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井
　
美
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子

　

森
川
許
六
（1656

―1715
）
の
著
作
『
和
訓
三
体
詩
』
は
、『
三
体
詩
』
中

の
七
言
絶
句
に
略
注
を
つ
け
、
和
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
成
立
は
自
序
に
よ
り

正
徳
四
年
（1714

）
九
月
で
、
亡
く
な
る
前
年
で
あ
っ
た
。
許
六
は
当
時
の
武

士
階
層
の
教
養
と
し
て
、
若
年
の
こ
ろ
か
ら
南
宋
の
周
弼
が
唐
詩
を
選
集
し
た

『
三
体
詩
』
に
親
し
ん
で
い
た
。
日
本
の
五
山
の
僧
中
巌
円
月
が
元
弘
二
年

（1332

）
に
元
か
ら
帰
国
し
て
『
三
体
詩
』
の
講
義
が
五
山
で
始
ま
っ
て
以
来
、

『
三
体
詩
』
は
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
広
く
作
詩
の
教
本
と
し
て
、

ま
た
漢
詩
文
の
教
養
書
と
し
て
普
及
流（

１
）

行
し
た
。
許
六
が
愛
読
し
た
『
三
体

詩
』
は
『
和
訓
三
体
詩
』
凡
例
の
「
一
、
序
文
は
二
人
の
作
な
り
。
紫
陽
山
虚

叟
方
回
。
増
註
の
序
者
は
増
註
同
作
な
り
。
東
嘉
の
裴
庾
季
昌
。
一
、
本
註
は

高
安
の
圓
至
書
記
釈
天
隠
の
作
な
り
。」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
わ
が
国
で
最
も

流
行
し
た
『
増
註
唐
賢
絶
句
三
体
詩（

２
）

法
』
三
巻
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
許

六
が
俳
諧
に
目
覚
め
る
以
前
、
湧
き
上
が
る
詩
情
を
綴
っ
て
い
た
も
の
は
漢
詩

で
あ
っ
た
。『
唐
詩
選
』
が
服
部
南
郭
の
校
訂
で
刊
行
さ
れ
た
の
は
享
保
九
年

（1724

）
で
あ
っ
た
か
ら
、
正
徳
五
年
（1715

）
に
亡
く
な
っ
た
許
六
の
座
右

に
は
常
に
『
三
体
詩
』
が
あ
っ
た
。

　
『
和
訓
三
体
詩
』
の
詩
の
和
訳
は
「
詩
意
」
と
し
て
鄙
言
・
漢
字
を
交
え
て

訳
し
た
自
由
詩
型
の
意
訳
で
あ
り
、
そ
れ
は
芭
蕉
が
一
格
を
た
て
よ
う
と
し
た

俳
諧
の
文
章
―
―
俳
文
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ（

３
）

う
。
唐
詩
か
ら
想
を
得
た
「
詩

意
」
に
は
、
俳
文
の
お
か
し
み
と
軽
み
、
懐
か
し
さ
が
溢
れ
て
お
り
、
研
究
者

を
し
て
「
比
類
の
な
い
お
も
し
ろ
さ
が
あ
る
」
と
言
わ
し
め
て
い（

４
）

る
。
さ
ら
に

序
文
に
は
唐
詩
の
鑑
賞
か
ら
深
め
ら
れ
て
い
っ
た
「
詩
文
と
絵
画
」
や
「
和
詩

と
唐
詩
」
に
つ
い
て
、
お
そ
ら
く
終
生
許
六
の
脳
裏
か
ら
離
れ
る
こ
と
な
か
っ

た
見
解
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
許
六
の
ほ
ど
こ
し
た
注
に
は
『
誹
諧
問
答
』

以
来
の
自
論
を
織
り
ま
ぜ
て
い
る
箇
所
が
あ
り
、
許
六
俳
論
を
か
い
ま
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
序
文
と
い
く
つ
か
の
詩
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
ら
を
考
え
て
み

た
い
。
序
文
、
詩
意
は
木
村
架
空
『
和
訓
三
体（

５
）

詩
』（
明
治
三
十
二
年
）
と
村

上
哲
見
氏
『
三
体
詩
』
の
附
録
『
和
訓
三
体
詩
』
を
あ
わ
せ
使
用
し
た
。
詩
に

つ
い
て
は
許
六
の
訓
点
に
従
っ
て
筆
者
が
読
み
下
し
た
。
傍
線
は
筆
者
が
私
に

施
し
た
。

一　

序
文

　

許
六
は
序
文
に
お
い
て
、『
和
訓
三
体
詩
』
著
述
の
意
図
を
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
は
①
詩
は
心
を
写
す
絵
で
あ
っ
て
絵
を
理
解
し
な
い
人
は
詩
文
に
も
暗
い
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こ
と　

②
漢
詩
と
和
歌
に
お
け
る
「
日
本
の
景
気
と
中
国
の
景
気
」
③
「
絶
句

の
曲
」、
④
「
誹
諧
す
る
人
の
役
割
」、
で
あ
る
。

　

以
下
序
文
の
内
容
を
五
段
に
わ
け
て
考
察
し
た
。
な
お
こ
こ
に
い
う
「
景

気
」
は
古
語
「
景
色
・
景
観
」
を
い
う
。

第
一
段詩

也
。
文
也
。
詩
は
心
を
う
つ
す
の
絵
也
。
文
は
所
用
を
弁
ず
る
の
つ
か

ひ
也
。
絵
に
通
せ
ざ
る
人
は
詩
文
に
疎う

と

し
。
い
に
し
へ
の
詩
人
文
人
画え

を

能よ
く

せ
ざ
る
人
な
し
。
王
維
、
東
坡
こ
れ
な
り
。

　
「
詩
は
、
文
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
詩
は
心
を
写
す
絵
で
あ

る
。
文
は
所
用
を
述
べ
る
使
者
で
あ
る
。
絵
に
興
味
を
持
た
な
い
人
は
詩
文
に

も
暗
く
心
を
傾
け
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
昔
の
詩
人
文
人
に
絵

を
よ
く
し
な
い
人
は
い
な
い
。
唐
の
王
磨
詰
・
北
宋
の
蘇
東
坡
が
是
で
あ
る
。」

と
許
六
は
序
文
を
書
き
は
じ
め
る
。
こ
の
冒
頭
の
「
詩
文
と
絵
画
」
に
つ
い
て

の
問
い
か
け
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
許
六
が
芭
蕉
に
師
事
し
て
か
ら
九
か

