
道
真

の
詩

「
秋
夜

、
宿
弘
文

院
」
「
春

詞

二
首

」

の
二
詩
を

め
ぐ

っ
て

―
道
真
の
詩
に
投
影
さ
れ
て
い
る
『
白
氏
文
集
』
か
ら
の
摂
取
態
度
の
一
考
察
（そ
の
八
）

焼

山

廣

志

道
真
四
十

一
歳
の
時
の
も
の
と
さ
れ
る
。

今
回
取
り
挙
げ
る
菅
原
道
真
の
詩
は
、
い
ず
れ
も
先
学
よ
り

『
白
氏
文
集
』
（以
下
、
白
詩
と
略
す
）
か
ら
の
投
影
関
係
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
所
で
あ
る
。
先
学
に
導
か
れ

つ
つ
、
そ
の
白
詩
か
ら

の
摂
取
態
度
に
若
干
の
考
慮
す
る
余
地
が
残

っ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
の
で
、
以
下

一
首
毎
に
考
察
を
し
て
み
る
。

二

 

ま
ず

『菅
原
文
草
』
巻
二
に
所
載
の

「
秋
夜
、
宿
弘
文
院
」
を

取
り
挙
げ
る
。
こ
の
詩
は
川
口
久
雄
氏
に
よ
れ
ば

（岩
波
古
典
文

学
大
系

『菅
家
文
草
、
菅
家
後
集
』
解
説
八
十
七
頁
）
仁
和
元
年
、

*
凶
秋
夜
、
宿
弘
文
院

信
脚
涼
風
得
自
由

弘
文
院
裏
小
池
頭

紀
司
馬
以
他
門
去

藤
少
府
因
入
室
留

梁
上
鶏
遅
知
未
曉

枕
邊
養
急
欲
深
秋

非
無
弊
宅
安
眠
臥

ホ
ホ

乗
興
來
時
物
外
遊

あし

タか

脚
に
信
せ
て
涼
し
き
風
に
自
由
を
得
た
り

うら

ほとワ

弘
文
院
の
裏

小
さ
き
池
の
頭

紀
司
馬
は

他
門
な
る
を
以
て
去
る

藤
少
府
は

入
室
に
因
り
て
留
るあ

梁
上
の
鶏

遅
く
し
て

未
だ
暁
け
ざ
る
こ
と
を
知
る

のぎ
ず

枕
邊
の
萎

急
に
し
て

秋
深
ま
ら
ん
と
す

へいたく

弊
宅
の

眠
臥

安
ら
か
な
る
こ
と
無
き
に
非
ざ
れ
ど
も

ご
ゐ
う

の
た

興
に
乗
り
て
來
り
し
と
き
よ
り

物
外
に
遊
ぶ

*
作
品
番
号
は
岩
波
古
典
文
学
大
系
本
に
従
う
。
本
文
、
訓
み

一91一



は
概
ね
岩
波
古
典
文
学
大
系
本
に
従
う
。

渉̂
）

*
*
岩
波
古
典
文
学
大
系
本
で
は

「
輿
」
と
あ
る
が
、
内
閣
文
庫

き
ょ
う

本

・
松
平
文
庫
本

・
蓬
左
文
庫
本
に
よ
り

「
興
」
に
改
め
た
。

こ
の
道
真
の
詩
に
投
影
さ
れ
て
い
る
白
詩

の
指
摘
は
、
既
に
金

子
彦
二
郎
氏
に
よ
り
次
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
。
（『
平
安
時
代

