

し
た
寂

し
さ
が
醸
さ
れ
る
。
秋
成

の
こ

の
和
歌

は
原
詩
全
体

の
イ
メ
ー
ジ
を
使

っ
て
、
想
像
力

を
生

か
し
て
生

ま
れ
た
も

の
と
も
言
え
よ
う
。

 

 
 
 

世
人
結
交

用
黄
金

(
せ
じ
ん
ま

じ
わ
り
を
む
す
ぶ

に
お
う
ご

ん
を
も
ち
ゆ
)

 

 
③
交

り
を
こ
が
ね
に
む
す
ぶ
世

の
人

の

つ
ひ

の
こ
』
ろ
そ

つ
ね
な
か
り
け
る

 
こ
の
題
は
、
鈴
木
氏

の
論
文

や
新
大
系

の
指
摘
通

り
、
中
唐
詩
人
張
謂

の
次

の
詩

に
拠

っ
た
も

の
で
あ

る
。
『
唐
詩
選
』
・『
唐
詩
訓
解
』
な
ど
所
収
。

 
 
 
 
 
 
 お 

 
題
長
安
主
人
壁

世
人
結
交
須
黄
金

黄
金
不
多
交
不
深

縦
令
然
諾
暫
相
許

終
是
悠
悠
行
路
心

 
長
安
主
人

の
壁

に
題
す

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

も
ち

世
人
 
交

り
を
結
ぶ
に
黄
金
を
須
ゆ

黄
金
多

か
ら
ざ

れ
ば
 
交

り
深

か
ら
ず

縦
令

ひ
然
諾

し
て
暫
く
相
許
す
も

終

に
是
悠
悠
た
る
行
路

の
心
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題

と
な

っ
た
起
句

は
、
世

間

の
人

は
交
際

を
結

ぶ

の
に
金

を
必
要
と
す
る
、
と

い
う
。
和
歌

の
上

の
句

は
、

こ
の
詩
句
を

ほ
ぼ
そ

の
ま
ま
写

し

て
い
る
。

下

の
句

も
、
原
詩

の
結
句

「終
是
悠
悠
行
路
心
」

に
拠

る
と
思
わ
れ
る
。

「悠
悠
行
路
心

」
に

つ
い
て
は
、

い
さ
さ
か
解
釈
が
必

要

で
あ
ろ
う
。

こ
の
詩
を
、
服
部
南
郭

は

『
唐
詩
選
国
字
解
』

で
次

の
よ
う
に
解
釈

し
て
い
る
。



 

〔世

人

…
深

か

ら

ず

〕
惣

じ

て
、

世

人

の
交

り

と

い
ふ

も

の
は
、
黄

金

で
も
沢

山

と

り
扱

ふ
内

は
深

く
交

り

を
す

れ

ど

も
、

貧

に
な

る

と

か

ま

は
ず

、

交

り
も
薄

く
な

る
。

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

い
か
に
も

 

〔縦

令

…
行
路

の
心
〕

た

と

ひ

「然

諾

」

と
、
相

見

れ
ば
相

許

す

ゆ

へ
、
頼

も

し
う

思

う

て
も
、
つ
い
金

銀

で
も

な

く
な

り

、
貧

に
な

る
と
、

今

ま

で
懇
意

に

し

た
者

が

、

「悠

々

」

と
果

て
も

な

い
道

通

り

の
如

く
、

見

ぬ
顔

を

し

て

い
る
や

う

に
な

る
。

さ

て
さ

て
人

と

云

ふ

も

の

は
実

の
な

い
も

の
ち

や
。

 

「悠
悠
行
路

心
」
を
、
果

て
し
も
な

い
路

で
す
れ
違

う
人

の
よ
う
な
無

関
心
な
心
、
と
解

し

て
い
る
ら

し
い
。

こ

の
語

は
、
旅

人

の
よ

る
べ

の
な

い
空
漠

と

し
た
心
、
頼

り
に
な
ら
な

い
希
薄
な
心
、
と

い
う
よ
う
な
解
釈

も
あ
り
得

る
と
思
う
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、
簡
潔

に
和
語

に

置
き
換

え

る

こ
と
は
容
易

で
は
あ

る
ま

い
。

そ
れ
を
秋
成

は
、

「
つ
ね
な
か
り
け
る
」
と

し
た
。

こ
れ
は
、
原
詩

の
転

・
結
句

に
表

現
さ
れ
た

心
変

わ
り
を
表

し
た
も

の
と
考

え
ら
れ

る
。

「無
常
」

か
ら
来

た

「
つ
ね
な

か
り
け
る
」
と

い
う
歌
句

は
、
た
と
え
ば
、
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博
通
法
師
往
紀
伊
国
見
三
穂
石
室
作
歌
三
首

(そ
の
二
)

11
常
磐
な
す
乱
塾
は
今
も
あ
り
け
れ
ど
住
み
け
る
人
ぞ
常
な
か
り
け
る

(万
葉
集
 
巻
三
 
三

一
一
)

 3

の
例

が

見

え

、

『
楢

の
杣

』
・
『金

砂

』

な

ど

の

『
万
葉

集

』
注

釈
書

を
作

っ
た
秋

成

に

は
、
な

じ
ん
だ

文

言

だ

っ
た

は
ず

で
あ

る
。

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ヘ  へ

 

つ
ま

り
、

こ

の
句

題

和
歌

で
は
、
題

の
詩

句

を

ほ
ぼ

そ

の
ま

ま
写

し

て
上

の
句

と

し
、

下

の
句

「
つ
ひ

の
こ

こ
ろ
」

も
原

詩

「終

是

悠

悠
行

 

へ

路

心

」

の
語

に
拠

り
な

が

ら
、

核

心

の
感

懐

の
部

分

は
、

和

語

に
な

り

に
く

い
原
詩

の
表

現

を
離

れ

て
、

原
詩

の
意

を
和

歌
的

表

現

に
よ

っ
て

表

し
た

の
で
あ

る
。

 

 
上

田
秋
成

の
句
題
和
歌



 
な

お
、
原
詩

で
は

「須
」
と
あ

っ
た
と
こ
ろ
が

『藤
簑

冊
子
』
で
は

「用
」
と
な

っ
て
い
る
。
服
部
南
郭

は

「須
」
を

「
(黄
金

を
)
も
ち
ゆ
」

と
訓

じ

て
い
る
か
ら
、
読

み
下

し
は
同
じ
こ
と
に
な

る
が
、
秋
成
が

「用
」
と
し
た

こ
と
に

つ
い
て
は
、
「用
」
を
採

る
本
文

も
見
当
た
ら
な

い
た
め
、

間
違

っ
た
記
憶

で
書

い
た
可
能
性

が
あ
る
。

 
 
 
白
眼
看
他
世
上
人

(は
く
が
ん
も
て
た

の
せ
じ
や
う

の
ひ
と
を
み
る
)

④

よ

の
中

の
人
を
さ
く
れ
ば
お

の
つ
か
ら
塵
な
き
庭

の
松

の
下
臥

 

こ
の
題

は
鈴
木
氏
や
新
大
系

の
指
摘

し
て

い
る
通

り
、
王
維

の

「与
盧
員
外
象
過
崔
処
士
興
宗
林
亭

」

の
結
句

を
使

つ
た
も

の
で
あ
る
。
『
三

体
詩
』
・
『
唐
詩
訓
解
』
・
『唐
詩
選
』
な
ど

の
所
収
。
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与
盧
員
外
象
過
崔
処
士
興
宗
林
亭
 
