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大
窪
詩
佛
初
期
詩
集
に
み
る
評
語
に
つ
い
て

―
―
習
作
期
に
お
け
る
問
題
意
識
―
―

 

山
　
　
口
　
　
　
　
旬

一　

評
語
の
意
味

　

江
戸
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
、
江
戸
の
漢
詩
は
古
文
辞
格
調
派
か
ら
清
新

性
霊
派
へ
と
大
き
く
転
換
し
た
。
そ
の
理
論
的
な
先
鋒
は
山
本
北
山
で
あ
り
、

そ
の
著
作
『
作
詩
志
彀
』
の
出
版
は
擬
古
的
古
典
主
義
的
な
詩
風
か
ら
現
実
的

日
常
的
な
詩
風
へ
転
換
す
る
大
き
な
契
機
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
新
風
は
地
方
に
も
影
響
を
与
え
、
こ
う
し
た
新
し
い
詩
風
を
慕
っ
て
北

山
門
下
に
は
、
各
地
か
ら
有
能
な
若
手
詩
人
た
ち
が
集
ま
っ
た
。
地
方
で
詩
人

を
志
す
若
者
に
と
っ
て
、
文
人
と
し
て
独
立
す
る
に
せ
よ
、
ま
た
立
身
の
手
段

に
す
る
に
せ
よ
、
中
央
で
学
ん
で
名
を
あ
げ
る
の
は
考
え
ら
れ
る
有
力
な
生
き

方
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
、
受
け
皿
の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
の
が
、
新
詩
風
の
理

論
で
名
高
い
山
本
北
山
門
な
の
で
あ
っ
た
。
北
山
自
身
の
も
の
に
こ
だ
わ
ら
な

い
磊
落
な
性
格
も
あ
い
ま
っ
て
、
門
人
は
多
数
に
な
っ
た
。

　

例
え
ば
、
四
日
市
の
間
野
可
亭
と
い
う
詩
を
志
し
た
青
年
は
、
江
戸
か
ら
四

日
市
に
流
落
し
て
い
た
新
詩
風
の
詩
人
で
あ
る
菊
池
五
山
に
師
事
し
後
に
は
江

戸
へ
進
出
し
、
山
本
北
山
の
竹
堤
社
に
参
加
す
る
。
そ
し
て
五
山
の
推
薦
で
静

岡
の
藤
枝
の
詩
社
の
指
導
に
あ
た
り
、
ま
た
江
戸
へ
戻
り
『
宋
三
大
家
詩
話
』

な
ど
の
編
著
を
成
し
た
。
そ
の
人
生
は
、
地
方
か
ら
中
央
を
目
指
し
た
地
方
若

手
詩
人
の
生
き
方
の
典
型
と
言
え
よ
う
（
１
）。

　

後
に
、
江
湖
詩
社
の
四
才
と
し
て
名
を
あ
げ
文
化
文
政
期
の
詩
壇
を
牛
耳
っ

て
い
く
当
の
菊
池
五
山
や
大
窪
詩
佛
な
ど
も
若
き
日
に
そ
う
し
て
江
戸
の
詩
壇

に
身
を
投
じ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
地
方
か
ら
中
央
へ
集
ま
っ
た
若
手
詩
人
た
ち
は
、
詩
に
関
し
て

ど
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
持
ち
活
動
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
れ

を
受
け
入
れ
た
中
央
詩
壇
は
、
ど
の
よ
う
な
構
造
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

清
新
性
霊
派
の
新
風
を
奉
ず
る
詩
人
た
ち
は
緩
や
か
で
あ
る
が
流
派
を
成
し

て
い
た
。
そ
こ
に
は
、
各
詩
人
の
個
性
も
あ
る
が
、
流
派
と
し
て
の
動
き
も
見

ら
れ
る
。
こ
の
新
詩
風
は
、
積
極
的
意
識
的
に
推
進
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、

大
き
な
意
味
で
の
文
学
集
団
と
し
て
の
意
志
が
働
い
て
い
た
よ
う
だ
。

　

こ
の
流
派
の
動
き
と
し
て
中
央
詩
壇
は
、
詩
に
関
す
る
活
動
、
例
え
ば
、
詩

社
と
し
て
の
活
動
、
教
育
・
研
究
の
活
動
、
広
報
的
活
動
な
ど
様
々
に
展
開
さ

せ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
中
で
、
若
手
の
漢
詩
の
学
習
が
ど
の
よ
う
に
な
さ

れ
た
か
を
実
際
の
作
品
の
上
か
ら
探
っ
て
い
き
た
い
。

　

彼
ら
は
、
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
詩
作
し
て
い
た
の
か
、
何
を
問
題
意
識
と
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し
て
い
た
の
か
。
残
っ
て
い
る
資
料
は
、
結
果
と
し
て
の
作
品
が
ほ
と
ん
ど
で

あ
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
作
品
が
成
立
し
た
の
か
の
途
中
経
過

は
見
え
に
く
い
。
そ
こ
で
、
注
目
さ
れ
る
の
は
詩
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
を
含
む

文
章
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
清
新
性
霊
派
の
代
表
詩
人
大
窪
詩
佛
の
初
期
の
習
作

的
作
品
群
と
そ
の
周
辺
に
多
く
見
ら
れ
る
評
語
を
探
る
こ
と
で
、
そ
の
意
味
を

考
え
て
み
た
い
。

　

こ
こ
で
い
う
大
窪
詩
佛
の
初
期
作
品
群
と
は
、
第
一
詩
集
の
『
卜
居
集
』

（
寛
政
五
年
、
二
十
七
歳
）、
唯
一
の
詩
話
『
詩
聖
堂
詩
話
』（
寛
政
十
一
年
、

三
十
三
歳
）、
第
二
詩
集
『
詩
聖
堂
百
絶
』（
寛
政
十
二
年
、
三
十
四
歳
）
の
三

書
を
指
し
て
い
る
。
第
三
詩
集
は
『
詩
聖
堂
詩
集
初
編
』（
文
化
七
年
、
四
十

四
歳
）
で
あ
り
、
こ
れ
は
『
詩
聖
堂
詩
集
』
と
し
て
そ
の
最
期
ま
で
、
二
編
、

遺
稿
と
書
き
継
が
れ
る
詩
佛
の
代
表
的
な
詩
集
で
あ
り
、
習
作
期
を
脱
し
た
と

い
う
意
識
で
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
年
代
的
に
も
第
二
詩
集
と
十
年
隔
た
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
初
編
だ
け
は
二
編
以
降
に
は
な
い
習
作
的
な
特
徴
も