文
學
と
白
氏
文
集
―
道
真
の
文
學
研
究
篇
第
二
冊
―
』
三
一二
四
頁
）

『菅
家
文
草
』
（撒

「秋
夜
、
宿
弘
文
院
」）

恥
上
鶏
遅
知
来
曉

枕
邊
萎
急
欲
深
秋

『白
氏
文
集
』
（解

晩
秋
夜
」
）

寒
鴻
飛
か
鄭
魯
肺

鄭
跡
鄭
愚
矩
拠
加

（
・
同
語
句

△
は
類
似
語
句
を
示
す
）

こ
こ
で
こ
の
白
詩

「
晩
秋
夜
」
を
挙
げ
て
み
る
。

 
、
昭
晩
秋
夜

碧
空
溶
溶
月
華
静

舞
謝

月
裏
愁
人
弔
孤
影

月
裏

溶
溶
と
し
て

月
華
瀬
か
な
り

とむら

愁
人

孤
影
を
弔
ふ

花
開
残
菊
傍
疎
籠

葉
下
衰
桐
落
寒
井

塞
鴻
飛
急
寛
秋
壼

郡
鶏
鳴
遅
知
夜
永

凝
構
不
語
空
所
思

風
吹
白
露
衣
裳
冷

*
作
品
番
号

・
本
文

・
訓
み
と
も
に
新
釈
漢
文
大
系

三
』
に
従
う
。

そ
り

そ

花
開
き
て

費
菊

疎
簿
に
傍
ひ

す
いと
う

かん
せい

葉
下
ち
て

衰
桐

寒
井
に
落
つ

罧
漸

飛
ぶ
こ
と
急
に
し
て

秋
の
墨
く
る
を
覧
え

蝦
郷

鳴
く
こ
と
遅
く
し
て

夜
の
永
き
を
知
る

た

情
を
凝
ら
し
て
語
ら
ず

空
だ
思
ふ
所
あ
れ
は

ひやや

風

白
露
を
吹
い
て

衣
裳
冷
か
な
り

『
白

氏

文

集

こ
の
詩
の
意
は

「広
く
ひ
ろ
が
る
夜
空
高
く
月
光
が
静
か
に
照

ら
し
、
月
明
り
の
中
に
愁
人
が
寂
し
く
我
が
孤
影
を
い
と
お
し
ん

あ
ら

ま
が
き

で
い
る
。
し
な
び
た
菊
が
花
弁
を
開
い
た
ま
ま
疎
い
籠
に
沿

っ
て

続
き
、
萎
れ
た
梧
桐
の
葉
が
ひ
ら
ひ
ら
と
も

の
わ
び
し
い
井
戸
に

落
ち
る
。
北
来
の
雁
が
せ
わ
し
く
飛
ん
で
秋

の
終
り
を
感
じ
、
隣

家
の
難
が
朝
遅
く
鳴
い
て
秋
の
夜
長
を
知
る
。
物
言
わ
ず
じ

っ
と

心
を
集
中
し
て
ひ
た
す
ら
物
思
い
に
ふ
け

っ
て
い
る
と
、
秋
風
が

白
露
を
吹
い
て
、
着
物
が
ひ
ん
や
り
し
て
く

る
」
（
新
釈
漢
文
大

系

『
白
氏
文
集
三
』

=
二
九
頁
よ
り
抜
粋
）
と
な
る
。

こ
の
白
詩
と
道
真
の
詩
と
の
比
較
を
し
て
み
る
と
金
子
氏
の
指
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摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
白
詩

の
六
句
目

「
鄭
鶏
鳴
遅
知
夜
永
」

が
道
真

の
詩
で
は
五
句
目
に

「梁
上
鶏
遅
知
未
曉
」
と
し
て
ほ
ぼ

忠
実
に
投
影
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
白
詩
の
五
句
目

「塞
鴻
飛
急

覧
秋
蓋
」
は
、
先
の
白
詩
の
六
句
目
と
対
に
な

っ
て
い
る
句
で
、

こ
れ
を
道
真
は
六
句
目
で

「枕
邊
養
急
欲
深
秋
」
と
し
て
五
句
目

と
対
に
し
て
発
想
を
白
詩
よ
り
学
ん
で
い
る
と
み
て
大
過
な
い
と

思
う
。

つ
ま
り
、
「秋

の
深
ま
り
終
わ
り
ゆ
く

こ
と
」
を
白
詩
で

は

「
塞
鴻
」
に
見
出
し
た
の
に
対
し
、
道
真
は

「
養

の
鳴
き
声
」

に
見
出
し
て
い
る
句
作
り
で
あ
る
。
こ
の
両
詩
の
二
句
に
投
影
関

係
が
指
摘
で
き
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
更
に
発
想
面
で
の
類

似
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
白
詩
の
七
、
八
句

「凝
情
不
語
空
所
思
/

風
吹
白
露
衣
裳
冷
」
の
句
意
を
道
真
が

一
、
二
句
で

「信
脚
涼
風

得
自
由
/
弘
文
院
裏
小
池
頭
」
の
句
作
り
に
生
か
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
白
詩
に
言
う

「
凝
情
」
を

道
真
は

「
信
脚
」
と
替
え
、
「
風
吹
白
露
衣
裳
冷
」

の
白
詩

の
語

句
を
道

真
は

「
涼
風
得
自
由
」
と
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
道
真
の
詩
の
六
句
目
に
再
度
視
点
を
移
し
て
み
る
。
発