盧
員
外
象
と
崔
処
士
興
宗
が
林
亭
に
過
る

緑
樹
重
陰
蓋
四
隣

青
苔
日
厚
自
無
塵

科
頭
箕
鋸
長
松
下

白
眼
看
他
世
上
人

緑
樹

の
重
陰
 
四
隣
を
蓋
ふ

青
苔
 
日
に
厚
う
し
て
自
ら
塵
な
し

科
頭
に
し
て
箕
鋸
す
 
長
松
の
下

白
眼
に
し
て
他
の
世
上
の
人
を
看
る

起

・
承
句

は
、
官

に
仕
え
な

い
で
い
る
処
士
、
崔
興
宗

の
林
亭

の
描

写

で
あ

る
。
幾
重

に
も
茂

る
緑
樹

の
陰

が
四
隣

を
覆

っ
て
隔

て
、
地
面

の
青

い
苔

は
、
訪

れ
る
人
も
な

い
ま
ま
日
に
日
に
厚
く
な

っ
て
、
自
ら
清
浄

で
あ
る
。
転
句

「科
頭
」
は
冠
や
頭
巾

を

つ
け
な

い
こ
と
、
「箕
鋸
」



は
足
を
投

げ
出

し
て
座

る

こ
と
で
、
不
作
法

で
礼
儀

に
は
ず
れ
た
姿
だ
が
、

そ
れ

は
、
世
俗

を
離
れ
た
、
ゆ

つ
た
り
と
し
て
と
ら
わ

れ
な

い
心

を
表

し
て

い
る
。
「白

眼
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
気

に
入
ら
な

い
人

を
白

眼
で
見
た
と

い
う
、竹
林

の
七
賢

の
院
籍

の
故
事
を
踏
ま
え
た
も

の
で
、

こ
の
よ
う
な
清
雅

な
林
亭

に

い
る
人
は
、
礼
儀
な
ど

に
か
ま
わ
ず
自
由

な
境
地

で
、
院
籍

の
よ
う

に
世
俗

の
人
を
喜
ば
な

い
、
と
言

っ
て
、
竹

林

の
七
賢

に
な
ぞ
ら
え

て
、
林
亭

の
主
人

に
賛
辞
を
贈

っ
た

の
で
あ

る
。

 
秋
成

の

「
よ

の
中

の
人

を
さ

く
れ
ば

お

の
つ

か
ら
塵
な
き
庭

の
松

の
下
臥

」

の
歌

の
意
味

は
、
世
俗

の
人
を
遠
ざ
け

て
い
よ
う
と
す

る
と
、

自
然
、
清
浄
な
庭

の
松

の
木

の
下
を
臥
所
と
す

る
こ
と
だ
、
と

い
う

の
で
あ
ろ
う
。
題
に
あ

つ
た

「世
上
人
」
は

「よ

の
中

の
人
」
と
読

み
下

さ
れ
、

「
お

の
つ

か
ら
塵
な
き
」
は
原
詩

二
句

目

の

「自
無
塵
」
を
読

み
下

し
た
も

の
で
あ
る
。

「松

の
下
臥
」

の
言
葉

は
、
次

の
よ
う
な
例

が

あ

る
。
引

用
及

び
番

号
は

『
新
編
国
歌
大
観
』

に
よ

る
。

 
 
旅
宿
言
志
 
 
住
吉

に
て
、
月
を
見

て
よ
め
る

月

の
み
ぞ
も
り
あ
か
し

つ
る
も
し
ほ
草

し
き

つ
の
う
ら

の
松

の
し
た
ぶ

し

(守
覚
法
親
王
集

一
二
五
)

 
 
旅
宿
時
雨

も

り
も
あ

ペ
ず

ま
だ
き
に
ぬ
る
る
た
も
と
か
な

ご
ず
ゑ

し
ぐ
る
る
ま

つ
の
し
た
ぶ
し

(嘉
応

二
年
住
吉
社
歌
合
九
〇
 
廿
番
右
 
敦
頼
)
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こ
の
二
例

は
、

い
ず

れ
も
わ
び

し
い
旅
寝

を
表

す
。
秋
成
が

こ
こ
で
使

つ
た

「松

の
下
臥
」

は
原
詩

三
句

目

の

「箕
鋸
長
松
下
」
に
よ

っ
た

の

で
あ

る
。
題

の
眼
目

で
あ
る

「白
眼
看
」
は
字
面
上

で
は
詠
ま
れ

て
い
な

い
が
、
「よ

の
中

の
人
を
さ
」
け
る
の
は
、
気

に
入
ら
な

い
か
ら

で
あ

っ
て
、

「白
眼
看

」
に
相
当

す

る
。
つ
ま
り
、
題
と
な

つ
た

一
句

は
和
歌

の
初
句

、
二
句

に
す

で
に
詠
ま
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
新
大
系

で
は
和
歌

を
、

「俗
世
間

の
人
を
避

け

て
生

き
る

の
は
、
自
分

だ
け
清
ら
か
な
庭

に
遊

ぶ

こ
と
。

そ

の
う
ち
に
松

の
木

の
下
に
寝

そ
べ

つ
て
、
世
間
を
白

い
眼

上
田
秋
成
の
句
題
和
歌



で
睨

む

よ
う

に
な
る
」
と
、
題
を
含
む
形

で
訳
し
て
い
る
が
、
題

は
す

で
に
詠
ま
れ

て
い
る
た
め
、
更

に
付
け
加
え

る
こ
と
は
な

い
と
思
わ
れ
る
。

 
こ
の
歌
は
、
句
題

の
意

を
核

と
し
て
初

・
二
句

に
表

し
、
原
詩

の
語

を
利
用
し
な
が
ら
、
王
維

の
原
詩

の
ほ
ぼ
全
体
を
踏

ま
え

て
詠

ん
だ
歌

で
あ

る
と
言
え
よ
う
。

 
 
 
悔
教
夫
婿
覚
封
侯

(く
ゆ
ら
く
は
ふ
せ

い
を
し
て
ほ
う

こ
う
を
も
と
め
せ
し
め
し
を
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

っ
る
ぎ

⑤
何

に
か
く
出

し
立
け
ん
剣
太

刀
名

の
を
し
け
く
も
今

は
あ
ら
な
く
に

こ
の
題

は
、
従
来
指
摘

さ
れ
た
通

り
、
『
唐
詩
訓
解
』
・
『
唐
詩
選
』
な
ど
に
載

せ
る
盛
唐
王
昌
齢

の

「閨
怨

」
詩

の
結
句

で
あ
る
。

  

閨
怨

 
 

王
昌
齢

閨
中
少
婦
不
知
愁

春
日
凝
粧
上
翠
楼

忽
見
阻
頭
楊
柳
色

悔
教
夫
婿
覚
封
侯

閨
中
の
少
婦
 
愁
ひ
を
知
ら
ず

春
日
 
粧
ひ
を
凝
ら
し
て
翠
楼
に
上
る

忽
ち
階
頭
楊
柳
の
色
を
見
て

悔
ゆ
ら
く
は
夫
婿
を
し
て
封
侯
を
覚
め
せ
し
め
し
を
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詩
題