わ
ず
か
に
残
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
自
身
の
著
作
以
外
で
注
目
さ
れ
る

の
は
、
や
は
り
清
新
性
霊
派
の
詩
人
で
あ
る
柏
木
如
亭
が
信
州
中
野
に
開
い
た

詩
社
の
晩
晴
吟
社
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
『
晩
晴
吟
社
詩
』（
寛
政
十
二
年
、

詩
佛
三
十
四
歳
）
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
木
百
年
、
高
聖
誕
な
ど
晩
晴
吟
社
の

詩
人
た
ち
の
詩
に
詩
佛
の
評
語
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
作
品
、
特
に
『
卜
居
集
』『
詩
聖
堂
詩
集
初
編
』『
晩
晴
吟
社
詩
』

に
は
、
本
文
で
あ
る
漢
詩
の
他
に
、
そ
の
評
語
の
部
分
に
大
き
な
紙
面
が
割
か

れ
て
い
る
の
が
目
に
付
く
。
頭
注
の
書
き
入
れ
な
ど
を
含
め
て
出
版
す
る
の
は
、

漢
詩
集
で
は
一
般
的
で
あ
る
が
、
本
文
と
並
べ
て
評
語
に
大
き
な
部
分
を
与
え

る
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
例
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
、
大
窪
詩
佛
と
い
う
詩
人
の
周

辺
に
そ
れ
が
集
中
し
て
見
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
積
極
的
意

志
が
働
い
て
い
る
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、『
詩
聖
堂
百
絶
』
に
は
そ
う
し
た
評
語
は
な
い
が
、
近
い
時
期
に
出

版
さ
れ
た
『
詩
聖
堂
詩
話
』
は
漢
詩
に
関
す
る
様
々
な
話
題
を
書
く
詩
話
形
式

の
散
文
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
二
書
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
内
容
も
時
期

も
重
な
っ
て
お
り
、
漢
詩
と
評
語
を
別
の
書
に
ま
と
め
た
一
組
の
著
作
と
考
え

る
こ
と
も
で
き
る
。
評
語
に
関
す
る
意
欲
を
詩
話
と
い
う
形
式
で
表
現
し
た
の

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
こ
の
二
書
も
前
述
の
評
語
付
き
の
漢
詩
集

の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
見
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
評
語
の
中
に
は
、
そ
の
作
品
の
ポ
イ
ン
ト
や
狙
い
な
ど
、
作
者
が

何
に
留
意
し
て
詩
作
し
た
か
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
多
い
。
そ
れ
は
恐
ら
く
、

評
者
個
人
の
個
性
を
越
え
て
当
時
の
若
手
詩
人
た
ち
の
問
題
意
識
を
そ
こ
に
読

む
こ
と
が
で
き
る
。
若
手
詩
人
た
ち
が
中
央
の
詩
壇
で
ど
の
よ
う
な
切
磋
琢
磨

を
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
内
容
の
一
端
が
こ
う
し
た
評
語
の
中
に
見
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
う
し
た
評
語
を
多
く
含
む
資
料
的
価
値
の
あ
る
ユ
ニ
ー
ク
な
漢
詩

集
が
残
っ
た
の
は
、
こ
れ
は
大
窪
詩
佛
の
評
語
に
対
す
る
意
欲
で
あ
っ
た
と

言
っ
て
よ
い
。
普
通
の
詩
人
は
結
果
と
し
て
の
作
品
だ
け
残
れ
ば
よ
し
と
す
る

の
で
あ
っ
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
若
き
日
の
習
作
を
自
ら
捨
て
た
り
燃
や
し
た

り
し
て
し
ま
う
場
合
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
点
、
詩
佛
の
こ
う
し
た
記
録
好
き

は
特
殊
で
あ
り
、
個
性
と
言
え
よ
う
。
形
式
へ
の
こ
だ
わ
り
、
と
い
う
そ
の
詩

風
に
も
連
結
し
て
い
る
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
ま
た
、
ご
く
若
い
年
代
で
個
人
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詩
集
を
出
版
す
る
と
い
う
事
実
も
、
漢
詩
を
個
の
表
現
と
意
識
す
る
傾
向
の
表

れ
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
詩
佛
の
初
期
作
品
の
周
辺
の
評
語
は
、
清
新
性
霊
派
の
漢
詩

学
習
の
実
際
を
知
り
、
ま
た
詩
佛
自
身
の
個
性
を
明
ら
か
に
し
、
個
の
意
識
の

進
展
の
資
料
と
な
る
の
で
あ
る
。

二　

評
語
の
実
態

（
１
）『
卜
居
集
』

　
『
卜
居
集
』
は
大
窪
詩
佛
の
第
一
詩
集
で
あ
る
。
寛
政
五
年
に
中
野
素
堂
の

評
を
附
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。
中
野
素
堂
の
評
は
本
文
の
中
に
組
み
込
ま
れ

て
お
り
、
量
か
ら
言
っ
て
も
、
本
文
に
匹
敵
し
て
い
て
、
あ
ま
り
例
の
な
い
形

式
に
な
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
の
出
版
当
時
の
詩
佛
と
素
堂
は
、
ど
の
よ
う
な
状
況
に
お
か
れ
て

い
た
か
は
、
寛
政
十
一
年
刊
の
『
詩
聖
堂
詩
話
』
の
中
で
、
山
本
北
山
門
下
に

つ
い
て
、

雨
森
牙
卿
・
太マ
マ

田
錦
城
・
鷹
野
魯
屋
・
坂
井
子
衷
が
輩
の
如
き
、
詩
を
能

せ
ず
と
謂
ふ
に
は
非
ざ
れ
ど
、
也
た
詩
人
を
以
て
目
し
難
き
な
り
。
詩
人

を
以
て
自
ら
許
す
者
、
獨
り
素
堂
と
余
と
の
み
。

と
語
っ
て
い
る
。
北
山
門
下
を
代
表
す
る
二
人
の
詩
人
と
自
負
し
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、『
卜
居
集
』
の
跋
文
に
、
素
堂
（
名
、
正
興
）
自
身
が
、

詩
佛
（
字
、
天
民
）
に
つ
い
て
、

天
民
、
平
生
、
篇
什
を
累
る
毎
に
輒
ち
之
を
正
興
に
示
し
て
批
評
を
召
す
。

と
書
い
て
お
り
、
素
堂
は
若
き
日
の
詩
佛
の
詩
人
と
し
て
の
第
一
の
盟
友
で

あ
っ
た
。
二
人
は
各
自
別
々
に
詩
作
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
互
い
に
批
評
し