月
後
、
江
戸
勤
番
を
終
え
て
故
国
彦
根
に
帰
る
時
芭
蕉
か
ら
贈
ら
れ
た
「
許
六

離
別
詞
」
で
あ
る
。

去
年
の
秋
、
か
り
そ
め
に
面
を
あ
は
せ
、
こ
と
し
五
月
の
初
、
深
切
に
別

を
お
し
む
。
其
わ
か
れ
に
の
ぞ
み
て
、
ひ
と
ひ
草
扉
を
た
ゝ
い
て
、
終ひ

ね

日も
す

閑
談
を
な
す
。
其
器

ウ
ツ
ハ
モ
ノ

、
絵
を
好
む
。
風
雅
を
愛
す
。
予
こ
ゝ
ろ
み
に

と
ふ
事
あ
り
。「
画
は
何
の
為
好こ

の
む

や
」、「
風
雅
の
為
に
好
」
と
い
へ
り
。

「
風
雅
は
何
の
為
に
愛
す
や
」、「
画
の
為
に
愛
す
」
と
い
へ
り
。
其
学
ぶ

こ
と
事
二フ

タ
ツ

に
し
て
。
用
を
な
す
事
一イ

ツ

な
り
。
ま
こ
と
や
。「
君
子
は
多
能

を
恥ハ

ヅ

」
と
い
へ
れ
ば
。
品
二ふ

た
つ

に
し
て
。
用
一い

つ

な
る
事
。
感
ず
べ
き
に
や
。

画
は
と
つ
て
予
が
師
と
し
、
風
雅
は
を
し
へ
て
予
が
弟
子
と
す
。

�

（
許
六
離
別
詞　
『
韻
塞
』）

　

こ
の
場
に
お
け
る
風
雅
と
は
「
俳
諧
」
を
さ
し
て
お
り
、「
画
と
風
雅
（
俳

諧
）」
は
『
和
訓
三
体
詩
』
序
文
の
「
詩
文
と
絵
画
」
の
関
係
に
外
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
許
六
の
返
答
か
ら
「
其
学
ぶ
こ
と
事
二フ

タ
ツ

に
し
て
。
用
を
な
す
事

一イ
ツ

な
り
」
と
、
二
つ
の
も
の
が
あ
っ
て
一
つ
の
働
き
が
可
能
な
こ
と
、
俳
諧
も

詩
文
も
、
絵
画
と
と
も
に
あ
っ
て
こ
そ
『
文
選
』
序
に
い
う
風（

６
）

雅
（
詩
文
）
な

の
で
あ
る
、
と
理
解
を
示
し
た
芭
蕉
は
、「
感
ず
べ
き
に
や
」
と
ほ
ほ
笑
ん
だ

の
で
あ
ろ
う
。

　

許
六
は
元
禄
五
年
に
芭
蕉
と
対
面
す
る
以
前
、
文
雅
芸
術
に
お
け
る
理
論
を

許
六
な
り
に
構
築
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
著
作
『
五
老
文
集
』
は
若
年
の
頃

に
書
か
れ
た
漢
詩
・
俳
諧
・
和
歌
の
作
品
集
で
あ
る
が
、
元
禄
二
年
十
一
月
の

序
に
お
い
て
（
後
年
「
五
老
井
記
」
と
な
る
も
の
）

そ
れ
唐
に
詩
画
有
り
。
詩
有
る
者
は
画
有
り
。
画
有
る
者
は
則
ち
詩
有
り
。

詩
中
の
画
、
画
中
の
詩
、
両
輪
の
如
く
、
双
翼
に
似
た
り
。

　

と
、
詩
と
画
は
芭
蕉
の
言
う
「
品
二ふ

た
つ

に
し
て
用
一い

つ

な
る
事
」
で
あ
る
こ
と

を
「
両
輪
の
如
く
、
双
翼
に
似
た
り
」
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら

に
い
に
し
へ
の
詩
人
・
文
人
と
し
て
、
王
維
・
東
坡
を
あ
げ
る
が
、
北
宋
の
蘇

軾
（
蘇
東
坡
）
が
唐
の
王
維
（
王
磨
詰
）
に
つ
い
て
「
磨
詰
の
詩
を
味
は
ふ
に
、

詩
中
に
画
有
り
、
磨
詰
の
画
を
観
る
に
、
画
中
に
詩
あ（

７
）

り
」
と
述
べ
た
「
詩
中

画
、
画
中
詩
」
は
、
許
六
の
文
芸
の
根
本
理
念
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
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第
二
段愚

、
按
ず
る
に
、
唐か

ら

の
景
気
と
日
本
の
景
気
と
は
相
違
あ
る
と
見
え
た
り
。

わ
れ
多
年
絵
を
好
む
。　

唐
の
山
水
の
筆
法
を
以
て
和
の
山
水
を
え
が
く

事
な
ら
ず
。
和
の
山
水
筆
意
を
以
て
唐
の
山
水
を
写
す
こ
と
難か

た

し
。
是
を

以
て
こ
れ
を
見
る
時
は
、
和
漢
た
し
か
に
相
違
あ
る
と
見
え
た
り
。
適た

ま

〳
〵
木
曽
山
中
に
旅
寝
せ
し
時
、
山
水
を
見
る
に
唐
詩
画
譜
の
間
に
遊
ぶ

に
似
た
り
。
濃
州
太
田
の
境
に
出
れ
ば
、
景
気
幽
美
に
し
て
帰
国
し
た
る

お
も
ひ
を
な
せ
り
。

　

さ
て
狩
野
安
信
（1614

～1685

）
門
で
絵
を
学
ん
だ
許
六
は
中
国
の
山
水

画
や
日
本
の
山
水
画
に
つ
い
て
造
詣
も
深
か
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
序
の

な
か
で
は
っ
き
り
「
唐
の
景
気
（
景
色
景
観
）
と
日
本
の
景
気
（
景
色
景
観
）

と
は
違
う
」
と
考
え
て
お
り
、「
唐
の
山
水
の
筆
法
で
日
本
の
山
水
を
画
く
こ

と
は
で
き
な
い
し
、
日
本
の
山
水
の
筆
意
（
運
筆
の
趣
）
を
以
っ
て
唐
の
山
水

を
写
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。」
と
す
る
。
画
家
と
し
て
絵
を
描
く
経
験
上
の

言
葉
で
あ
る
が
、
し
か
し
日
本
に
お
い
て
は
中
国
の
山
水
画
も
日
本
の
山
水
画

も
好
ま
れ
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
次
の
「
適た

ま

〳
〵
木
曽
山
中

に
旅
寝
せ
し
時
」
の
文
章
は
こ
の
感
覚
が
生
ま
れ
る
と
こ
ろ
を
説
明
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
参
勤
交
代
の
往
還
に
中
山
道
を
上
下
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た

許
六
は
、「
た
ま
た
ま
木
曽
山
中
を
旅
し
た
時
の
山
水
は
唐
詩
の
画
譜
の
間
に

い
る
よ
う
」
と
感
じ
る
。
奈
良
井
宿
手
前
の
桜
橋
か
ら
を
お
お
か
た
木
曽
と
い

う
が
、
鳥
居
峠
や
桟

か
け
は
し

、
寝
覚
め
の
床
と
、
険
し
い
が
す
ば
ら
し
い
絶
景
が
続

い
て
、
さ
な
が
ら
絵
で
見
る
中
国
の
雄
渾
な
山
河
を
行
く
よ
う
で
あ
る
と
実
感

し
て
い
る
。
や
が
て
中
山
道
は
「
濃
州
の
境
太
田
に
来
れ
ば
濃
尾
平
野
が
広
が

り
、
川
は
水
を
た
た
え
、
景
気
は
幽
微
で
琵
琶
湖
の
あ
る
故
郷
に
帰
っ
た
心
地

で
あ
る
」
と
穏
や
か
で
み
ず
み
ず
し
い
日
本
の
田
園
風
景
を
目
に
す
る
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
は
こ
こ
で
は
紹
介
で
き
な
か
っ
た
が
、「
西
帰
出
斜
谷
」
の
「
詩