の

「閨
怨
」

は
、
夫

と
離

れ

て
い
る
女
性

の
孤
閨

の
寂

し
さ
、

つ
ら
さ
を
言
う
も

の
だ
が
、

こ
の
詩

の
若

い
妻

は
愁

い
を
知

ら
な

い
、

と

い
う
意

表
を
突

い
た
書
き
出

し
で
あ
る
。
愁

い
な
ど
経
験

し
た

こ
と
も
な

い
ほ
ど
幼
く
、
飾

り
立

て
た

「翠
楼

」
が
あ

る
よ
う
な
立
派
な
屋

敷

に
住

む
言

わ
ば

「箱

入

り
」

の
妻
な

の
で
あ

る
。
彼
女

は
、
春

の
う
ら
ら

か
な
日
、
念
入

り
に
化
粧
を

し
て
お

し
ゃ
れ
を

し
、
楼

に
昇

る
。



そ
の
よ
う
な
妻

の
描
写

に
は
、
閨
怨

の
か
け
ら
も
な

い
。
と
こ
ろ
が
、
道

の
辺

の
楊
柳

の
春

の
芽
吹

き

の
色
を
見
た
途
端
、
夫
を
送

り
出

し
た

日

の
こ
と
を
思

い
起

こ
す
。
楊
柳

の
生
命
力

に
あ
や

か
る
よ
う
に
、
旅
立

つ
人
に
楊
柳
を
手
折

っ
て
贈
る
習
俗
が
あ
り
、
楊
柳
を
見

て
夫
と
別

れ
た

こ
と
を
思

い
出

し
た

の
で
あ
ろ
う
。
彼
女

は
そ

の
日
、
夫
が
功
名

を
立

て
て
出
世
す

る
こ
と
を
夢

み
て
送

り
出

し
た
。
行
先

は
辺
境
、
あ

る
い
は
戦
場
だ

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
と

こ
ろ
が
、
今
、
夫

の
不
在
を
認
識

し
、
も
し
か
す

る
と
永
遠

の
不
在
と
な

る
危
う
さ
を
感

じ

て
、
突
然

に
激

し
く
後
悔
す

る

の
で
あ

る
。
詩

の
前
半

と
結
句

の
落
差
が
、
若

く
美

し
い
妻

の
愁

い
の
強

さ
を
印
象

づ
け

る
。

こ
の
閨
怨

の
情

を
秋
成

は

和
歌

に
写

そ
う
と

し
た
も

の
と
思
わ
れ

る
。

 
秋
成

の
和
歌

「何

に
か
く
出

し
立
け

ん
剣
太

刀
名

の
を
し
け
く
も
今

は
あ
ら
な
く
に
」

は
、
ど
う

し
て
あ
ん
な
ふ
う

に
出

し
て
行

か
せ
た

の

で
あ
ろ
う
、
立
身
出
世
な
ど
今

は
求

め
た
り

し
な

い
の
に
、
と
解

せ
る
。
題

の
詩
句

の
、
夫

に
出
世
を
求

め
さ

せ
た
こ
と
を
後
悔

す

る
、
と

い

う
文

言

に
沿

っ
て
、

一
首

の
訳
出

は
可
能

で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
仮

に
、
限
定
的

に
題

の
句

し
か
踏

ま
え
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ
れ
ば
、
今

ま

で
愁

い
な
ど
何

も
知
ら
な
か

っ
た
若
妻

が
、
春

の
陽
光

の
な
か

で
突
然
知

っ
た
夫

の
不
在

の
寂

し
さ
と
、
自
身

の
思
慮

の
無
さ

へ
の
後
悔
な
ど

は
浮

か
ん

で
こ
ず
、

一
首

は
非
常

に
浅
薄

な
も

の
に
な

っ
て
し
ま
う
。
秋
成

は
原
詩
全
体
を
踏

ま
え
た
、
若
妻

の
悔
悟

の
吐
露
と
理
解

し
た
。

原
詩
全

体

に
よ

っ
て
描

き
出
さ

れ
た
状

況
と
そ
れ
に
よ
る
感
懐

が
、
結
句

の

「悔
」
に
凝
縮

し
て

い
る
と
捉
え
、
そ

の
情
を
和
歌

に
表
現

し
よ

う
と
し
た
も

の
と
考

え

て
お
き
た

い
。

 
ま
た
、

こ
の
和
歌

の

「剣
太

刀
名

の
を
し
け
く
も
」
は
、
『
万
葉
集

』
に
見
え
る
表

現

で
あ

る
。
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49
わ
ぎ
も

こ
に
恋

ひ
し
わ

た
れ
ば
剣

刀
名

の
惜

し
け
く
も
念

ひ
か
ね

つ
も

42

、

、

、

、

、

、

、

、

、

98
剣

刀
名

の
惜

し
け
く
も
吾

は
無

し
此

の
こ
ろ

の
間

の
恋

の
繁
き

に

ヨ 騨

奈

急

恰
い
禁

か
吾
は
無
し
君
に
あ
は
ず
て
年
の
経
ぬ
れ
ば

上
田
秋
成

の
句
題
和
歌



 

こ

の
よ
う

に
専
ら
恋
歌

に
用

い
ら
れ
、
恋

の
た
め

に

「名

の
惜

し
け
く
も

(な

し
)
」
と
言
う

の
だ
が
、
六

一
六
歌

は
山

口
女
王

が
大
伴
家

持

に
贈

っ
た
五
首

の
歌

の

一
首

で
、

そ
の
な

か
に
次

の
よ
う
な
歌

も
あ
る
。

ヨー
物
念

ふ
と
人

に
見
え
じ
と
な

ま
強

に
常

に
念

へ
り
在
り
そ
か
ね

つ
る

6
こ
の
歌

や
、
次

の
家
持
歌
な
ど
を
参
考

に
す

る
と
、

響

し
は
し
名
の
惜
し
け
く
も
吾
は
無
し
妹
に
因
り
て
は
も
蕊
立

つ
と
も
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誰

か
に
恋
を

し
て
い
る
と
人

に
知

れ
た
り
噂

が
立

っ
た
り
す

る
と
自
分

の
名

に
傷

が

つ
く
が
、
恋
心

の
激

し
さ

の
た
め
に
自
分

の
評
判
を
気

に

掛

け
て

い
る
余
裕
な

ど
な

い
の
だ
、
と

い
う
意
味
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
『
万
葉
集

』

に
精
通

し

て
い
る
秋
成
が
、
恋

の
激

し
さ
を
表

す

こ
の
表

現

を
誤

用
し

て
、
立
身
出
世
を
求

め
る
意

に
用

い
た
と

は
考

え
に
く

い
。
む
し
ろ
、

「剣
太

刀
」
に
夫

の
出
征
を
響

か
せ
る
べ
く
、
自
在

に
転

用

し
た
と
考

え

て
よ

い

の
で
は
な

い
か
。
結
句

の

「あ
ら
な
く
に
」

も
、
『
万
葉
集

』

に
圧
倒
的

に
例

が
多

い
。
秋
成

は
、

こ

の

一
首

を
万
葉

調

に
仕
立

て
よ
う
と

し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

 

つ
ま

り
、

こ
の

一
首

は
、
原
詩

の
結
句

を
題
と

し
て
、

そ
こ
に
集
約

さ
れ
て

い
る
感
懐
を
、

そ
の
詩
中

の
人
物

の
感
情

の
吐
露

の
趣

で
表
現

し
た
も

の
で
あ

る
。
内
容
的

に
は
原
詩
全
体

を
踏
ま
え
た
詠

み
方

で
あ

る
と
も
言

い
得

る
。

こ
と
ば

は
、
万
葉
語

・
万
葉
的
表
現

を
自
在
に
使

い
、
万
葉
調

に
仕
上

げ

て
い
る
。



 

 
 
調
与
時
人
背
、
心
将
静
者
論

(
て
う
は
じ
じ
ん
と
そ
む
き

こ
こ
ろ

は
せ

い
じ
や

の
ろ
ん
を
も

つ
て
す
)

⑥
我

を
し
る
人

し
な
け
れ
ば
我

し
ら
ぬ
人
に
見
す

べ
き
こ
と
草
も

な
し

 

こ
の
題

は
、
新
大
系

で
は
振
摘
さ

れ
て

い
な

い
が
、

「楓
橋
夜
泊
漏

で
知
ら
れ

る
盛
唐

の
詩
人
張
継

の
次

の
詩

に
拠

っ
た
も
の
で
あ
る
。
『
全

唐
詩
』
所
収
、
読

み
は
筆
者

に
よ
る
.