あ
っ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
の
二
人
で
あ
れ
ば
、
詩

佛
の
詩
集
に
素
堂
が
評
を
附
け
る
と
い
う
の
は
、
自
然
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
二
人
が
共
通
し
て
抱
え
た
詩
作
上
の
問
題
点
が
露
出
し
て
い
る
と
考
え
る

こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
こ
こ
に
は
当
時
の
詩
壇
の
詩
作
の

場
の
議
論
や
方
法
論
の
実
際
の
具
体
的
運
用
な
ど
が
見
て
取
れ
る
貴
重
な
資
料

と
思
わ
れ
る
。

　

た
だ
、
こ
の
評
そ
の
も
の
を
公
に
出
版
す
る
こ
と
に
に
関
し
て
は
、
や
は
り

素
堂
が
『
卜
居
集
』
の
跋
文
で
、

是
れ
一
時
の
事
、
何
ぞ
圖
ら
ん
や
、『
卜
居
集
』
を
刻
す
る
に
至
て
、
附

す
る
に
吾
が
批
評
を
以
て
せ
ん
と
は
。
我
れ
、
吾
が
心
に
安
ぜ
ず
。

と
い
う
の
が
謙
辞
も
あ
る
が
、
こ
う
し
た
評
は
公
に
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い

う
常
識
的
な
判
断
で
あ
り
、
出
版
に
は
詩
佛
の
側
の
意
欲
が
強
く
働
い
た
と
見

ら
れ
る
。
同
じ
よ
う
に
本
文
に
割
り
込
む
よ
う
に
評
が
載
せ
ら
れ
る
形
式
は
、

そ
の
後
も
詩
佛
周
辺
の
、『
晩
晴
吟
社
詩
』『
詩
聖
堂
詩
集
初
集
』
な
ど
で
集
中

的
に
見
ら
れ
、
他
に
こ
れ
ほ
ど
評
に
こ
だ
わ
っ
た
詩
集
も
見
当
た
ら
な
い
か
ら

で
あ
る
。

　

そ
の
評
語
の
実
際
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
最
も
多
く
見
ら

れ
る
の
は
、
作
品
の
可
否
を
論
ず
る
評
で
あ
る
。『
卜
居
集
』
冒
頭
の
一
首
と

そ
の
評
は
、卜

居

宅
向
雲
林
烟
浦
移　
　

宅
は
雲
林
烟
浦
に
向
て
移
る

吟
眸
且
喜
十
分
奇　
　

吟
眸　

且
つ
喜
ぶ　

十
分
の
奇
な
る
を
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新
窻
夜
半
聞
潮
落　
　

新
窻
夜
半　

潮
の
落
る
を
聞
き

舊
樹
朝
來
判
曉
遅　
　

舊
樹
朝
來　

曉
の
遅
き
を
判
ず

依
浪
軽
鷗
猶
未
熟　
　

浪
に
依
る
軽
鷗　

猶
ほ
未
だ
熟
せ
ず

賣
醪
老
叟
已
相
知　
　

醪
を
賣
る
老
叟　

已
に
相
知

一
身
従
是
何
嫌
痩　
　

一
身　

是
よ
り
何
ぞ
痩
る
を
嫌
ん

触
興
時
時
改
舊
詩　
　

興
に
触
て　

時
時　

舊
詩
を
改
す

清
新
圓
熟
、
柳

の
本
色
。
前
聯
、
絶
好
。
柳

、
常
に
謂
ふ
「
佳
句
は

得
易
く
し
て
佳
詩
は
得
難
き
な
り
」
と
。
圓
熟
の
難
き
は
、
諸
體
、
皆
然

ら
ざ
る
こ
と
莫
し
。
而
し
て
七
言
律
に
至
っ
て
は
最
も
極
な
り
。
是
の
詩
、

第
一
句
、
家
の
移
る
を
述
ぶ
。
次
句
、
其
の
景
を
賛
し
、
三
四
、
雲
林
烟

浦
を
分
承
し
、
四
五
、
一
転
し
て
其
の
事
を
言
ふ
。
七
の
句
、
其
の
所
に

安
じ
て
以
て
身
を
終
ふ
に
足
る
の
意
有
り
。「
従
是
」
二
字
含
蓄
多
し
。

末
句
、
興
に
触
れ
、
詩
を
改
し
、
其
の
事
と
其
の
景
と
相
称
せ
ら
る
な
り
。

是
れ
應
に
上
十
分
の
奇
な
る
べ
し
。
以
て
一
篇
を
結
ぶ
な
り
。
七
言
律
體

を
得
て
、
能
く
其
の
言
に
酬
ふ
と
謂
ふ
な
る
の
み
。

　

最
初
の
評
ら
し
く
、
力
の
入
っ
た
『
卜
居
集
』
の
評
の
中
で
も
、
長
文
の
評

に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
骨
子
は
、
七
言
律
詩
に
お
け
る
構
成
の
重
要
性
で
あ
る
。

句
と
句
を
ど
の
よ
う
に
按
配
す
る
か
を
細
か
く
述
べ
て
い
る
。
詩
佛
の
「
佳
句

は
得
易
く
し
て
佳
詩
は
得
難
き
な
り
」
の
語
を
引
い
て
、
部
分
的
な
表
現
の
面

白
さ
よ
り
も
一
首
全
体
と
し
て
の
表
現
を
優
先
す
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
こ

の
言
葉
は
後
に
『
詩
聖
堂
詩
話
』
で
も
詩
佛
自
ら
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
持

論
だ
っ
た
よ
う
だ
（
２
）。

　

こ
の
律
詩
の
構
成
に
関
す
る
評
は
、
冒
頭
の
数
首
に
評
さ
れ
る
が
、
全
体
を

通
じ
て
は
数
は
少
な
く
な
る
。
全
体
を
通
じ
て
多
く
見
ら
れ
る
の
は
、
や
は
り

部
分
的
な
表
現
の
可
否
に
関
す
る
評
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
詩
作
の
実
際
の
場
で

は
や
む
を
得
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
日
常
語
で
は
な
く
伝
統
的
な
詩
語
を
用
い
る