意
」
に
よ
く
著
さ
れ
て
い
る
。
和
漢
の
相
違
と
い
っ
て
も
、
木
曽
路
を
通
れ
ば

中
国
の
景
気
も
日
本
の
景
気
も
十
分
堪
能
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、

筆
法
筆
意
を
問
わ
ず
、
中
国
・
日
本
の
景
気
を
画
に
写
す
こ
と
が
で
き
る
、
と

捉
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

第
三
段和

詩
は
唐
詩
に
及
ば
ず
と
い
へ
り
。
日
本
は
和
歌
を
宗む

ね

と
す
る
国
な
れ
ば

さ
も
あ
ら
ん
か
。
和
人
唐
の
西
湖
に
遊
ん
で
詩
を
作
ら
ば
唐
詩
の
俤

お
も
か
げ

も

出
づ
べ
し
。
漢
人
須
磨
明
石
の
詩
を
賦
し
、
李
白
杜
子
美
が
如
き
名
人
な

ら
ば
幽
微
に
し
て
あ
は
れ
な
る
景
気
を
述
ぶ
べ
し
。
歌
に
近
か
ら
ん
か
。

和
の
詩
文
は
、
一
字
々
々
の
間
に
、
手
尓
遠
波
を
含
め
た
る
や
う
に
て
、

歌
に
近
し
。
和
人
漢
文
を
書
し
て
唐
人
に
見
す
る
時
、
所
々
意
味
不
通
の

処
あ
る
と
聞
け
り
。
是
も
文
字
の
間
に
手
尓
葉
を
含
め
て
筆
を
く
だ
す
故

と
見
え
た
り
。「
浦
々
烟
枯
れ
て
船
松
に
入
る
」
と
い
ふ
詩
は
専

も
つ
は
ら

歌
な

り
。「
芙
蓉
江
上ノ

人
家
」
と
い
ふ
句
は
手
尓
葉
な
し
。

　

続
い
て
和
漢
の
詩
に
つ
い
て
の
見
解
に
移
る
。
和
詩
は
唐
詩
に
お
よ
ば
な
い

と
い
う
。
日
本
は
も
と
も
と
が
和
歌
の
国
で
あ
り
、
漢
詩
文
の
作
に
お
い
て
も

訓
読
に
お
い
て
も
手
尓
葉
を
含
め
る
の
で
歌
に
近
く
な
る
の
だ
、
と
い
う
の
で
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あ
る
。
し
か
し
日
本
人
が
漢
詩
を
詠
む
と
い
う
こ
と
の
困
難
は
認
識
し
て
も
、

日
本
の
漢
詩
を
否
定
し
て
は
い
な
い
。
和
人
が
唐
の
西
湖
に
遊
ん
で
詩
を
つ
く

れ
ば
唐
詩
の
俤
も
出
る
で
あ
ろ
う
し
、
漢
人
が
須
磨
、
明
石
の
詩
を
賦
し
、
李

白
、
杜
子
美
の
よ
う
な
名
人
で
あ
れ
ば
、
幽
微
に
し
て
し
み
じ
み
と
し
た
情
緒

を
述
べ
る
に
違
い
な
く
、
和
歌
に
近
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
、
と
。
青
年
期
か

ら
漢
詩
に
親
し
み
、
自
身
の
感
懐
を
漢
詩
に
託
し
て
き
た
許
六
に
し
て
み
れ
ば
、

日
本
の
漢
詩
は
「
浦
々
烟
枯
れ
て
船
松
に
入
る
」
と
和
歌
に
近
い
特
徴
を
持
つ
、

漢
詩
の
一
つ
の
風
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
手
尓
葉
に

つ
い
て
は
俳
諧
に
お
い
て
も
許
六
は
一
家
言
を
持
っ
て
い（

８
）

た
。

第
四
段今

此
絶
句
を
考
見
る
に
、
作
者
第
二
の
句
に
神
力
を
費つ

い
や

し
、
腸

は
ら
わ
た

を

爛た
ゝ
ら
か

す
と
見
え
た
り
。
第
三
、
第
四
の
句
は
二
の
句
の
余
情
を
い
ふ
也
。

歌
の
体
代
々
に
変
る
と
い
へ
ど
辺
序
題
曲
流
の
五
つ
は
か
は
ら
ず
と
か
や
。

辺
と
い
ふ
は
題
の
ほ
と
り
よ
り
云
出
し
序
は
緒
に
し
て
題
の
つ
ゐ
で
也
。

下
の
五
文
字
に
題
を
決
し
、
上
の
七
文
字
に
曲
を
つ
け
て
人
に
面
白
が
ら

せ
、
下
の
七
文
字
に
て
い
ひ
流
す
也
。
唐
詩
も
序
題
曲
流
の
四
つ
な
り
。

序
を
い
ひ
題
を
決
し
、
三
の
句
に
曲
を
つ
け
て
い
ひ
な
が
し
た
る
物
也
。

さ
れ
ば
三
の
句
を
転
ず
る
と
い
ふ
も
是
歟
。

　

さ
て
『
和
訓
三
体
詩
』
の
七
言
絶
句
に
つ
い
て
、
許
六
は
第
二
句
、
起
承
転

結
の
承
の
句
に
、
作
者
は
「
神
力
を
費
し
腸

は
ら
わ
た

を
爛

た
ゝ
ら
か

す
」
と
、
渾
身
の
力
を

ふ
る
い
己
の
心
腸
を
煮
詰
め
、
詩
を
輝
か
せ
る
と
い
う
。
そ
し
て
第
三
、
第
四

は
二
の
句
の
余
情
で
あ
る
と
い
う
。
二
の
承
の
句
は
単
に
起
句
を
承
け
続
け
る

だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
内
包
す
る
も
の
が
重
要
で
、
詩
に
力
強
い
転
回
と
結
末

を
生
み
出
し
て
い
く
と
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
元
の
楊
載
が
、
二
の
句
を

「
第
三
句
と
表
裏
一
体
で
あ
り
別
の
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
た
こ

と
に
通
じ（

９
）

る
。

　

次
に
和
歌
の
五
句
は
辺
序
題
曲
流
で
あ
り
、
唐
詩
絶
句
四
句
も
ま
た
序
題
曲

流
の
四
つ
で
、
そ
の
変
化
の
流
れ
は
通
ず
る
、
と
い
う
。
和
歌
に
お
い
て
は
五

七
五
の
「
下
の
五
文
字
」
が
題
を
決
し
、
唐
詩
絶
句
に
お
い
て
は
第
三
句
が
転

句
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
核
と
な
る
曲
（
趣
向
）
な
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
歌