 
感
懐

調
与
時
人
背

・39
将
静
者
論

終
年
帝
城
裏

不
識
五
侯
門

 
感
懐

 
 
 
 

たが

調

時
人
と
背
ひ

心

静
者
と
論
ず

終
年
帝
城
の
裏

識
ら
ず
 
五
侯
の
門
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張
継

は
嚢
州

(今
湖

北
省
)

の
人

で
、
天
宝
十

二
年

(七
五
三
)

に
進
土

及
第

し
た
。
最
初

に
長
安

に
出

て
き
た
時
、
高

い
気
節

を
持

っ
て
、

 
 

 
 

 
 

 
 

ハ 

こ
の
詩

を
作

っ
た
と

い
う
。

門感
懐

」
は
、

そ

の
気

節
を
表

現
し
た
も

の
で
あ
る
。

 
第

一

・
第

二
句

は
対

句
を
成

す
。

二
句

を
新
大
系

は

「
こ
こ
ろ
は
せ

い
じ
や

の
ろ
ん
を
も

つ
て
す
」
と
読

み
下
し

て
い
る
が
、

一
句
目

と
対

応
さ
せ

て

「心
 
静
者

と
論
ず

」
と
読

み
た

い
。

「調
」
は
、
そ

の
人
物

の
内
面
が
外
表

に
表

れ
た
と

こ
ろ

の
、
趣

、
態
度

で
、
「調
」
と

「心
扁

を
も

っ
て
そ

の
性
向

を
表

す
。
す
な
わ
ち
、
私

の
姿
勢
、
態
度

は

一
般

の
人

々
に
相

反
し
て
お
り
、
心

は
静
者
と
語
り
合

い
た

い
、
と
言
う
。

上
田
秋
成
の
句
題
和
歌



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ハ 
 

「静
者

」

は
、
た
と
え
ば

『
荘

子
』
天
道

に
言
う
、

「虚
静
悟
淡
、
寂
漠
無
為
」
を
心

の
も
ち
よ
う
と
し
て
体
現
し
て
い
る
人

で
、
そ
れ
を
生
き

方

と

し

て
実

現
す
れ
ば
隠
遁
と
な

る
。
第

三
・第

四
句

は
、

こ
の
よ
う
な
自
分

で
あ

る
か
ら
、
ず

っ
と
都

に
住
ん

で
い
て
も
、
五
侯

(権
力
者

)

は
ど

こ
に
住

ん
で

い
る
か
は
知

ら
な

い
、
面
識
も
な

い
、

つ
ま
り
、
権
力
者

に
諮

わ
な

い
と
、
具
体
的
な
生

き
方
を
述

べ
る
の
で
あ

る
。

 

秋
成

の
和
歌

「我

を
し
る
人

し
な
け
れ
ば
我

し
ら
ぬ
人

に
見
す

べ
き

こ
と
草

も
な

し
」

は
、

「私

の
こ
と
を
分

か

っ
て
く
れ

る
人

は
い
な

い

の
だ
か
ら
、
私

を
知

ら
な

い
人

に
わ
ざ
わ
ざ
見

せ
る
べ
き
言
葉

(作
品
)
も
な

い
」
と

い
う
意
味

で
、
題

の

「調
与
時

人
背
、
心
将
静
者
論

」

と
字
面

上

で

の
重

な
り
は
見
え
な

い
。

し
か
し
、

「我

を
し
る
人

し
な
け
れ
ば
」

は

「自
分

を
理
解

し
て
く
れ
る
人
が

い
な

い
か
ら
」

で
、
そ

れ
は

「自
分

の
考
え
方

は
他

の
人
と
は
違

う
」
即
ち

「調
、
時
人
と
背
」
う
か
ら

で
あ
る
。

「我

し
ら
ぬ
人
に
見
す

べ
き
こ
と
草
も
な

し
」
は

「我

を
知
ら

な

い
人

に
見
せ
る
言
葉

も
な

い
」
と

い
う
意
味

で
、
「私
を
知

る
人
と

(作
品

の
)
話
を

し
た

い
」
と

い
う
裏

の
意
味

が
読

み
取
れ
る
。

「我

を
し
る
人
と
話
を

し
た

ど

は
題

の
後
半

の

「心
、
将
静
者
と
論
ず
」

で
あ
る
。
張
継

の
詩

は
、
権
力
者

に
お
も
ね

る
時
人

に
与

し
な

い
自
身

の
誇
侍
を

読

む

の
に
対

し
て
、
秋
成

の
場
合

は
、
周
囲

の
無
理
解

へ
の
反
発

で
あ
る
。

 

つ
ま

り
、

こ
の
歌

で
は
、
題

の
詩
句

の
意

へ
の
全
面
的
な
共
感

か
ら
詠
作
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
秋
成
自
身

の
述
懐
と
さ
れ
た
た
め
、
内

容
的

に

は
懸
隔

の
あ

る
屈
折

し
た
も

の
と
な

つ
た

の
で
あ
る
。

 

以
上

、
六
首

の
詠
歌
に

つ
い
て
概
観
す
る
と
、
句

題

の
語

「竹
-
心
-
空

」
を
用

い
て
、
和
歌
伝
統

に
よ

っ
て
作
歌

し
た
①

、
句
題
と

し
た

漢
詩
句

の
意

に
共
感

し
て
、
句
題

の
語
を
利
用

せ
ず

に
そ

の
意

を
う

つ
し
た
⑥
、
句
題

の
情
趣

(寂
蓼
感
)
を
、
句
題

の
景
を
利
用

し

つ
つ
表

そ
う
と

し
た
叙
景
的

な
歌
②
、
原
詩

の
情
緒

(悔
悟
)

が
凝
縮
さ

れ
た
句

を
題
と
し
て
、
詩
中

の
人
物

の
吐
露

の
形

で
閨
怨

の
感
情

を
表
す
⑥
、

句
題

か
ら
上

の
句
を
作

り
、
原
詩

の
語
を
援

用
し

つ
つ
下

の
句

を
作

る
④
、
同
じ
く
句

題
か
ら
上

の
句
を
作

る
が
、
原
詩

の
趣

を
和
歌
的

に
う

つ
し
て
下
句

と
し
た
③
。

こ
の
よ
う

に
、
様

々
な
パ
タ
ー

ン
の
作

り
方

が
見

ら
れ
る
。
句
題

と
し
て
選
定
さ
れ
た
詩
人
も
重
な
ら
ず
、
詩

の
様

式

も
山
水
詩

、
閨
怨
詩
、
述
懐
詩
な

ど
、
多
様

で
あ

る
。
わ
ず
か
六
首

で
、
結
論

め

い
た

こ
と
を
ま
と
め
る
の
は
難

し
い
が
、
あ
え

て
言
う
と
、

6◎



秋
成

は
、

こ
の
句
題
和
歌
群

に
お

い
て
、
様

々
な
詩
人

の
様
々
な
様
式

の
詩

を
採
択
し
、
様

々
な
パ
タ
ー

ン
の
詠
作
を
試

み
よ
う
と
し
た
と
言

え

る
。

そ

の
よ
う
な
意
趣

を
示
そ
う
と
し
た

の
が
、

こ
の
句
題
和
歌
歌
群

の
意
味

で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。

 
詩

人

に

つ
い
て
重
な

り
が
な

い
と
述

べ
た
が
、
す

べ
て
、
盛
唐

・
中
唐

の
詩
人

で
あ
る
こ
と
が
指
摘

で
き
る
。
後
述

す
る
が
、
秋
成

は
謝
霊

運
と
蘇
転

の
詩

も
句
題
と

し
て
い
る

の
で
、

こ
の
歌
群

の
詩
人
が
、

そ

の
よ
う
な
範
囲
に
限
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
注
意

す
べ
き

で
あ

る
。

し

か
し
、
な
ぜ
そ
う
な

っ
て
い
る

の
か
に

つ
い
て
は
、
今
後

の
課
題
と

し
た

い
。

 

 
 

 
四
、
秋
成

の
句

題
和
歌
 
-
句
題
和
歌
歌
群
以
外
の
歌
に
つ
い
て
1

 
以
上

の
考
察
を
踏

ま
え
て
、
歌
群

以
外

の
四
首

に

つ
い
て
簡
単

に
触
れ

て
お
く
。

『
藤
簑

冊
子
』
巻

二
、
雑
部

冒
頭

に
天
象
を
題
と
す

る
歌
群
が
あ
り
、

そ

の
う
ち
に
次

の

一
首
が
あ

る
。

 
 

 
雲
有
帰
山
情

(く
も
き
さ

ん

の
じ
ゃ
う
あ
り
)

⑦
ま

が
は
じ
と
花

に
わ
か
れ
て
小
初
瀬

に
夕

べ
は
か

へ
る
春

の
浮

雲

こ
の
題

は
、
前
掲
鈴
木
健

一
氏

の
指
摘

の
と

お
り
、
三
条
西
実
隆

と
重
な

り
、
出
典
は
白
居
易

の
次

の
詩

に
拠

る
も

の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
バガ 

 
早
送
挙
人
入
試

夙
駕
送
挙
人
 
東
方
猶
未
明

自
謂
出
太
早
 
 
 