漢
詩
で
は
、
伝
え
た
い
思
想
と
実
際
の
表
現
の
齟
齬
が
あ
っ
て
は
表
現
と
し
て

成
立
し
な
い
の
で
、
詩
作
の
基
本
は
や
は
り
句
の
表
現
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

潮
來
呑
缺
岸　
　

潮
來
て　

缺
岸
を
呑
み

月
湧
出
危
檣　
　

月
湧
て　

危
檣
を
出
す

の
聯
に
対
し
て
、

前
對
、
佳
甚
し
。「
呑
」「
出
」
の
二
字
、
大
巧
、
斬
新
、
道
ひ
易
か
ら
ず
。

と
い
う
評
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
潮
が
呑
み
、
月
が
出
す
、
の
表
現
を
高
く
評
価

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
詩
の
扱
う
全
体
的
な
内
容
に
関
す
る
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、「
山

荘
十
首
」
の
第
三
首
で
、

我
愛
山
荘
好　
　

我
れ
山
荘
の
好
き
を
愛
す

春
風
満
座
馨　
　

春
風　

満
座
に
馨
し

蝶
迷
焚
麝
室　
　

蝶
は
迷
ふ　

麝
を
焚
く
室

鳥
觸
護
花
鈴　
　

鳥
は
觸
る　

花
を
護
す
る
鈴

稚
子
詫
書
篆　
　

稚
子　

篆
を
書
す
る
こ
と
を
詫
ひ

老
僧
求
寫
経　
　

老
僧　

経
を
寫
す
こ
と
を
求
む

簪
毫
忽
出
見　
　

毫
を
簪
し
て　

忽
ち
出
て
見
る

恠
石
在
前
庭　
　

恠
石　

前
庭
に
在
り
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頗
る
冨
貴
の
相
有
り
。
十
首
中
、
下
等
の
詩
な
り
。

と
い
う
詩
の
表
現
法
で
は
な
く
、
表
現
さ
れ
た
内
容
に
関
す
る
批
判
が
あ
る
。

麝
香
と
い
う
高
価
な
香
や
、
庭
に
石
を
置
く
と
い
う
の
が
、
山
荘
の
清
ら
か
さ

に
似
つ
か
わ
し
く
な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
詠
物
、
題
画
な
ど
の
方

法
論
に
関
す
る
表
現
の
コ
メ
ン
ト
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
題
画
詩
は
画
に
題

し
た
詩
で
あ
る
こ
と
が
詩
の
表
現
そ
の
も
の
か
ら
わ
か
る
の
が
上
等
で
あ
る
な

ど
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
作
品
の
可
否
に
関
す
る
批
評
は
、
漢
詩
を
作
る
場
で
は
最
も
一
般

的
な
も
の
で
あ
り
、
修
行
の
場
で
若
手
の
詩
人
た
ち
が
ど
う
し
て
も
避
け
る
こ

と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
に
そ
こ
に
は
、
詩
佛
や
素

堂
、
ま
た
性
霊
派
に
特
有
の
問
題
は
出
に
く
い
。

　

次
に
も
う
一
段
高
い
レ
ベ
ル
で
詩
の
表
現
を
論
じ
て
い
る
評
を
み
よ
う
。

「
山
荘
十
首
」
の
第
五
首
の
五
六
句
目
に
、

修
得
焚
香
法　
　

香
を
焚
く
法
を
修
し
得
て

栽
花
種
海
棠　
　

花
を
栽
れ
ば　

海
棠
を
種
ゆ

に
対
し
て
、

五
六
、
風
韻
、
言
ふ
べ
か
ら
ず
。
圓
成
、
對
偶
に
拘
ら
ず
、
喜
ぶ
べ
し
。

と
述
べ
て
い
る
。
律
詩
に
お
け
る
対
句
は
形
式
的
な
条
件
で
あ
る
が
、
内
容
に

よ
っ
て
は
、
対
に
こ
だ
わ
ら
な
く
て
よ
い
、
と
い
う
評
で
あ
る
。
こ
の
五
六
は

全
く
対
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
実
は
律
詩
の
条
件
を
満
た
し
て
い
な
い
の
で
、
厳

密
に
は
律
詩
と
言
え
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
を
可
と
し
て
い
る
。「
風
韻
」
を
重

ん
じ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
れ
は
失
敗
に
よ
る
対
句
く
ず
れ
で
は
な
く
、
意

識
的
な
習
作
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
現
実
主
義
的
な
性
霊
派
の
詩
論
に
よ
る

詩
作
へ
の
応
用
で
あ
ろ
う
。
他
に
も
、「
性
霊
の
詩
、
格
の
卑
し
き
を
以
て
棄

つ
る
を
容
れ
ず
。」
な
ど
の
同
様
な
主
張
が
見
ら
れ
る
。
華
や
か
な
虚
構
よ
り

実
際
を
重
ん
じ
て
い
る
。
意
識
的
に
性
霊
派
的
な
詩
論
に
基
づ
い
た
習
作
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

　

他
に
、『
卜
居
集
』
の
評
と
し
て
、
考
証
的
な
評
が
見
ら
れ
る
。

「
不
」
字
、
平
聲
な
り
。
栁

、
嘗
て
曰
ふ
、「
不
」
字
兩
聲
な
り
。

杜
少
陵
「
長
江
詩
」

　

浩
浩
終
不
息　
　

浩
浩　

終
に
息
ま
ず

　

乃
知
東
極
臨　
　

乃
ち
知
る　

東
極
臨

（
中
略
）

の
如
き
、
皆
な
正
律
中
に
於
て
「
不
」
字
を
平
用
す
。
他
、
枚
舉
に
勝
へ

ず
。
是
れ
故
、『
正
字
通
』
曰
は
く
、「
入
聲
平
に
轉
ず
と
雖
ど
も
、
其
の

義
、
則
ち
一
な
り
」。
考
證
明
確
、
今
人
、
概
に
復
た
知
る
者
無
し
。
謂

ふ
所
の
廢
を
興
こ
し
絶
を
繼
ぐ
、
其
の
功
、
偉
な
り
。

な
ど
で
あ
る
。「
不
」
と
い
う
字
の
平
仄
を
め
ぐ
っ
て
両
用
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
を
、
多
数
の
用
例
を
並
べ
て
考
証
し
て
い
る
。『
詩
聖
堂
詩
話
』
に
も
、