学
は
中
国
の
詩
論
を
模
し
た
も
の
で
あ

）
（（
（

る
。
許
六
門
人
の
森
野
冶
天
の
跋
文
に

は
、
絶
句
と
百
人
一
首
が
通
じ
る
も
の
と
説
か
れ
て
い
る
。

詩
は
三
体
詩
、
こ
と
に
絶
句
こ
そ
面
白
け
れ
。
和
歌
は
代
々
の
体
相
違
あ

れ
ど
百
人
一
首
こ
そ
あ
り
か
た
き
も
の
な
れ
。
絶
句
の
詩
は
百
人
一
首
の

歌
に
か
よ
ひ
、
百
人
一
首
は
絶
句
の
骨
髄
あ
り
て
、
和
漢
向
上
の
趣
、
さ

ら
〳
〵
替
る
事
な
し�

（『
和
訓
三
体
詩
』
跋
文
）

第
五
段詩

人
は
詩
を
能
せ
ん
と
す
る
ゆ
へ
に
詩
欲
あ
り
。
歌
人
は
秀
歌
読
ん
と
案

す
る
ゆ
へ
に
歌
の
欲
あ
り
。
今
の
俳
諧
す
る
人
は
、
詩
歌
得
せ
ざ
る
故
に

人
欲
の
私
な
し
。
詩
歌
を
見
る
に
神
の
如
し
。
む
か
し
伯
牙
が
調し

ら
べ

も
鐘

子
期
が
耳
あ
れ
ば
こ
そ
名
今
の
世
ま
で
残
れ
り
。
詩
歌
の
た
め
の
鐘
子
期

は
今
の
は
い
か
い
す
る
も
の
也
。

此
絶
句
和
訓
は
、
文
字
言
句
の
沙
汰
を
い
は
ず
、
文
字
は
詩
を
学
ぶ
人
に
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習
べ
し
。
只
作
者
の
腸

は
ら
わ
た

を
捜
し
か
く
れ
た
る
意
味
を
和
文
に
述
て
、
も

ろ
こ
し
う
と
き
人
の
為
に
と
て
。
正
徳
第
四
の
秋
九
月
。
五
老
井
許
六
字

菊
阿
仏
。
み
ず
か
ら
筆
を
と
っ
て
書
之
。

　

こ
れ
ま
で
許
六
は
漢
詩
・
和
歌
の
作
法
に
つ
い
て
、
詩
心
は
同
じ
で
、
詩
の

展
開
の
方
法
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
等
、
漢
詩
和
歌
の
共
通
点
を
あ
げ
て
き
た
。

し
か
し
、
同
時
に
詩
人
に
も
歌
人
に
も
、
秀
詠
秀
歌
を
願
う
詩
欲
歌
欲
が
あ
っ

て
、
そ
こ
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
詩
欲
歌
欲
を

離
れ
、
詩
歌
を
正
し
く
鑑
賞
で
き
る
者
は
誰
か
。
こ
こ
で
許
六
は
俳
人
こ
そ
が

そ
の
役
目
を
担
え
る
の
だ
と
主
張
す
る
。
俳
人
は
詩
歌
の
高
名
に
無
欲
で
あ
る

か
ら
、
詩
歌
に
敬
虔
真
摯
に
向
き
合
い
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
伯
牙
の
琴

の
調
べ
も
鐘
子

）
（（
（

期
の
耳み

み

が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
伯
牙
の
名
は
今
の
世
ま
で
残
っ
た

の
で
あ
り
、
今
の
世
で
詩
歌
の
た
め
の
鐘
子
期
は
俳
諧
を
す
る
者
で
あ
る
。
と
、

俳
人
の
詩
歌
に
お
け
る
存
在
意
義
を
自
信
を
も
っ
て
表
明
す
る
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
こ
の
「
絶
句
和
訓
」
は
、
文
字
言
句
の
沙
汰
（
詩
の
作
法
）
を
云

わ
な
い
で
只
作
者
の
腸
を
捜
し
か
く
れ
た
意
味
を
和
文
に
述
べ
て
唐
の
文
学
に

疎
い
人
の
為
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
と
結
ぶ
。
村
上
哲
見
氏
に
こ
の
結
び
に

つ
い
て
次
の
示
唆
が
あ
る
。

思
う
に
、
こ
こ
に
「
作
者
の
腸
」
と
い
い
、「
か
く
れ
た
る
意
味
」
と
い

う
の
は
、
今
様
に
い
え
ば
、
言
語
や
表
現
形
式
を
超
え
た
、
作
品
の
根
底

に
横
た
わ
る
詩ポ

エ

情ジ
イ

と
い
う
べ
き
も
の
に
他
な
る
ま
い
。
―
中
略
―
「
文
字

は
詩
を
学
ぶ
人
に
習
べ
し
」
の
一
節
も
、
漢
詩
の
専
家
た
ち
は
詩
の
心
を

そ
っ
ち
の
け
に
し
て
文
字
語
句
の
解
釈
ば
か
り
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う

嘲
り
に
も
読
め
る
。

�

（
許
六
『
和
訓
三
体
詩
』
を
め
ぐ
っ
て
『
漢
文
学
と
俳
諧
』）

二　

絶
句

　
『
三
体
詩
』
七
言
絶
句
か
ら
許
六
ら
し
い
注
の
あ
る
も
の
、
詩
意
が
俳
文
と

し
て
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
詩
を
と
り
あ
げ
解
釈
を
つ
け
る
。

　

参
勤
交
代
や
大
津
蔵
役
の
任
で
彦
根
を
離
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
許
六
に
は
、

異
郷
に
あ
っ
て
故
郷
を
偲
ぶ
「
詩
意
」
が
多
い
。
そ
の
二
つ
を
掲
げ
る
。

○
和
孫
明
府
懐
旧
山　
　

孫
明
府
が
旧
山
を
懐
ふ
を
和
す　

 

雍
陶　
（N

o.35

）

五
柳
先
生
本
在
山　
　
　

五
柳
先
生　

本モ
ト　

山
に
在
り

偶
然
為
客
落
人
閒　
　
　

偶
然
客
と
為
っ
て　
　
　

人
閒
に
落
つ

秋
来
見
月
多
帰
思　
　
　

秋
来
月
を
見
て　
　
　
　

帰
思
多
し

自
起
開
籠
放
白
鷳　
　
　

自
ら
起
っ
て
籠
を
開
て　

白
鷳
を
放
つ

＊
許
六
注　

五
柳
先
生
は
陶
淵
明
な
り
、
門
に
五
柳
を
植
う
。
一
度
彭
澤
の

令
と
な
り
し
に
因
っ
て
孫
明
府
と
す
。
偶
然
は
ふ
と
は
じ
め
て
令
と
な
れ

る
心
。

《
詩
意
》
む
か
し
孫
明
府
と
い
ひ
け
る
人
。
草
ふ
か
き
所
よ
り
出
で
ゝ
奉
公
の

身
と
な
り
。
人
間
に
交
は
る
。
一ヒ

タ

向ス
ラ

淵
明
が
彭
澤
の
令
と
な
り
て
。
故
郷
に
帰

る
事
を
思
ふ
に
等
し
。
鏡
に
向
て
は
山
鳥
の
友
を
し
た
ひ
、
青
き
に
望
む
て
は

故
郷
の
山
を
思
ふ
。
秋
の
風
身
に
し
み
渡
り
月
の
色
頻
に
腸
を
断
つ
。
は
じ
め

て
哀
れ
な
る
事
を
思
ひ
し
り
て
、
も
の
い
は
す
し
て
何
の
分
別
も
な
く
白
鷳
を

放
つ
。
山
に
帰
る
鳥
の
背
中
見
や
り
、
只
う
ら
や
ま
し
と
の
み
見
送
り
侍
る
。
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（
解
釈
）
許
六
に
は
参
勤
の
供
で
始
め
て
江
戸
に
出
た
二
十
二
歳
こ
ろ
の
作
と