已
有
車
馬
行

上
田
秋
成
の
句
題
和
歌

 
早

に
挙
人

の
試

に
入
る
を
送

る

夙

に
駕

し
て
挙
人
を
送

れ
ば
、
東
方
猶

ほ
未
だ
明
け
ず

 

 
自

ら
謂

へ
ら
く
出

つ
る

こ
と
太

だ
早
し
と
、
已
に
車
馬

の
行
あ
り
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騎
火
高
低
影

可
憐
早
朝
者

日
出
塵
埃
飛

営
営
各
何
求

而
我
常
嬰
起

春
深
官
又
満

街
鼓
参
差
声

相
看
意
気
生

璽
動
互
営
営

無
非
利
与
名

虚
住
長
安
城

日
有
帰
山
情

騎
火
高
低

の
影
、
街
鼓
参
差

の
声

憐

む
可

し
早
く
朝
す

る
者

、
相
看

て
意
気
生
ず

日
出

で
て
塵
埃
飛

び
、
群
動

い
て
互

ひ
営
営

営
営

と
し
て
各
何
を

か
求

む
る
、
利
と
名

と
に
非
ざ

る
無
か
ら
ん
や

而

る
に
我
常

に
嬰
起

し
、
虚

し
く
長
安
城

に
住
す

春
深
う
し
て
官

又
満

つ
、
日
に
帰
山

の
情
有

り

 

こ
の
詩

は
永
貞
元
年

(八

〇
五
)
白
居
易
が
三
十

四
歳

の
時

の
作

で
、
当
時
白
居
易

は
校
書
郎

で
、
長
安

に
居
住

し
て
い
た
。
科
挙
を
受
け

る
挙
人

を
送

る
た
め

に
未
明

に
起
き

る
と
、
す

で
に
出
勤
す

る
人
々
が

い
て
驚
く
。
利
と
名

を
求

め
て
営

々
と
す
る
人
々
に
比

べ
て
、
自
分

は

い
つ
も
遅

く
ま
で
寝

て
い
る
、
自
分

は
長
安

に
ず

っ
と
住

ん
で
い
る
け
れ
ど
、
や
が

て
春

が
深

く
な

り
官
職
も
終
わ

る
、
日
々
に
山

に
入

っ
て

隠

居

し
た

い
気
持

を
持

っ
て

い
る
、
と
言
う
。
す
な

わ
ち
、

「帰
山

の
情

」
を

も

っ
て

い
る
の
は
詩
人
自
身

で
、

ま
た
、
原
詩

に
は

「雲
」
が

関
わ

る
契
機

は
全

く
な

い
。

し
た
が

っ
て
、

「雲
1

」
を
題

と
す

る
こ
の
和
歌

は
、
原
詩

の
句
題
以
外

の
部
分

に
は
全

く
関
わ
ら
な

い
。
改

変

さ
れ
た
句
題

の
み
か
ら
発
想

し
た
作
歌

で
あ
る

の
は
、
①

「竹
与
心
倶
空

」
と
同
じ
で
あ
る
。

 

原
詩

は

「日
有
帰
山
情

」
と
あ
り
、

「雲
ー

」
と
あ

る

の
は
疑
問

で
あ
る
が
、
実
隆

『
雪
玉
集

』
に

「雲
有
帰
山
惜
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
、

小
沢
藍
庵

『
六
帖
詠
草

』

に
は
秋
成
と
同

じ

「雲
有
帰
山
情

栖
と
あ

っ
て
、
少
な
く
と
も

「雲
・1
ー

」
の
異
文

は
、
秋
成

の
過
誤

、
あ

る

い
は

独
自

の
改
変

で
は
な

い
。

 

秋
成

が
作

っ
た
和
歌

「ま
が
は
じ
と
花

に
わ
か
れ
て
小
初
瀬

に
夕

べ
は
か

へ
る
春

の
浮
雲
」
は
、
新
大
系

で
は

「吉
野
山

の
空

が
夕
焼
け

に

染

ま
る

こ
ろ
、
見
間
違

え
ら
れ
な

い
よ
う
に
、桜

に
別

れ
を
告
げ

て
夕

べ
ご
と

に
初
瀬
山

へ
帰

っ
て
い
く
こ
と
だ
、
春

の
浮

き
雲
は
」

と
解

さ
れ
、
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本
歌

と

し
て

『
千
載
集

』
春
上

に
あ

る
藤
原
重
家

の

「を
は

つ
せ

の
花

の
さ

か
り
を
み
わ
た
せ
ば
霞

に
ま
が
ふ

み
ね

の
し
ら
雲
」

が
挙

げ
ら
れ

て

い
る
。

「小
初
瀬

に
」
つ
ま
り
山

に

「か

へ
る
」
「雲

」
は
題

の

「帰
山

」
、
「雲

」
に
即
し

て
い
る
。

「ま
が
は
じ
」
は
雲

の

「情
」
と
も
読
め

る
。

秋
成

は
忠
実

に
題

に
沿

つ
て

こ
の
和
歌

を
作

っ
た
と
言
え

る
。

 
実
隆

の
句
題

と
重

な

る
例

が
も
う

一
首
、
『
献
神
和
歌
帖
』
に
見
え

る
。

 
 
 
静
談
古
人
書

⑩

い
に
し

へ
の
文

の
こ
》
う

に
し
め
さ

れ
て
と
ふ
も
か
た
る
も
道

に
か
な

へ
る

 

こ
れ
は
、
次

の
白
居
易

の
詩

に
拠

る
も

の
と
思

わ
れ
る
。
白
詩

で
は

「静
読
古
人
書

」
と
あ
る
が
、
実
隆

『
雪
玉
集
』

に
は

「静
談
古
人
書
」

と
あ
る

の
で
、
秋
成

も
そ
れ
に
倣

っ
た

の
で
あ

ろ
う
。
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(
28
)

 
詠
拙

所
稟
有
巧
拙

所
賦
有
厚
薄

我
性
拙
且
意

問
我
何
以
知

亦
曾
挙
両
足

従
藪
知
性
拙

不
可
改
者
性

不
可
移
者
命

我
命
薄
且
屯

所
知
良
有
因

学
人
踊
紅
塵

不
解
転
如
輪

 

拙

を
詠

ず

稟

く

る
所

巧
拙

有

り
、
改

む
可

か
ら
ざ

る
者

は
性

な

り

賦

せ
ら

る

る
所

厚

薄
有

り

、
移

す

可

か

ら
ざ

る
者

は
命

な

り

 

 

 

 

 

 

 

 

お
ろ
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ち
ゆ
ん

我

が
性

拙

に

し
て
且

つ
意

な

り
、
我

が
命

は
薄

に

し

て
且

つ
屯

な

り

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま
こ
と

問

ふ
我

何

を
以

て

か
知

る

、
知

る
所

良

に
因
有

り

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふ

亦

曾

て
両

足

を
挙

げ

、
人

を
学

ん

で
紅

塵

を
賜

む

 

 

よ

薙

に
従

り

て
性

の
拙

を
知

る
、
転

じ

て
輪

の
如

く
な

る

を
解

せ
ず

上
田
秋
成
の
句
題
和
歌



亦
曾
奮
六
翻

従
弦
知
命
薄

慕
貴
而
厭
賎

同
此
天
地
問

性
命
筍
如
此

以
此
自
安
分

葺
茅
爲
我
盧

縫
布
作
抱
被

静
読
古
人
書

優
哉
復
游
哉

高
飛
到
青
雲

擢
落
不
逡
巡

楽
富
而
悪
貧

我
宣
異
於
人

反
則
成
苦
辛

錐
窮
毎
欣
欣

編
蓬
爲
我
門

種
穀
充
盤
喰

閑
釣
清
潤
浜

聯
以
終
吾
身

 

 
 
り
く
か
く

亦
曾

て
六
翻
を
奮

ひ
、
高

く
飛
ん
で
青
雲

に
到

る

 

 

よ

薮

に
従

り
て
命

の
薄

を
知

る
、
擢

(
く
だ

)
け
落

ち

て
逡
巡

せ
ず

貴
を
慕

ひ
て
賎

を
厭

ひ
、
富

を
楽

し
ん
で
貧

を
悪
む

 