梅
外
、
詩
を
作
る
毎
に
新
裁
を
出
す
。
然
れ
ど
も
、
性
踈
放
、
動
も
す
れ

ば
平
仄
失
粘
す
る
者
有
り
。
余
、
梅
外
の
詩
を
讀
む
毎
に
必
ず
先
づ
其
の

失
聲
を
正
す
。

と
い
う
平
仄
な
ど
に
対
す
る
厳
格
な
こ
だ
わ
り
が
示
さ
れ
て
お
り
、
詩
佛
の
軽

妙
で
機
知
あ
ふ
れ
る
詩
風
か
ら
は
、
う
か
が
い
に
く
い
詩
作
の
態
度
が
わ
か
る
。

ま
た
、
正
月
の
門
松
を
描
い
た
詩
の
評
語
と
し
て
、

歳
首
、
松
竹
を
門
戸
に
立
つ
、
邦
俗
な
り
。『
歳
華
紀
麗
』
に
云
ふ
、「
松
、
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高
戸
に
標
す
」
と
。『
董
勛
問
礼
』
に
云
ふ
、「
松
枝
を
戸
に
繋
ぐ
」
と
。

彼
方
も
亦
た
之
れ
有
り
。

と
い
う
、
詩
に
描
か
れ
た
景
物
の
考
証
も
見
ら
れ
る
。
他
に
、
日
本
の
俗
信
で

あ
る
「
鳥
影
」
や
豆
腐
の
異
名
の
考
証
な
ど
も
あ
る
。

　

素
堂
の
評
語
も
「
飄
逸
愛
す
べ
し
」
の
ご
く
簡
単
な
感
想
を
述
べ
た
に
と
ど

ま
る
も
の
も
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
『
卜
居
集
』
後
半
に
著
し
い
。
こ
の
程
度
の

評
語
は
特
に
『
卜
居
集
』
の
特
徴
と
は
言
え
ず
、
他
の
多
く
の
漢
詩
集
の
頭
注

な
ど
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
。

　

他
に
は
、
例
外
的
で
は
あ
る
が
、
詩
佛
が
素
堂
自
身
に
寄
せ
た
詩
の
評
に
は
、

寄
中
野
子
興
（
中
野
子
興
に
寄
す
。）

想
君
身
在
水
雲
隈　
　

想
ふ　

君
が
身
は
水
雲
の
隈
に
在
る
こ
と
を

一
片
閒
心
無
點
埃　
　

一
片
の
閒
心　

點
埃
無
し

欲
識
故
人
風
骨
痩　
　

故
人
の
風
骨
の
痩
る
を
識
ら
ん
と
欲
し
て

窓
前
折
得
一
枝
梅　
　

窓
前　

折
得
た
り　

一
枝
の
梅

此
の
詩
を
贈
る
に
、
羅
紋
箋
の
梅
花
枝
を
印
す
る
者
を
以
て
、
之
を
寫
す
。

亦
た
一
韻
事
な
り
。

と
簡
単
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
綴
る
も
の
も
あ
る
。
素
堂
に
詩
佛
が
贈
っ
た
詩
と
そ

れ
を
記
し
た
詩
箋
が
よ
く
合
っ
て
い
た
話
題
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
第
一
詩
集
『
卜
居
集
』
の
中
野
素
堂
評
は
、
部
分
的
な
表

現
に
関
す
る
も
の
、
作
品
全
体
に
関
す
る
も
の
、
詩
作
の
考
え
方
に
関
す
る
も

の
、
詩
の
内
容
の
考
証
に
関
す
る
も
の
、
詩
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
と
幅
広

く
多
彩
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
素
堂
の
独
自
な
意
見
と
い
う
だ

け
で
な
く
、
詩
佛
と
の
交
流
の
中
で
書
か
れ
た
評
語
で
あ
っ
た
ろ
う
。
つ
ま
り
、

こ
の
時
期
の
二
人
の
詩
に
関
す
る
興
味
や
問
題
点
を
伝
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

（
２
）『
詩
聖
堂
詩
話
』『
詩
聖
堂
百
絶
』

　
『
詩
聖
堂
百
絶
』
は
、
詩
佛
の
第
二
詩
集
で
あ
り
、
寛
政
十
二
年
刊
行
で
あ

る
。
こ
の
書
は
、
多
く
あ
る
『
〜
百
絶
』
と
い
う
、
絶
句
百
首
を
並
べ
る
形
式

で
あ
る
た
め
か
、
評
は
全
く
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
前
年
の
寛
政
十
一

年
刊
行
の
書
に
、『
詩
聖
堂
詩
話
』
が
あ
る
。
こ
ち
ら
は
、
書
名
通
り
に
詩
集

で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
詩
に
関
す
る
言
わ
ば
評
論
の
書
で
あ
る
。
そ
し
て
、
詩

佛
と
い
う
号
の
初
出
で
も
あ
る
。
こ
の
二
書
は
、
詩
の
作
品
と
評
語
を
そ
れ
ぞ

れ
補
完
し
あ
う
関
係
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。『
詩
話
』
で
述
べ
た
理
論
の

実
作
品
が
『
百
絶
』
と
い
え
る
。
内
容
も
か
な
り
重
な
っ
て
お
り
、『
百
絶
』

の
自
評
・
自
注
が
『
詩
話
』
に
な
っ
て
い
る
部
分
も
多
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

『
百
絶
』
の
、「
棣
棠
花
」（
山
吹
の
花
）
の
結
句
、

幾
雙
黄
蝶
落
風
前　
　

幾
雙
の
黄
蝶　

風
前
に
落
つ

に
関
し
て
『
詩
聖
堂
詩
話
』
十
五
段
に
解
説
が
あ
る
。

余
も
亦
た
嘗
て
唐
人
「
鷺
」
の
詩
、

一
樹
梨
花
落
晩
風　
　

一
樹
の
梨
花　

晩
風
に
落
つ

の
意
を
反
し
て
以
て
「
棣
棠
花
を
咏
じ
て
」
云
は
く
。

幾
雙
黄
蝶
落
風
前　
　

幾
雙
の
黄
蝶　

風
前
に
落
つ

　

文
中
の
唐
人
と
は
、
杜
牧
を
指
す
。
鷺
が
舞
い
降
り
る
風
景
を
梨
の
花
が
晩

風
に
落
ち
た
よ
う
だ
と
述
べ
た
一
句
で
あ
る
。
詩
佛
は
そ
れ
を
、
山
吹
の
花
が
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散
る
の
を
幾
組
か
の
黄
色
い
蝶
が
風
の
前
に
舞
い
降
り
た
、
と
換
骨
奪
胎
し
た