思
わ
れ
る
五
言
律
詩
が
あ
る
が
、
そ
の
脛
聯
・
尾
聯
に

琴
を
抱
い
て
駅
閣
に
登
り　

枕
に
寄
り
て
郷
山
を
夢
み
る

惆
悵
す
天
涯
の
客　
　
　
　

君
に
請
ふ
白
鷳
を
放
て
と

�

（「
客
中
逢
仲
秋
」）

と
い
う
故
郷
を
思
う
句
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
「
和
孫
明
府
懐
旧
山
」
の
白

鷳
を
「
望
郷
の
思
い
」
の
象
徴
と
し
て
登
場
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
大
津

蔵
役
手
伝
の
役
に
あ
っ
た
と
き
、
し
ば
し
ば
訪
れ
た
三
井
寺
月
光
殿
に
は
隠
者

が
白
鷴
を
放
つ
襖
絵
が
あ
っ
て
、
白
鷴
は
許
六
の
心
底
（
腸
）
を
指
す
も
の
と

な
っ
た
で
あ
っ
た
ろ
う
。

○
九
日
懐
山
東
兄
弟　
　
　

 

九
日
山
東
の
兄
弟
を
懐
ふ　

 

王
維　
（N

o.106

）

独
在
異
郷
為
異
客　
　
　
　
　
　

独
り
異
郷
に
在
り
て
異
客
と
為
る

毎
逢
佳
節
倍
思
親　
　
　
　
　
　

佳
節
に
逢
ふ
毎
に
倍ま

す

々
親
を
思
う

遥
知
兄
弟
登
高
処　
　
　
　
　
　

遥
に
知
る
兄
弟
高
き
に
登
る
処

遍
挿
茱
萸
少
一
人　
　
　
　
　
　

遍
く
茱
萸
を
挿
し
て
一
人
少
な
か
ら
ん

＊
許
六
注　

他
国
に
旅
寝
す
れ
ば
、
他
国
の
も
の
に
な
り
た
る
と
云
ふ
こ
と

な
り
。
―
中
略
―
佳
節
は
爰
に
て
は
重
陽
を
指
す
。
王
維
十
七
歳
の
作
な

り
。
親
に
ま
す
〳
〵
孝
心
深
き
も
の
な
り
。
此
詩
微
弱
な
れ
ど
孝
子
の
情

ま
す
〳
〵
厚
き
ゆ
え
に
称
し
て
世
に
伝
ふ
。
九
日
に
高
き
に
登
っ
て
茱
萸

を
か
く
る
こ
と
、
本
註
に
く
は
し
、
日
本
洛
陽
に
て
茱
萸
を
売
る
。
家
毎

に
買
い
取
り
て
之
を
か
く
、
是
な
り
。

《
詩
意
》
京
生
れ
の
人
。
年
若
に
し
て
東
に
下
り
。
一
と
せ
二
と
せ
を
過
ぎ
ざ

る
に
関
東
の
訛
り
を
習
ひ
。
都
言
葉
は
露
ば
か
り
も
見
え
ず
。
二
階
の
ろ
く
台

に
は
、
庭
竈
の
春
を
思
ひ
。
吾
妻
の
柏
餅
を
す
ゝ
め
ら
れ
て
は
。
鞍
馬
笹
の
粽

を
忘
れ
ず
し
て
。
母
の
俤
を
慕
ふ
。
殊
に
重
陽
の
節
は
。
古
き
を
追
ひ
。
東
山

の
高
き
に
登
ら
む
ろ
て
。
姉
は
妹
を
負
ひ
兄
は
弟
の
手
を
引
き
。
残
ら
ず
茱ぐ

萸み

を
買
ひ
と
り
て
。
故
郷
の
家
に
帰
へ
ら
ん
。
は
ら
か
ら
打
ち
な
ら
び
た
る
食め

し

時ど
き

に
は
。
わ
れ
一
人
の
膳
を
少か

ゝ

ん
と
。
旅
の
乏
し
き
に
う
ち
添
へ
。
一
入
故
郷
の

空
を
お
も
ひ
出
け
る
。

（
解
釈
）
重
陽
の
日
に
は
家
族
小
高
い
丘
に
登
る
「
登
高
」。
佳
節
が
め
ぐ
る
た

び
に
京
の
家
族
を
思
い
出
し
て
、
母
や
兄
弟
の
姿
を
思
い
や
り
、
自
分
ひ
と
り

欠
け
た
膳
が
哀
し
く
目
に
浮
か
ぶ
の
で
あ
る
。
参
勤
交
代
の
勤
務
が
始
ま
れ
ば
、

東
武
に
あ
っ
て
関
東
の
言
葉
に
馴
染
み
、
鞍
馬
笹
の
粽
の
味
も
遠
い
。
家
族
を

想
う
漢
詩
は
和
訳
さ
れ
俳
文
に
整
う
と
、
よ
り
親
族
の
ぬ
く
も
り
を
表
す
。

　

許
六
は
終
生
芭
蕉
を
風
雅
の
師
と
し
て
仰
い
だ
が
、
師
を
追
慕
す
る
（
詩

意
）
も
随
所
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
二
つ
を
取
り
上
げ
る
。

○
旅
懐　
　
　
　
　
　
　

旅
懐　
　
　
　
　
　

杜
荀
鶴
悵　
　
　
　
（N

o.37

）

月
華
星
彩
座
来
収　
　
　

月
華
星
彩　

座
し
来
れ
ば
収
ま
る

嶽
色
江
聲
暗
結
愁　
　
　

嶽
色
江
聲　

暗
に
愁
を
結
ぶ

半
夜
燈
前
十
年
事　
　
　

半
夜
燈
前　

十
年
の
事

一
時
和
雨
到
心
頭　
　
　

一
時
に
雨
に
和
し
て　

心
頭
に
至
る

＊
許
六
注　

二
の
句
暗
の
一
字
、
流
浪
行
く
末
の
お
ぼ
つ
か
な
き
を
尽
く
せ

り
。
か
た
ら
ふ
べ
き
友
な
き
一
人
旅
、
た
し
か
に
あ
ら
わ
れ
た
り
。
嶽
色
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江
聲
は
月
華
星
彩
に
対
せ
る
辞
、
和
は
あ
は
す
る
と
い
ふ
心
。
全
編
客
中