 
 
 
 

 
 
 
あ

此

の
天
地

の
間
、
我
豊

に
人

に
異
な
ら
ん
や

性
命
萄

(
ま
こ
と

)
に
此

の
如

し
、
反
す
れ
ば
則
ち
苦
辛
と
成

る

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

つね

此
を
以

て
自
ら
分

に
安

ん
じ
、
窮
す
と
錐
も
毎

に
欣
欣

た
り

茅
を
葺

い
て
我
が
鷹

と
為

し
、
蓬
を
編

ん
で
我

が
門
と
為
す

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

は
ん
そ
ん

布

を
縫

う
て
炮
被

と
作

し
、
穀

を
種
ゑ

て
盤
喰

に
充

つ

静

に
古
人

の
書

を
読

み
、
閑

に
清
溜

の
浜

に
釣

る

優
な

る
哉
復
游
な
る
哉
、
聯

か
以
て
吾

が
身
を
終

へ
ん
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白
居
易

の
詩

は
、
自
身

の
性
情

の
拙
さ
を
言

い
、
栄
達
を
求

め
ず
質
朴

な
生
き
方
を
守

っ
て

一
生

を
終
え
よ
う
、
と
言
う

の
で
あ
る
が
、

そ

の
生
活
態
度

の
具
体

の

一
っ
と

し
て
、

「静
読
古
人
書
隔
が
挙
げ
ら
れ

る
。

一
人
静

か
に
古
人

の
書
を
読

み
味
わ
お
う
、
と
す

る
の
で
あ

る
。

和
歌

で
は
、

門古

人
書

」
が

「
い
に
し

へ
の
文

」
と
読

み
下

さ
れ

る
が
、
そ

こ
で
は

「道

に
か
な
」
う
生

き
方
を
示
す
も

の
と

し
て
あ

り
、

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

よ
む

そ

の
よ
う
な

「
い
に

し

へ
の
文

」

に
導

か
れ
な
が

ら
、
人

と
語

り
合
う

こ
と
は
、
自
然

と
人

の
道

に
か
な

う
も

の
だ
、

と
言
う
。

「読

」
と

か
た
る

 「談
」
で
は
具
体
的
な
姿
に
大

き
な
違

い
が
あ
り
、
結
果
と

し
て
、
原
詩

の
趣
旨

は
和
歌

に
は
投
影

し
て
い
な

い
。
や
は
り
、
題

の
詩
句

に
の
み
拠

っ

た
作
歌

と
言

え
よ
う
。



 
 
 
東
坂
云
、
佳
茗
似
佳
人

⑧
す
む
と
い
ひ
清
し
と
云
も
よ
き
人
の
常
と
し
聞
け
ば
あ
か
ぬ
我
友

こ
の
題
は
鈴
木
健

一
氏
と
新
大
系
が
指
摘

さ
れ
た
よ
う
に
、
蘇
輯

の

「次
韻
曹
輔
寄
墾
源
試
焙
新
芽
」
か
ら
採

つ
た
も

の
で
あ

る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

次
韻
曹
輔
寄
堅
源
試
焙
新
芽
 
曹
輔
が
墾
源
に
寄
せ
新
芽
を
試
焙
す
る
に
次
韻
す

仙
山
霊
雨
潔
行
雲

洗
遍
香
肌
粉
未
匂

明
月
來
投
玉
川
子

清
風
吹
破
武
林
春

要
知
氷
雪
心
腸
好

不
是
膏
油
首
面
新

戯
作
小
詩
君
勿
笑

従
來
佳
茗
似
佳
人

仙
山
の
霊
雨
行
雲
に
湿
ふ

香
肌
を
洗
ひ
遍
く
し
て
粉
未
だ
匂
は
ず

明
月
来
り
投
ず
玉
川
子

清
風
吹
き
破
る
武
林
の
春

氷
雪
心
腸
の
好
き
を
知
る
を
要
す

是
れ
膏
油
首
面
の
新
た
な
る
に
あ
ら
ず

戯
れ
に
小
詩
を
作
る
君
笑
ふ
こ
と
勿
か
れ

従
来
佳
茗
は
佳
人
に
似
た
り
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原
詩

の
最
終
句

「従
来
佳
茗
似
佳
人
」
を
、
「佳
茗
似
佳
人
」
の
五
言
と
し
て
用

い
て
い
る
。
秋
成

の
和
歌

に

つ
い
て
、
鈴
木
健

一
氏

は
前
掲

「歌

題

の
近
世

的
展
開

」

で
、

「秋
成
歌

の
意

は
、

「佳
茗

」
や

「佳
人
」

の
共
通
性

と

し
て

「す

む
」

「清

し
」
と

い
う
点

が
あ
る
が
、

そ
う

い
う

人

で
あ

れ
ば

こ
そ
飽
き

る
こ
と
な
く
我
が
友

で
い
ら
れ
る

こ
と
だ
、

と
な

ろ
う
。
」
と
、

「我
友
」
を
人
を
主

と
し
て
解

し
て
お
ら

れ
る
。
し
か

 
 
上
田
秋
成

の
句
題
和
歌



し
、

こ

の
歌

は
茶

を
詠

じ
る
歌
群

の
内

の

一
首

で
あ
る
か
ら
、

「我
友
」

は
主

と
し
て
茶
を
指

し
て
い
る
と
考

え
る
べ
き

で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

澄

む
と
か
清

し
と

い
う

の
は
佳
人

の
常

で
あ

る
と
言
わ
れ

て
い
る
が
、
そ

の
よ
う
な
性
質

を
備
え
て

い
る
お
茶

は
佳
人

と
同
じ
く
、
常

に
我
友

と
し
て

い
た

い
も

の
だ
、
と
な
る
だ

ろ
う
。

 

よ

い
茶
を

「佳
人
」

に
喩

え
る
句
題
か
ら
発
想

し
た
歌

で
、
語

・
内
容

と
も
原
詩

に
拠

る
と

こ
ろ
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な

い
。
ま
た
、
蘇
転

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

が
作

っ
た
お
茶

関
係

の
詩
文

は
よ
く
茶
書

に
引
用
さ

れ
る
た
め
、
蘇
轄

の
こ
の
詩

か
ら
採

っ
た
と

い
う
よ
り
、
茶
書

か
ら
採

つ
た
可
能
性
も
あ

る
。
句

題

の
み
に
拠

る
作
歌
と
も
言

え
よ
う
。

 
 
 
白
雲
桂
幽

石
と
云
句

の
こ
}
ろ
を

⑨
吹

た
ゆ
る
嵐

の
ひ
ま
は
峰

に
た

つ
い
は
ほ
に
雲

の
か
墨
り
け
る
か
な
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『
幽
石
軒
記
』
に
見
え

る
こ
の
句
題
は
、
謝
霊
運

の
次

の
詩

に
拠

る
と
思
わ
れ
る
。
『
文
選
』
所
収
。

 

 

 

 

 

 

 ゆ
 

過
始
寧
錘

一
首
 
五
言

束
髪
懐
歌
介

違
志
似
如
昨

緬
隣
謝
清
膿

拙
疾
相
筒
薄

剖
竹
守
槍
海

逐
物
遂
推
遷

二
紀
及
妓
年

疲
爾
斬
心貞
堅

還
得
静
者
便

柱
帆
過
旧
山

始
寧
の
錘
に
過
る

一
首

五
言

そ
く
は
つ
 
 
 
 
か
う
か
い
 
 
い
だ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お

束
髪

よ
り
取
介
を
懐

け
る
も
、
物

を
逐

ひ
て
遂

に
推

し
遷
る

 
 
そ
む

志

に
違
く

こ
と
昨

の
如

き
に
似

た
る
も
、

二
紀

に
し
て
鉱

の
年

に
及

べ
り

纈
隣

し
て
清
曝

を
謝
り
、
疲
爾

し
て
貞
堅

に
暫
づ

せ
っ
し
つ

あ
ひ
い

は
く

拙

疾

相

筒

薄

し
、

還

つ
て
静

者

の
便

を

得

た

り

 

 

さ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ゆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ
ぎ