の
で
あ
る
。「
意
を
反
し
て
」
と
あ
る
の
は
、
前
者
は
鳥
を
花
に
譬
え
、
後
者

は
花
を
蝶
に
譬
え
た
意
で
あ
る
。
花
の
用
い
方
が
逆
な
の
で
あ
る
。
詩
佛
の
古

人
の
詩
の
利
用
に
関
す
る
工
夫
が
よ
く
理
解
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
両
書
を
併
せ
読
む
こ
と
で
、
十
全
な
読
解
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
本
論
で
述
べ
て
い
る
、
詳
評
の
附
い
た
漢
詩

集
と
近
い
性
質
を
併
せ
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
『
詩
聖
堂
詩
話
』
は
、
形
式
的
に
は
中
国
の
『
随
園
詩
話
』
の
形
式
を
踏
襲

し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
内
容
は
詩
の
評
よ
り
も
、
詩
人
と
そ
の
作
品
の

紹
介
が
中
心
で
あ
る
が
、
そ
の
文
章
の
合
間
や
、
独
立
し
た
短
い
段
な
ど
に
批

評
的
な
内
容
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
詩
の
表
現
で
、「
平
淡
」
に
関
し
て
、

詩
、
平
淡
を
貴
ぶ
。
平
淡
は
詩
の
上
乗
な
り
。
然
れ
ど
も
平
淡
、
竒
險
中

を
経
来
ら
ざ
れ
ば
則
ち
徒
に
是
れ
村
嫗
の
絮
談
の
み
。
全
く
気
力
無
し
。

と
述
べ
て
い
る
。
単
に
平
淡
で
は
な
く
奇
険
を
経
た
平
淡
で
あ
る
べ
き
と
言
う

の
で
あ
る
。
ま
た
、
詩
の
虚
構
に
関
し
て
、
古
人
の
詩
句
の
用
い
方
、
詩
の
材

料
に
つ
い
て
、
な
ど
『
卜
居
集
』
の
素
堂
評
と
も
重
な
る
内
容
が
散
見
さ
れ
る
。

他
に
、
柏
木
如
亭
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
夭
折
し
た
詩
人
の
顕
彰
な
ど
の
段
が

あ
っ
て
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
後
の
詩
佛
の
盟
友
で
あ
る
菊
池
五
山
が
後

に
著
す
『
五
山
堂
詩
話
』
と
も
内
容
的
に
共
通
す
る
。
清
新
性
霊
派
の
流
派
の

動
き
と
し
て
は
、
そ
う
し
た
連
続
が
見
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
詩
聖
堂
詩
話
』『
詩
聖
堂
百
絶
』
の
二
書
の
一
部
に
は
や

は
り
『
卜
居
集
』
の
評
語
と
重
な
る
性
質
が
見
ら
れ
た
。
そ
の
詩
話
と
い
う
性

質
上
、
作
品
の
構
成
を
細
か
く
論
評
す
る
も
の
は
少
な
い
が
、
お
お
む
ね
内
容

は
共
通
し
て
い
る
。

（
３
）『
晩
晴
吟
社
詩
』

　

詩
佛
周
辺
の
評
語
は
『
卜
居
集
』
の
詳
評
形
式
か
ら
『
詩
聖
堂
詩
話
』
と
い

う
詩
話
形
式
へ
と
変
化
し
た
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
漢
詩
本
文
に
詳
評
を
附
け

る
と
い
う
形
式
も
当
然
継
続
し
て
い
た
。

　

寛
政
十
二
年
に
信
州
中
野
で
柏
木
如
亭
が
開
い
た
詩
社
で
あ
る
晩
晴
吟
社
の

ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
『
晩
晴
吟
社
詩
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
詩
の
作
者
は
地
元

信
州
中
野
の
晩
晴
吟
社
の
社
友
で
柏
木
如
亭
の
門
人
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

小
さ
な
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
『
卜
居
集
』
と
同
じ
形
式
で
評
を
附
け
た
の
が
大
窪

詩
佛
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
詩
佛
は
『
卜
居
集
』
に
お
け
る
素
堂
と
同
じ
よ
う
に
、
作
品
の
可
否

を
表
現
の
面
か
ら
述
べ
る
こ
と
が
多
い
が
、
古
人
の
詩
句
と
の
関
係
を
、
詩
佛

は
、

寒
窓
昨
夜
三
更
雨　
　

寒
窓　

昨
夜　

三
更
の
雨

溪
水
今
朝
一
尺
肥　
　

溪
水　

今
朝　

一
尺　

肥
ゆ

三
四
、
意
思
真
率
。
韓
握
の
三
更
聯
、
石
湖
の
三
寸
對
、
皆
な
却
て
壓
倒

す
。

な
ど
と
述
べ
て
、
記
述
は
簡
単
で
あ
る
が
、『
卜
居
集
』
の
素
堂
評
の
、

小
溪
三
寸
雨　
　

小
溪　

三
寸
の
雨

老
屋
半
間
雲　
　

老
屋　

半
間
の
雲
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第
三
句
の
巧
、「
小
」
の
一
字
に
在
り
。
以
て
「
昨
夜
榕
溪
三
寸
雨
」
の

句
を
壓
倒
す
。

な
ど
と
同
様
の
記
述
を
し
て
い
る
。
前
者
の
「
石
湖
の
三
寸
對
」
は
、
後
者
の

「
昨
夜
榕
溪
三
寸
雨
」
と
同
じ
句
を
指
し
て
い
る
。
同
じ
范
成
大
の
対
句
を
取

り
上
げ
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
自
分
達
の
詩
に
取
り
込
ん
で
い
く
か
が
素
堂
と
詩

佛
に
共
有
の
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
性
霊
の
詩
に
関
し
て
、

秋
信
不
知
何
處
早　
　

秋
信　

知
ら
ず　

何
の
處
か
早
き
を

庭
前
已
染
鴈
来
紅　
　

庭
前　

已
に
染
む　

鴈
来
紅

情
致
、
纖
工
と
雖
ど
も
、
而
し
て
厳
然
と
し
て
生
霊
の
詩
な
り
。
格
調
の

徒
、
復
た
夢
見
る
こ
と
能
は
ず
。

な
ど
の
評
で
、
形
式
と
そ
の
表
現
に
お
け
る
、
性
霊
派
的
性
質
を
述
べ
て
い
る
。

纖
細
で
巧
妙
で
あ
る
と
い
う
表
現
の
特
色
よ
り
も
、
そ
の
内
容
が
実
際
に
即
し

て
い
る
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

能
く
平
易
を
以
て
竒
險
を
為
す
。
宋
人
の
手
段
。

な
ど
、
平
易
な
詩
風
の
記
述
も
あ
る
。『
詩
聖
堂
詩
話
』
の
奇
険
を
経
た
平
淡

の
説
と
共
通
す
る
主
張
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
晩
晴
吟
社
詩
』
は
小
冊
で
あ
り
評
語
は
多
彩
と
は
言
え