の
雨
の
慵も

の
う

き
事
に
て
結
ぶ
。

《
詩
意
》
く
た
び
れ
て
宿
か
る
頃
の
藤
の
花
。
月
の
た
そ
が
れ
星
の
隈
。
雲
に

収
ま
る
峯
の
色
。
闇
の
川
音
す
さ
ま
じ
く
。
旅
の
枕
に
寐
ざ
め
た
り
。
夜
半
の

灯
撥
き
立
て
ゝ
。
十
と
せ
余
り
の
流
浪
の
身
。
居
を
う
つ
す
こ
と
七
所
。
一
時

に
う
か
ぶ
胸
の
上
。
降
り
出
す
雨
に
ま
じ
へ
た
り
。

（
解
釈
）
流
麗
な
和
訳
で
あ
る
。「
く
た
び
れ
て
宿
か
る
頃
の
藤
の
花
」
は
貞
享

五
年
（1688

）
の
芭
蕉
の
句
。『
猿
蓑
』
に
「
大
和
行
脚
の
と
き
」
の
前
書
き

前
書
き
が
あ
る
。
漢
詩
の
内
容
に
花
は
出
て
こ
な
い
が
、
暮
れ
な
ず
む
頃
藤
の

花
の
だ
ら
り
と
下
が
っ
た
姿
が
疲
れ
た
旅
人
を
暗
示
し
、
起
句
「
座
来
」
の
な

す
す
べ
も
な
く
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
様
が
思
わ
れ
、
薄
紫
の
花
が
も
の
憂
さ
を

慰
め
る
趣
が
あ
る
。
多
病
の
身
を
も
っ
て
も
行
脚
を
や
め
な
い
芭
蕉
を
追
慕
す

る
許
六
が
思
わ
れ
る
。
序
文
に
い
う
二
の
句
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
山
の
色
、

川
の
音
が
ひ
そ
か
に
旅
人
に
し
の
び
よ
る
鬱
情
が
感
じ
ら
れ
、
第
三
句
「
半
夜

燈
前
十
年
事
」
と
思
い
が
一
気
に
わ
き
あ
が
る
「
転
」
と
な
り
、
そ
の
思
い
は

一
時
に
雨
と
と
も
に
心
の
中
に
ふ
り
そ
そ
ぐ
、
と
流
れ
る
構
成
で
あ
る
。

○
酬
曹
侍
御
過
象
縣
見
寄　

曹
侍
御
が
象
縣
を
過
き
て
寄
せ
見
ら
る
ゝ
に
酬
ゆ　

�

柳
宗
元　
（N

o.66

）

破
額
山
前
碧
玉
流　
　
　

破
額
山
前　

碧
玉
の
流
れ

騒
人
遥
駐
木
蘭
舟　
　
　

騒
人
遥
に
駐ト

ド
ム　

木
蘭
の
舟

春
風
無
限
瀟
湘
意　
　
　

春
風
限
無　

瀟
湘
の
意

欲
採
蘋
花
不
自
由　
　
　

蘋
花
を
採
ん
と
欲
す
る
に
自
由
な
ら
ず

＊
許
六
注　

破
額
山
は
五
祖
寺
の
あ
る
所
、
碧
玉
の
流
は
水
の
色
な
り
。
騒

人
は
曹
侍
御
を
い
ふ
。
遥
駐
は
象
県
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
来
た
る
を
聞
き

及
び
た
り
と
い
ふ
意
。
木
蘭
の
舟
は
舟
を
ほ
め
て
い
ふ
詞
な
り
。
註
に
く

は
し
。
三
の
句
、
常
に
曹
侍
御
が
事
を
忘
れ
ず
、
思
ひ
く
ら
す
と
い
ふ
事
、

瀟
湘
は
曹
侍
御
が
在
り
し
所
、
四
の
句
は
早
速
罷
り
出
で
蘋
花
を
採
っ
て

迎
へ
た
け
れ
ど
も
、
流
人
の
身
自
由
な
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
り
。

《
詩
意
》
石
山
の
麓ふ

も
と

勢
多
の
流
れ
に
。
木も

く

蘭ら
ん

の
舟
を
つ
な
ぎ
て
夜
泊
せ
る
俳
諧

の
翁
い
ま
せ
り
と
遥
に
聞
き
け
り
。
其
風
を
慕
ふ
者
、
あ
る
は
官
袴
に
つ
な
が

れ
儘ま

ゝ

な
ら
ぬ
身
の
恨
に
、
春
風
の
限
り
な
き
を
添
へ
た
り
。
江
東
筑
摩
江
に
は
、

蓴じ
ゅ
ん

菜さ
い

い
た
づ
ら
に
肥
え
て
、
五
老
井
の
新
茶
は
む
な
し
く
壺
に
朽
ち
た
り
と

て
、
相
訪
ら
は
ざ
る
う
ら
み
を
述
べ
た
り
。

（
解
釈
）
許
六
が
芭
蕉
か
ら
「
柴
門
辞
」（
許
六
離
別
詩
）
を
与
え
ら
れ
て
江
戸

を
去
っ
た
の
は
元
禄
六
年
五
月
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
は
芭
蕉
の
提
言
に
従
っ
て

京
の
去
来
と
文
通
し
彦
根
蕉
門
を
経
営
し
て
い
た
。
常
に
芭
蕉
の
直
指
を
願
い
、

何
度
か
芭
蕉
を
招
い
て
い
た
が
、
そ
れ
は
終
に
は
た
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
無
念
が
こ
の
和
訳
に
に
じ
み
で
て
い
る
。
元
禄
七
年
芭
蕉
最
後
の
旅
で
、

芭
蕉
は
名
古
屋
か
ら
故
郷
伊
賀
に
入
り
、
六
月
に
大
津
へ
と
道
を
す
す
め
た
。

勢
多
の
流
れ
は
曲
翠
の
い
た
膳
所
を
い
う
。
彦
根
か
ら
は
五
十
キ
ロ
く
ら
い
の

道
の
り
で
あ
り
、
体
調
の
悪
い
芭
蕉
を
許
六
の
別
墅
五
老
井
に
迎
え
る
の
が
難

し
け
れ
ば
、
許
六
が
馬
で
芭
蕉
が
逗
留
し
て
い
た
曲
翠
方
に
行
っ
て
も
よ
い
は

ず
で
あ
る
が
、
思
う
に
ま
か
せ
な
い
藩
士
の
勤
務
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
他
藩
膳
所
藩
で
二
千
石
の
家
格
の
曲
翠
の
も
と
に
は
軽
々
に
は
訪
ね
ら
れ

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
も
て
な
そ
う
と
し
た
筑
摩
江
の
名
産
蓴
菜
は
太
り
す
ぎ
、
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別
墅
五
老
井
の
新
茶
は
朽
ち
て
し
ま
っ
た
と
、
俳
諧
的
に
嘆
く
「
相
訪
ら
は
ざ