竹

を

剖

て

は
槍

海

に
守

た

り

、

帆

を

柾

げ

て

は

旧

山

に

過

れ

り



山
行
窮
登
頓

巌
蛸
嶺
稠
畳

白
雲
抱
幽
石

葺
宇
臨
廻
江

且
為
樹
粉
橿

水
渉
尽
洞
沿

洲
榮
渚
連
綿

緑
篠
媚
清
漣

築
観
基
曾
贔

無
令
孤
願
言

 

 

 

 

と
う
と
ん
 
 
 
 
 
 
 
す
ゐ
せ
ふ
 
 
 
く
わ
い
え
ん

山

行

し

て
登

頓

を

窮

め

、

水

渉

し

て
洞

沿

を

尽

く

せ

り

巌

は
哨

し

う

し

て
嶺

は
稠

畳

た

り

、

洲

は
榮

り

て

渚

は
連

綿

た

り

 

 

 

 

 

 

 

り
よ
く
で
う

白

雲

幽

石

を

抱

き

、

緑

篠

清

漣

に
媚

ぶ

 

 

 

 

 

く
わ
い
か
う
 
 
 
 
 
 
も
の
み
 
 
 
 
 
 
 
そ
う
て
ん

宇

を

葺

い

て

廻

江

に

臨

み
、

観

を

築

い

て

曾

贔

に

基

す

し
ば
ら
 

た
め
 
 

ふ
ん
か
 
 
 
う
 
 
 
 

 
 

ね
が
ひ
 

 

そ
む

且
く
為

に
粉
橿

を
樹
ゑ
よ
、
願
言

に
孤

か
し
む
る
無
か
れ
と

 

こ
の
詩

は
永
初

三
年

(四
二
二
)
に
、
謝
霊
運
が
永
嘉
太
守

に
任
ぜ
ら
れ
、
途
上

に
始
寧

の
別
荘

に
立
ち
寄

っ
た
時

に
作

つ
た
詩

で
あ
る
。

前
半

は
始
寧

に
立
ち
寄

る
こ
と

に
至

つ
た
経
緯

を
述

べ
、
後
半

は
始
寧

の
風
景
を
描

い
く
が
、

「白
雲
抱
幽

石
 
緑
篠
媚
清
漣
」

の
対

は
自
然

描
写

の
妙
句

と
し
て
知
ら
れ

る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

へ

 

秋
成

の
和
歌

の
題

は

「白
雲
桂
幽
石
」
に
な

つ
て
い
て
、
原
詩

の

「白
雲
抱
幽
石
」
と
は

一
字
異

っ
て
い
る
。
歌

の

「吹
た
ゆ
る
嵐

の
ひ
ま

は
峰

に
た

つ
い
は
ほ
に
雲

の
か

墨
り
け
る
か
な
」

で
は
、

「峰

に
た

つ
い
は
ほ
」
は

「幽

石
」

で
あ

り
、

「雲

の
か
か
り
け
る
」

は

「白
雲
桂
」

を
言

い
変

え
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
改
変
さ
れ
た
句
題

に

の
み
拠

る
作
歌

と
言
え
る
。

 
 
 
 

五
 

ま
 

と
 

め

 

以
上
個
別

に
分
析

し
た
結
果
を
次

の
よ
う

に
纏

め

て
お
く
。

 
①

の
和
歌

は
,
「竹
与

心
倶
空
」

の

一
句
だ
け
に
沿

っ
て
作

ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
句
題

を
読

み
下

し
た
よ
う
に
作
ら
れ
た
和
歌

は
他

に
⑨

⑩

が
あ

る
。

 
②

の
和
歌

は
春

の
叙
景
詩

で
あ
る
原
詩

に
反

し
て
、
冬

の
景
色

を
詠

ん
で
い
る
。
原
拠
詩
と
大
分
離
れ

て
い
る
が
、
句
題
か
ら
想
像
力

を
生
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上
田
秋
成

の
句
題
和
歌



か
し
て
作

ら
れ
た
和
歌

で
あ
る
。

 
③

の
歌

は
題

と
な

っ
た

「世
人
結
交
用
黄
金

」

の

一
句

の
他
、
他

の
詩
句

の
内
容
も
使

わ
れ
て
い
る
。

こ
の
和
歌

は
詩
全
体
を
踏

ま
え
て
作

ら
れ
た
。
④

の
和
歌

も
同
じ
詠

み
方

で
あ
る
。

 
⑤

の
和
歌
も
題

の

一
句

だ
け
に
沿

っ
て
作
ら
れ
た
も

の
で
あ

る
が
、
①

と
違

つ
て
、
単

に
漢
字
を
和
語

に
読

み
下

し
た

の
で
は
な
く
、

「覧

封
侯

」
を

「剣
太

刀
名

」
と
読

ん
だ
よ
う

に
、
完
全

に
日
本
風

に
訳

し
て

い
る
。
同

じ
作

り
方

で
作
ら
れ
た

の
は
⑥
⑦
⑧

で
あ
る
。

 

つ
ま

り
、
漢
詩

を
和
歌

に
作

り
直
す
時

の
方
法

を
見

る
と
、
秋
成

は
様

々
な
作

り
方
を
試

し
て
い
る
。

一
句
だ
け
に
即

し
て
作

る
場
合
と
詩

全
体

を
踏
ま
え

て
作

る
場
合
、

そ
し
て
漢
語
を
和
訓

し
て
作

る
場
合

と
完
全

に
日
本
風

に
し
て
作

る
場
合
が
あ

る
こ
と
が
分

か
る
。

 

ま
た
、
秋
成

が
採

つ
た
句
題

の
原
詩

を
み
る
と
、
殆

ど
が

『
唐
詩

選
』

(三
首

)
や

『
唐
詩

三
百
首
』

(
一
首
)
、
ま
た

は

『
文
選
』

(
一
首
)

な
ど
当

時

で
は
ポ

ピ

ュ
ラ
ー
な
詩
文
集

か
ら
選
ば

れ
た
も

の
で
あ

る
。
煎
茶

に
興
味
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
茶
書

に
見
え

る
よ
う
な
蘇
輯

の
詩

か

ら
も
採

っ
て
い
る
。

 

更

に
、
白
居
易

の
三
首

の
詩

か
ら
採

っ
た
句
題

に
即

し
て
、
秋
成
だ
け
で
は
な
く
、
三
条
西
実
隆

も
和
歌

を
作

つ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
隆

の
秋
成

に
与

え
た
影
響
が
窺
え

る
。
『
献
神
和
歌
帖
』

で
は
、
そ

の
三
首
が
並
ん

で
い
る
。
意

図
的

な
並

び
方

で
あ
る
可
能
性
が
あ

る
。
秋
成

が
句
題
和
歌
を
作

っ
た
契
機

は
実
隆

に
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
秋
成

と
実
隆

の
関
係

に

つ
い
て
ま
だ
検
討
す
る
余
地

は
あ

る
が
、
他
稿

に
譲

る
。

い
ず
れ

に
せ
よ
、
秋
成

は
中
国
古
典
文
学

の
受
容

の

一
環
と
し
て
、
漢
詩
を
日
本
化

に
す
る
試

み
を
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。

注(
1
)
①

～
⑥

の
引
用
は

『近
世
歌
文
集
下
』

(新
日
本
古
典
文
学
大
系
六
十
八
、
鈴
木
淳
、
中
村
博
保
校
注
、
岩
波
書
店
、

一
九
九
七
年
八
月
)
五
〇

一
番

 
 

～
五
〇
六
番

の
歌

に
よ
る
。
句
題
の
読
み
下
し
も
同
じ
。

(
2
)
注

(1
)
前
掲
書

の
中
村
博
保
氏
に
よ
る
解
説

「『
藤
簑
冊
子
』

の
世
界
」
に
は
、

「意

に
染
ま
ぬ
秋
成

に
昇
道
が
奨

め
て
刊
行

に
ふ
み
切
ら
せ
た
経
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緯

は
巻
頭

の
昇
道

の

「附
言
」
に
詳

し
い
が
、実
際

は
秋
成

の
積
極
的

な
意
図
が
働

い
て
い
た
も

の
と
推
測
さ
れ
て
い
る
」
と
述

べ
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
、

 
 