な
い
が
、『
卜
居
集
』『
詩
聖
堂
詩
話
』
と
同
じ
方
向
性
を
も
っ
た
評
語
と
な
っ

て
い
る
。
そ
し
て
当
然
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
評
を
受
け
入
れ
た
晩
晴
吟
社
の

詩
人
達
も
そ
う
し
た
主
張
の
下
に
作
詩
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
４
）『
詩
聖
堂
詩
集
初
集
』

　
『
詩
聖
堂
詩
集
初
集
』
は
、
作
品
の
製
作
年
代
は
、
前
述
の
諸
作
品
と
連
続

し
て
い
る
が
、
刊
行
は
文
化
七
年
と
か
な
り
遅
い
。
既
に
詩
佛
は
詩
壇
の
中
心

と
し
て
の
地
歩
を
占
め
て
い
た
。『
詩
聖
堂
詩
集
』
は
、
そ
の
後
、
二
集
、
遺

稿
と
継
続
的
に
刊
行
さ
れ
、
詩
佛
の
詩
業
を
ほ
ぼ
概
観
で
き
る
作
品
集
と
な
っ

て
い
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
習
作
期
を
脱
し
て
後
世
に
自
身
の
作
品
を
残
そ
う

と
い
う
自
負
の
も
と
に
作
ら
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

　

詩
の
評
に
関
し
て
は
、
二
集
、
遺
稿
、
ま
た
他
の
三
つ
の
遊
歴
の
記
念
詩
集

な
ど
と
比
し
て
、
初
集
だ
け
が
大
き
く
異
な
る
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
形
式
は
、

『
卜
居
集
』
や
『
晩
晴
吟
社
詩
』
と
同
じ
で
、
詩
に
よ
っ
て
長
短
は
あ
る
が
、

か
な
り
長
文
の
自
評
自
注
が
附
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
も
の
は
以
後
の
詩
集

に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
例
え
ば
「
蝶
使
」
と
い
う

律
詩
の
冒
頭
で
、
蝶
の
異
名
と
し
て
「
鳳
車
」
の
語
を
用
い
た
こ
と
に
関
し
て
、

『
古
今
注
』
に
、
蛺
蝶
、
一
名
を
鳳
車
。『
宋
史
職
官
志
』
に
、
御
史
に
監

香
使
有
り
。『
開
元
遺
事
』
に
、
明
皇
、
春
宴
に
宮
中
妃
嬪
を
し
て
各
の

豔
花
を
挿
さ
し
む
。
帝
、
親
ら
蝶
を
捉
へ
之
を
放
つ
。
蝶
の
止
る
所
、
焉

に
幸
す
。
後
、
太
眞
、
寵
を
専
ら
に
し
て
、
遂
に
此
の
戲
を
罷
む
。

と
い
っ
た
評
が
附
い
て
い
る
。
こ
の
内
容
は
、
評
と
い
う
よ
り
注
で
あ
っ
て
、

そ
れ
ま
で
の
評
と
は
大
き
く
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
詩
集
の
他
の
詩
に

附
さ
れ
た
評
も
概
ね
こ
の
よ
う
な
内
容
な
の
で
あ
る
。
詩
の
用
語
の
典
拠
を
示

す
の
が
主
な
内
容
で
あ
る
が
、
通
常
の
詩
に
は
使
わ
れ
な
い
よ
う
な
、
特
殊
な

語
彙
が
多
く
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
語
彙
に
対
す
る
興
味
か
ら
作
詩
し
た
作
品
が

多
い
。
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『
卜
居
集
』
以
下
の
初
期
作
品
評
語
が
多
彩
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
そ
の
一

部
で
あ
る
考
証
の
部
分
だ
け
を
生
か
し
た
評
語
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三　

評
語
の
展
開

　

さ
て
、
前
章
で
詩
佛
周
辺
の
評
語
の
様
相
を
年
代
、
作
品
順
に
見
て
き
た
が
、

こ
れ
ら
の
評
か
ら
何
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
か
ら
は
、
当
時
の

清
新
性
霊
派
に
お
け
る
漢
詩
学
習
の
実
態
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
古
人
の
表
現
を
い
か
に
自
分
の
表
現
に
取
り
込
ん
で
い
く
か
、

幅
広
い
考
証
の
知
識
を
詩
の
表
現
に
生
か
し
て
い
く
か
、
清
新
性
霊
派
の
理
論

を
実
作
に
い
か
に
運
用
し
て
い
く
か
、
な
ど
が
詩
佛
を
中
心
と
す
る
清
新
性
霊

派
の
若
手
詩
人
達
の
共
有
の
問
題
意
識
で
あ
っ
た
。

　

最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
評
語
に
見
ら
れ
る
問
題
意
識
が
、
そ
の
後
に
ど
の
よ

う
な
展
開
を
見
せ
た
か
を
考
え
て
み
た
い
。

　

個
々
の
作
品
の
可
否
と
い
っ
た
内
容
は
、
こ
れ
は
詩
風
や
流
派
を
問
わ
ず
、

普
通
に
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
量
的
に
は
多
い
も
の
の
、
詩
佛
や
清
新
性
霊

派
だ
け
の
問
題
は
少
な
い
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
清
新
性
霊
派
の
主
張
を
含
ん

だ
評
、
考
証
的
評
、
挿
話
的
評
、
説
明
的
評
、
な
ど
で
あ
る
。
実
は
こ
う
し
た

詩
佛
の
批
評
の
意
欲
は
、
そ
の
後
の
詩
佛
の
活
動
、
清
新
性
霊
派
の
展
開
に
収

斂
さ
れ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

詩
佛
の
多
彩
な
興
味
と
意
欲
は
、
ま
ず
最
初
に
詩
に
詳
細
な
評
を
附
す
と
い

う
形
式
を
生
み
出
し
た
。『
卜
居
集
』
で
は
、
実
際
の
執
筆
は
盟
友
で
あ
る
中

野
素
堂
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
背
後
に
詩
佛
の
意
欲
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、