る
う
ら
み
」
は
哀
愁
を
さ
そ
う
。

次
は
《
詩
意
》
を
欠
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
作
者
の
腸
を
捜
し
て
も
底
意
が

認
め
ら
れ
ず
、
和
文
に
述
べ
る
ま
で
も
な
い
と
い
う
詩
で
あ
る
。

○
送
王
永　
　
　
　
　
　
　

王
永
を
送
る　
　
　
　

隆
商　
　
　
　
（N

o.76

）

君
去
春
山
誰
共
遊　
　
　
　

君
去
り
て
春
山
誰
と
共
に
か
遊
ば
ん

鳥
啼
花
落
水
空
流　
　
　
　

鳥
啼
き
花
落
ち
て
水
空
し
く
流
る

如
今
送
別
臨
渓
水　
　
　
　

如
今
別
を
送
て
渓
水
に

他
日
相
思
来
水
頭　
　
　
　

他
日
相
思
ふ
て
水
頭
に
来
た
ら
ん

＊
許
六
注　

詩
意
か
く
れ
た
る
所
な
し
。
訓
ず
る
に
及
ば
ず
。
唐
詩
に
は
此

類
お
ほ
し
。
学
者
の
目
に
応
じ
て
妙
所
あ
ら
は
る
ゝ
も
の
也
。
初
心
の
人

似
せ
よ
き
故
、
こ
の
体
を
作
る
時
鶏
の
ま
ね
の
鴉
な
る
べ
し
。

三　
「
不
易
・
流
行
」
と
「
実
接
・
虚
接
」

　
『
三
体
詩
』
に
は
唐
詩
近
体
の
七
言
絶
句
、
七
言
律
詩
、
五
言
律
詩
の
三
体

が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
に
表
現
上
の
分
類
が
な
さ
れ
て
い

る
。
七
言
絶
句
に
つ
い
て
い
え
ば
、
第
三
句
（
転
句
）
を
「
実
の
句
」
で
接
ぐ

か
、「
虚
の
句
」
で
接
ぐ
か
、
の
「
実
接
」「
虚
接
」
の
二
類
が
主
な
も
の
で
あ

る
。
許
六
の
注
は
周
弼
の
本
注
を
さ
し
て
「
注
に
詳
し
」
と
し
た
あ
と
さ
ら
に

下
心
（
底
意
）
を
汲
む
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
虚
接
」
の
項
に
、
思
わ
ず
自

説
の
俳
論
を
吐
露
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。

　

元
禄
十
年
か
ら
十
一
年
に
か
け
て
、
許
六
と
向
井
去
来
の
間
に
は
誹
論
―
特

に
「
不
易
・
流
行
」
の
応
酬
が
あ
っ
た
。
蕉
風
俳
諧
の
理
念
の
一
つ
で
あ
る

「
不
易
・
流
行
」
は
、
新
し
み
を
求
め
て
た
え
ず
変
化
す
る
流
行
に
こ
そ
、
永

遠
に
変
わ
る
こ
と
の
な
い
「
不
易
」
が
あ
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の

発
現
に
お
い
て
二
人
の
主
張
は
異
な
っ
た
。
去
来
は
「
新
風
よ
う
や
く
い
た
り

て
句
定
ま
る
。
し
か
れ
ば
流
行
を
思
ふ
事
は
趣
向
の
後
、
句
の
前
と
い
は
ん
か
。

又
不
易
は
一
度
心
に
得
て
変
ず
る
こ
と
な
し
。」（
答
許
子
問
難
弁
）
と
、
流

行
・
不
易
を
そ
れ
ぞ
れ
意
識
し
た
作
句
態
度
を
と
っ
た
。
一
方
許
六
は
「
師
の

血
脈
を
大
悟
し
た
る
者
は
全
く
不
易
流
行
の
処
を
論
ぜ
ず
。
―
中
略
―
血
脈
備

わ
っ
て
出
生
す
れ
ば
目
鼻
は
自
然
に
で
き
た
り
。
是こ

れ

不
易
・
流
行
と
わ
か
れ
て
、

男
と
な
り
女
と
な
る
が
ご
と
し
」
と
、
師
か
ら
正
し
く
俳
諧
を
承
継
し
た
者
の

句
で
あ
れ
ば
、
不
易
・
流
行
を
論
じ
る
ま
で
も
な
く
、
で
き
た
句
は
自
ず
と
不

易
の
句
、
流
行
の
句
、
と
な
る
の
だ
と
い
う
。
こ
の
応
酬
を
踏
ま
え
て
許
六
の

「
実
接
」「
虚
接
」
の
注
を
見
る
。

〇
「
実
接
」
実
は
形
あ
る
も
の
を
云
ふ
。
虚
は
心
上
を
云
ふ
。
形
な
き
故

な
り
。
接
は
会
な
り
。
ま
た
続
な
り
。
一
二
四
の
句
虚
に
し
て
、
三
の
句

実
な
る
を
云
ふ
。
是
を
実
接
の
体
と
云
ふ
。（
巻
之
一
）

〇
「
虚
接
」
実
接
の
う
ら
お
も
て
な
り
。
第
三
句
虚
語
を
以
て
一
二
の
実

に
交
ふ
る
心
な
り
。
実
は
風
花
雪
月
目
前
を
云
ふ
。
実
接
虚
接
の
体
を
作

る
と
い
ふ
は
無
き
こ
と
な
り
。
詩
成
つ
て
後
、
実
接
と
な
り
、
虚
接
と
な

る
な
り
。
下
作
の
詩
は
論
ず
る
に
足
ら
ず
（
巻
之
五
）

　

周
弼
に
よ
る
本
注
の
「
実
接
」
は
「
絶
句
の
法
は
大
抵
第
三
句
を
以
て
主
と

な
す
。
―
中
略
―
実
事
を
以
て
意
を
寓
し
て
接
す
れ
ば
、
則
転
換
力
あ
り
。
―

下
略
―
」
と
あ
り
、
許
六
の
自
注
は
穏
当
で
わ
か
り
易
い
と
言
え
よ
う
。
し
か
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し
「
虚
接
」
の
周
弼
本
注
は