風
間
誠
史
氏
も
著
書

『
近
世
和
文

の
世
界
-
菖
瞑

・
綾
足

・
秋
成
』

(森
話
社

一
九
九
八
年
六
月
)

で
、
『
藤
簑
冊
子
』

は
秋
成

の
意
志
を
反
映

し
た

 
 

テ
キ

ス
ト
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。

(3
)
⑦
、
⑧

の
引
用

は
注

(
1
)
前
掲
書

の
四
三
三
番
と
五
九
九
番

の
歌

に
よ
る
。
句
題

の
読
み
下

し
も
同
じ
。

(4
)
引
用
は

『
上
田
秋
成
全
集
』
第
十

一
巻

(
一
〇
二
頁
、
中
央
公
論
社
、

一
九
九
四
年

二
月
)
に
よ
る
。

(5
)
引
用
は

『
上
田
秋
成
全
集
』
第
十

二
巻

(八
二
頁
、
中
央
公
論
社
、

一
九
九
五
年
九
月
)
に
よ
る
。

(6
)
『晩
花
集
』
校
注

国
歌
大
系
第
十
五
巻

(近
代
諸
家
集

一
、
復
刻
版

、

一
九
七
⊥ハ
年
十
月
、
講
談
社
)
。

(
7
)
増
補
版

(藝
林
舎
、

一
九

五
五
年
)。

(
8
)
嶋
中
道
則

「近
世
堂
上
和
歌
と
漢
文
学
-
句
題
和
歌
を
め
ぐ

っ
て
」

(『
近
世
堂
上
和
歌
論
集
』
所
収
、
明
治
書
院
、

一
九
八
九
年
)。

(
9
)
岩
崎
佳
枝

「句
題
和
歌

の
系
譜
-

三
条
西
実
隆

か
ら
小
澤
薦
庵

へ
ー
」

(『和
歌
文
学
研
究
』
巻
五
十
、
一
九
八
五
年
)。

(
10
)
伊
藤
達
氏

「小
沢
藍
庵

の
句
題
和
歌
に

つ
い
て
」

(『別
冊
論
輯
』
駒
沢
大
学
大
学
院
国
文
学
会
、
二
〇
〇
三
年

二
月
)。

(
11
)
鈴
木
健

一

「近
世
句
題
和
歌
に
関
す
る

一
考
察
」

(『
国
語
と
国
文
学
』、

一
九

八
八
年

三
月
)。

(
12
)
鈴
木
健

一

「近
世
句
題
和
歌
と
出
版
-
歌
題
享
受

の
過
程
に
関

し
て
ー
」

(『
和
歌
文
学
研
究
』
巻
五
七
所
収
、
和
歌
文
学
会
、

一
九
八
八
年

二

一
月
)
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ヘ       へ

(
13
)
三
条
西
実
隆

の
句
題

は

「心
与
竹
倶
空
」
に
な

っ
て
い
る
。

(
14
)
三
条
西
実
隆

の
題
は

「雲
有
帰
山
惜
」
と
な

っ
て
い
る
。

(15
)
鈴
木
健

一

「歌
題

の
近
世
的
展
開
」

(和
歌
文
学
会
編

『
和
歌
文
学

の
世
界
』
巻

一
五
所
収
、
笠
間
書
院
、

一
九
九
二
年
)。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゆ
みた
め

(16
)
十
巻
本

『和
名
類
聚
抄
』
巻
五

「
繁

」

の
項
目
に
見
え
る
。

(17
)
『白
楽
天
全
詩
集
』
巻
十
九
九

二
二
頁

(続
国
訳
漢
文
大
成
、
佐
久
節
注
釈
、
日
本
図
書

セ
ン
タ
ー
、

一
九
七
八
年
六
月
)。

(18
)
『
養
竹
記
』

の
日
本
古
典
文
学
に
、
特

に
平
安
文
学
に
与
え
た
影
響

に

つ
い
て
、
後
藤
昭
雄
氏

は

「菅
原
道
真

の
詠
竹
詩
」

(『平
安
朝
文
人
志
』
所

 
 

収
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
三
年
十

一
月
)
で
、
新
間

一
美
氏

は

「菅
原
道
真

の

「松
竹
」
と
源
氏
物
語
」

(『菅
原
道
真
論
集
』
所
収
、
勉
誠
出
版
、

 
 

二
〇
〇
三
年
)

で
論
じ
て
お
ら
れ
る
。

上
田
秋
成

の
句
題
和
歌
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(
19
)
『
万
葉
集
』
か
ら

の
引
用
は
全
部

『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』

(新
潮
社
、

一
九
七
八
年
十

一
月
)
に
よ
る
。

(
20
)
『雪
玉
集
』
巻
第
八

(二
八

一
頁
、
『私
家
集
大
成
』
第
七
巻
、
和
歌
史
研
究
会
編
、
明
治
書
院
、

一
九
七
六
年
)。

(
21
)
『
唐
詩

三
百
首
』
第
三
巻

(⊥ハ
九
頁
、
目
加

田
誠
訳
注
、
平
凡
社
、

}
九
七
五
年

二
月
)
。

、

(
22
)
『唐
詩
選
国
宇
解
』
巻
七

(
一
九
七
頁
、
服
部
南
郭
述
、
日
野
龍
夫
校
注
、
東
洋
文
庫
、
平
凡
社
、

一
九
八
二
年
)
。

(
23
)
注

(22
)
前
掲
書

(
一
四
九
頁
)。

(
24
)
注

(22
)
前
掲
書

(
一
二
九
頁
)。

(25
)
『唐
才
子
傳
之
硯
究
』
(布
目
潮
楓

・
中
村
喬
著
、
汲
古
書
院
刊
、

一
九
七
二
初
版
、

一
九
八
二
訂
正
重
版
)。

(26
)
『荘
子
集
繹
』
巻

五
中
、
外
篇
天
道
第
十
三

(増
訂
中
國
學
術
名
著
、
楊
家
駝
主
編
、
世
界
書
局
、

一
九
六
二
年
)
。

(
27
)
『白
楽
天
全
詩
集
』
巻
五

(四
〇
七
頁
、
続
国
訳
漢
文
大
成
、
佐
久
節
注
釈
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、

一
九
七
八
年
⊥ハ
月
)。

(28
)
注

(27
)
前
掲
書
巻
六

(五
二
三
頁
)。

(29
)
復
刻
愛
蔵
版

『蘇
東
坂
全
詩
集
』
巻
四

(五
八
二
頁
、
岩
垂
憲
徳

・
久
保
天
随

・
釈
清
潭
註
解
、
日
本
図
書
、

一
九
七
八
年
)。

(
30
)
蘇
輯

の
お
茶
に
関
す
る
詩
文

は
秋
成

の
茶
書

『
清
風
磧
言
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
他
、
大
枝
流
芳
作

『青
湾
茶
話
』

(『
日
本

の
茶
書
』
下
、
七

二
頁
、

 
 

東
洋
文
庫
、

一
九
七
五
年
七
月
)
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

(31
)
『文
選
』

(詩
騒
篇
)
三

(七

三
八
頁
、
全
釈
漢
文
大
系

二
八
、
集
英
社
、

一
九
八
六
年
九
月
〉。
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付
記

 
 
本
稿

の
①

～
⑥

の
漢
詩

の
読
解
は
、
本
学
非
常
勤
講
師
川
合
康
三
先
生
が
御
担
当

の
漢
文
学
特
殊
研
究

(平
成
十
八
年
度
)
に
行

っ
た

『唐
詩
訓
解
』

 
を
テ
キ

ス
ト
と
す

る
演
習
に
、
そ
の
多
く
を
拠

つ
て
い
る
。

 
 

ま
た
、
本
学
教
授
新
間

一
美
先
生
に
は
、
稿
を
成
す
に
あ
た

っ
て
、
懇
切
な
ご
指
導
を
頂

い
た
。
あ
わ
せ
て
感
謝
を
申

し
上
げ
る
。

(本
学
博
士
課
程
後
期
課
程
)