そ
の
内
容
の
多
く
は
二
人
の
議
論
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
た
。
そ
し

て
、
例
え
ば
、「
不
」
の
字
の
平
仄
の
問
題
な
ど
は
、
後
年
の
著
作
『
両
韻
便

覧
』
な
ど
の
基
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
説
明
的
な
評
は
数
々
の
作
詩
入
門

書
な
ど
に
、
考
証
的
評
は
、『
聯
珠
詩
格
』
な
ど
の
校
訂
に
、
性
霊
派
詩
論
や

詩
人
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
は
『
詩
聖
堂
詩
話
』
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、

そ
の
『
詩
聖
堂
詩
話
』
は
随
園
詩
話
形
式
と
い
う
、
詩
を
語
る
散
文
に
も
っ
と

も
ふ
さ
わ
し
い
形
式
を
手
に
入
れ
た
。『
晩
晴
吟
社
詩
』
で
は
、『
卜
居
集
』
で

中
野
素
堂
に
任
せ
た
評
を
自
ら
書
く
こ
と
に
な
る
。
内
容
が
重
な
る
の
は
前
述

の
と
お
り
で
あ
る
。

　
『
詩
聖
堂
詩
集
初
集
』
が
そ
れ
以
前
と
も
以
後
と
も
異
な
る
ユ
ニ
ー
ク
な
考

証
ば
か
り
の
評
を
附
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
出
版
は
文
化
七
年
で
、

そ
の
詳
評
の
ス
タ
イ
ル
が
変
わ
ら
な
い
も
の
の
、
内
容
は
考
証
一
辺
倒
に
な
っ

て
以
前
の
多
彩
な
内
容
が
影
を
潜
め
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
以
後
、
詩
佛
は
こ
う

し
た
詩
に
関
す
る
散
文
は
ほ
と
ん
ど
書
か
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
詩
佛
個
人
で
は
な
く
、
性
霊
派
の
全
体
の
流
れ
か
ら
考
え
る
と
、

説
明
出
来
る
よ
う
で
あ
る
。
文
化
文
政
期
の
江
戸
詩
壇
は
、
大
窪
詩
佛
と
菊
池

五
山
が
牛
耳
を
執
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
詩
佛
が
多
彩
な
著
作
を
残

し
た
の
に
対
し
、
五
山
は
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
大
著
『
五
山
堂
詩
話
』
正
編
十
巻
、

補
遺
篇
五
巻
を
残
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
後
年
二
人
は
役
割
を
分
担
し
た

の
で
あ
り
、
二
人
の
役
割
は
よ
く
棲
み
分
け
が
で
き
て
い
た
。
詩
佛
が
散
文
を

書
か
な
く
な
っ
た
時
期
の
文
化
四
年
か
ら
『
五
山
堂
詩
話
』
は
刊
行
が
始
ま
り
、

以
後
足
か
け
二
十
六
年
の
長
き
に
渡
っ
て
書
き
継
が
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
江
戸
詩
壇
だ
け
で
な
く
全
国
の
詩
人
に
強
い
影
響
を
持
っ
た
。

　

こ
の
『
五
山
堂
詩
話
』
で
あ
る
が
、
そ
の
詩
話
形
式
を
最
初
に
用
い
た
の
が
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詩
佛
の
『
詩
聖
堂
詩
話
』
だ
っ
た
の
は
興
味
深
い
。『
詩
聖
堂
詩
話
』
最
終
段

で
は
、
続
編
が
書
か
れ
る
よ
う
に
予
告
し
て
あ
る
が
、
評
語
が
書
か
れ
な
く
な

る
の
と
同
じ
よ
う
に
詩
話
の
続
編
も
書
か
れ
な
い
の
で
あ
る
。
後
に
『
五
山
堂

詩
話
』
も
発
展
し
、
独
自
の
展
開
を
見
せ
て
い
く
が
、
最
初
期
の
巻
一
・
二
は

『
詩
聖
堂
詩
話
』
と
大
き
く
内
容
が
重
な
り
、
清
新
性
霊
派
の
広
報
的
な
性
質

が
強
い
の
で
あ
る
（
３
）。『
五
山
堂
詩
話
』
の
全
巻
に
登
場
す
る
唯
一
の
詩
人
が
詩

佛
で
あ
る
と
い
う
の
も
、
そ
の
強
い
結
び
つ
き
と
役
割
分
担
を
思
わ
せ
る
の
で

あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
大
窪
詩
佛
の
初
期
作
品
と
そ
の
周
辺
に
見
ら
れ
る
評
語
か
ら

は
、
当
時
の
新
進
詩
人
の
詩
作
に
お
け
る
問
題
意
識
、
そ
う
し
た
評
語
の
中
心

に
い
た
詩
佛
自
身
の
個
性
、
ま
た
そ
の
後
の
清
新
性
霊
派
の
展
開
、
も
う
か
が

え
る
興
味
深
い
読
み
物
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
批

評
活
動
が
大
き
な
原
動
力
と
な
っ
て
、
ま
た
地
方
詩
壇
と
も
連
係
し
な
が
ら
、

中
央
詩
壇
は
進
展
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

注
１ 　

拙
稿
「『
五
山
堂
詩
話
』
に
見
る
間
野
可
亭
―
―
地
方
詩
壇
に
お
け
る
役
割
―
―
」

『
成
蹊
國
文
』
四
十
三
号　

平
成
二
十
二
年
三
月
刊

２　

拙
稿
「『
詩
聖
堂
詩
話
』
注
釈
（
上
）」『
成
蹊
人
文
研
究
』
十
八
号　

平
成
二
十
二

年
三
月
刊

３　

拙
稿
「『
五
山
堂
詩
話
』
の
章
段
構
成
」『
成
蹊
人
文
研
究
』
十
六
号　

平
成
二
十

年
三
月
刊

※
本
文
引
用
に
関
し
て
『
ト
居
集
』『
詩
聖
堂
詩
話
』『
詩
聖
堂
百
絶
』『
晩
晴
吟
社
詩
』

は
、
国
会
図
書
館
本
、『
詩
聖
堂
詩
集
初
集
』
は
、
汲
古
書
院
『
詩
集
日
本
漢
詩
八
』

の
影
印
本
に
よ
り
、
私
に
訓
み
下
し
た
。

 

（
や
ま
ぐ
ち
・
じ
ゅ
ん　

大
学
院
博
士
後
期
課
程
在
学
）