第
三
句
、
虚
語
を
以
て
前
二
句
に
接
す
る
を
謂
ふ
な
り
。
亦
語
は
実
な
り

と
雖
も
意
は
虚
な
る
も
の
あ
り
。
承
接
の
間
に
お
い
て
、
略
々
転
換
を
加

へ
反
と
正
相
依
り
、
順
と
逆
相
応
じ
、
一
呼
一
喚
、
宮
商
自
か
ら
諧と

と
の

う
。

―
下
略
―
」
＊
筆
者
注　

宮
商
は
五
つ
の
音
階
。

と
あ
る
。
許
六
注
の
傍
線
部
分
は
明
ら
か
に
俳
諧
の
「
不
易
流
行
の
体
」
を

『
三
体
詩
』
の
「
実
接
虚
接
の
体
」
に
置
き
換
え
て
、
去
来
に
示
し
た
「
血
脈

備
わ
っ
て
出
生
す
れ
ば
―
是こ

れ

不
易
・
流
行
と
わ
か
れ
て
、
男
と
な
り
女
と
な
る

が
ご
と
し
」
の
説
を
披
歴
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

許
六
俳
論
の
拠
り
所
や
、「
作
者
の
腸
」、「
か
く
れ
た
意
味
」
を
も
つ
詩
意

の
あ
る
許
六
の
和
訓
を
少
数
で
あ
る
が
紹
介
し
た
。
許
六
の
没
後
に
追
善
集
に

替
わ
る
も
の
と
し
て
『
歴れ

き

代だ
い

滑
稽

）
（（
（

伝
』
が
出
版
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
本
邦
で
初

め
て
の
列
伝
体
俳
諧
史
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
『
和
訓
三
体
詩
』
も

長
い
闘
病
生
活
の
中
で
書
き
つ
づ
け
ら
れ
、
蕉
門
俳
諧
の
文
雅
を
示
す
も
の
と

し
て
、
許
六
の
「
遺
言
」
と
も
い
え
る
著
作
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

注
1　

講
義
の
抄
物
や
和
刻
本
の
流
布
に
よ
り
流
行
し
た
『
三
体
詩
』
は
『
唐
詩
選
』
発

刊
後
下
火
に
な
っ
た
が
、
明
治
に
い
た
る
ま
で
何
回
か
翻
刻
さ
れ
、
新
し
い
注
釈
書

も
生
ま
れ
て
い
る
。『
増
註
唐
賢
絶
句
三
体
詩
法
』
三
巻
に
限
っ
て
も
室
町
初
期
刊
本
、

明
応
三
年
版
（1494

）、
江
戸
刊
本
（
寛
永
七
、
明
暦
三
、
万
治
二
、
貞
享
五
、
元
禄

九
道
春
訓
点
、
享
保
三
、
安
政
三
）、
漢
文
大
系
所
収
活
版
本
（
明
治
四
十
三
年
）
な

ど
が
あ
る
。（
村
上
哲
見
『
三
体
詩
』
解
説
）

2　
「
通
行
の
増
註
本
の
巻
頭
は
『
増
註
唐
賢
絶
句
三
体
詩
法
』
と
な
っ
て
い
る
が
、
絶

句
の
二
字
は
巻
一
だ
け
の
内
容
を
示
す
も
の
で
、
二
・
三
は
「
七
言
律
詩
」
ま
た
は

「
五
言
律
句
」
と
い
う
よ
う
に
違
っ
て
い
る
。」（
長
澤
規
矩
也
『
漢
文
大
系
二
』
解

題
）

3　
『
本
朝
文
選
』
に
許
六
序
「
我
朝
往
昔
の
昔
よ
り
―
中
略
―
俳
諧
文
章
の
格
式
、
一

言
も
な
し
。
先
師
芭
蕉
翁
。
始
て
一
格
を
た
て
ゝ
．
気
韻
生
動
を
あ
ら
は
せ
り
。」
と

あ
る
。

4　

村
上
哲
見
氏
『
三
体
詩
・
上
』
解
説
、
付
録
『
和
訓
三
体
詩
』
に
つ
い
て
。

5　

木
村
架
空
『
和
訓
三
体
詩
』
廣
益
図
書
・
明
治
三
十
二
年
刊
。
巻
五
ま
で
。
巻
六

と
巻
七
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
注
部
分
に
つ
い
て
は
野
田
弥
兵
衛
版
『
和
訓
三
体

詩
』（
富
山
県
立
図
書
館
蔵
）
を
翻
刻
、
使
用
し
た
。

6　
『
文
選
』
序
は
「
風
雅
の
道
粲
然
と
し
て
観
る
べ
し
」
と
風
雅
を
詩
文
の
意
味
に
用

い
た
。

7　
「
磨
詰
が
藍
田
煙
雨
に
書
す
」
蘇
東
坡
題
跋

8　

手
尓
葉　
「
今
の
誹
諧
師
、
扨
〳
〵
つ
た
な
き
事
也
。『
埋
木
』
と
い
ふ
物
、
版
木

に
出
て
あ
り
。
て
に
は
・
切
字
の
事
、
く
は
し
く
記
す
。
見
せ
た
し
」（『
俳
諧
問
答
』）

9　

承
の
句
は
漢
詩
の
第
一
句
起
句
を
承
け
て
発
展
さ
せ
る
句
で
あ
る
が
、
穏
健
に
作

る
べ
き
句
で
、
突
飛
、
露
骨
な
句
で
あ
っ
た
り
、
反
対
に
平
板
で
あ
っ
た
り
す
る
こ

と
は
避
け
る
べ
き
句
と
さ
れ
る
。
第
三
句
の
「
転
」
の
句
と
表
裏
一
体
で
あ
り
、
別

の
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
元
の
楊
載
（1271-1323

）（「
楊
載
の
起
承
転
結
説

釈
訓
」
鈴
木
敏
雄
『
東
洋
史
訪
』
第
三
巻
）

10　

歌
論　

日
本
の
歌
学
は
中
国
の
詩
論
を
模
し
た
も
の
と
い
う
。（
藤
平
春
男
・
日
本

古
典
文
学
全
集
50
『
歌
論
集
』
解
説
）

11　

伯
牙
・
鐘
子
期　

伯
牙
は
春
秋
時
代
の
琴
の
名
人
。
琴
の
音
を
よ
く
聞
き
分
け
た

鐘
子
期
が
晋
で
、
理
解
者
が
い
な
く
な
っ
た
い
っ
て
、
琴
の
絃
を
切
っ
て
以
後
二
度

と
琴
を
ひ
か
な
く
な
っ
た
。（
伯
牙
絶
絃
「
呂
氏
春
秋
」）

12　
『
歴
代
滑
稽
伝
』
蕉
風
に
至
る
ま
で
の
最
初
の
列
伝
体
誹
諧
史
論
。
正
徳
五
年
九
月
、

冶
天
・
越
闌
・
孟
遠
・
雲
鈴
跋
。
同
年
八
月
二
十
六
日
許
六
死
去
の
際
、
追
善
集
を

つ
く
る
べ
か
ら
ず
と
い
う
遺
言
が
あ
っ
た
。
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図
書
館
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文
庫
『
和
訓
三
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詩
』

『
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三
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詩
』
漢
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系
第
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昭
和
四
十
七
年
増
補
版　

冨
山
房

『
和
訓
三
体
詩
』
木
村
架
空　

明
治
三
十
二
年　

廣
益
図
書

『
三
体
詩
・
上
』
村
上
哲
見　

昭
和
四
十
一
年　

朝
日
選
書

『
俳
文
学
大
辞
典
』

『
訳
注
聯
珠
詩
格
』
揖
斐
高
校
訂　

二
〇
〇
八
年
七
月　

岩
波
文
庫

（
ふ
じ
い
・
み
ほ
こ　

本
学
ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究
セ
ン
タ
ー
客
員
研
究
員
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