想
的
に
は
白
詩
に
拠

っ
て
い
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る

が
、
「
枕
邊
の
養
」
の
詩
語
の
使
い
方
に
注

目
し
て
み
た

い
の
で

あ
る
。

先
学
よ
り
指
摘
さ
れ
て
久
し
く
な
る

『藝

文
類
聚
』
の
騒
著
部

の

「蜷
蜂
」
を
見
る
と

（注

一
）

爾
雅
日
、
蜷
蝉
、
養
也

（中
略
）
禮
記
日
、
季
夏
之
月
蜷
蝉
居

壁

（中
略
）
毛
詩
日
、
蜷
蜂
在
堂
、
歳
章

云
暮
、
詩
義
疏

日
、

蜷
蜂
以
蛙
而
小
、
正
黒
、
目
有
光
澤
、
如
漆
、
有
角
翅
。

し
つ
し
ゅ
つ

「養
」
は

『爾
雅
』
で
は

「
蜷
蜂
」
の
こ
と
と
説
明
さ
れ
て
お

り
、
「
幡
蜂
」
と
は
詩
義
疏
に
よ
る
と

「
蜷
蜂
は
蛙

（
ー
い
な

ご
）
に
似
て
そ
れ
よ
り
小
さ
く
、
正
黒
で
光
沢
が
有
り
、
漆
の

よ
う
で
あ
る
。
又
角
翅
の
あ
る
虫
」
と
い
う
こ
と
で
、
今
で
い

う

「
こ
お
ろ
ぎ
」
を
指
す
こ
と
が
わ
か
る
。
『
禮
記
』
に
は
季

夏
の
月

（
=
陰
暦
六
月
）
に
蜷
蜂
は
壁
に
居
る
と
あ
り
、
『
詩

こ
ニ

経
』
に
は

「蜷
蜂
は
堂
に
在
り
、
歳
章
に
其
れ
暮
れ
ん
」
と
あ

る
の

一
文
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
道
真
に
限
ら
ず
当
時

の
詩
人
達
に
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と
り
、
詩
作
の
素
材
と
し
て

『
藝
文
類
聚
』
『
初
学
記
』
な
ど

の

「
類
書
」

の
利
用
は
、
常
識
化
し
て
お
り
、
換
言
す
れ
ば
、
あ
る

詩
題
で
詩
を
詠
む
時
は
、
ま
ず

「
類
書
」
に
見
え
る
同
じ
題
の
内

容
を
く

ま
な
く
探
し
求
め
た
と
想
像
さ
れ
る
こ
と

へ
の
言
及
は
小

島
憲
之

氏
を
は
じ
め
と
し
て
先
学
よ
り
頻
り
に
指
摘
さ
れ
る
所
で

あ
る
。

こ
こ
で
も
道
真
が

「
養
」
と
い
う
語
を
使
う
に
あ
た
り
、

こ
の

『
藝
文
類
聚
』

の

一
文
を
踏
ま
え
て
い
る
事
は
十
分
考
え
ら

れ
る
。

そ
の
中
で
も

『
詩
経
』
の

一
文
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の

『詩
経
』

の

一
文
は

「
唐
風
」
の

「蜷
蜂
」
の
中
で
最
初

の

一
、

二
句
に
使
わ
れ
て
い
る
部
分
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
そ
の

原
文
と
訓
読
文
を
次
に
挙
げ
て
み
る
。

蜷
蜂

蜷
蝉
在
堂

歳
車
其
莫

今
我
不
樂

日
月
其
除

無
已
大
康

職
思
其
居

好
樂
無
荒

良
士
崔
盟

罐つ

 

し
つし
ゅ
つ

と
し
ニ
こ

モ

く

蜷
蝉
堂
に
在
り

歳
翠

に
其
れ
莫
れ
ん

た
の
し

に
ち
げ
つ
モ

さ

今
我

楽
ま
ず
ん
ば

日
月
其
れ
除
ら

ん

は
こ
は

た
の
し

し
ヨぐ

そ

の
ユ

己
だ
大
い
に
康
む
無
か
れ

職

と
し

て
其

の
居
を
思

へ

た
難
か

好
む
も
濡
む
も
無
か
れ

良
士
は

留
趣

蜷
蜂
在
堂

今
我
不
樂

無
已
大
康

好
樂
無
荒

蜷
蜂
在
堂

今
我
不
樂

無
已
大
康

好
樂
無
荒

歳
車
其
逝

日
月
其
遙

職
思
其
外

良
士
願
願

し
つ
し
り
つど
う

ニ
ニ

ゆ

蟻

蜂
堂

に
在
り

歳
車

に
其
れ
逝

か
ん

じ
つ
げ
つ
そ

ゆ

今

我
樂
ま
ず
ん
ば

日
月
其
れ
逡
か

ん

は
セ
は
お
ほ
い

た
の

已
だ
大

に
康
む
無
か
れ

職
と

し
て
其

の
外
を
思

へ

た
のし
み
リリの

す
さ

り
 う
し

樂
を
好
む
も
荒
む
も
無
か
れ

良
±

は
豚
豚

え
ど
し

ヤ
モ

ぽ
ロ
う

役

車

其

休

蟻
蝉

堂
に
在
り

役
車
其
れ
休
す

じ
つ
げ
つ
モ

ナ

日
月

其

稻

今
我
樂
ま
ず
ん
ば

日
月
其
れ
稻
ぎ
ん

は
セ
は

お
ほ
い

た
の
し

し

ニ
く

う
れ
ひ

職

思

其

憂

已
だ
大
に
康
む
無
か
れ

職
と
し
て
其
の
憂
を
思
へ

た

の
し
み

ニ

の

す

さ

リ

ワ
う
し

ぽ
う
ほ

う

良
士
休
休

樂
を
好
む
も
荒
む
も
無
か
れ

良
士
は
休
休

（原
文
及
び
訓
読

は
高
田
眞
治
著

『漢

詩
大
系
詩
経
上
』

に
従
う
。
i
線
は
筆

老
が
付
す
。
）

こ
の
詩
の
中
で

「蜷
蜂
」
は

「蜷
蜂

堂

に
在
り
」
と
い
う
句

で
三
度
繰
り
返
し
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
詩
の
内
容
に
つ
い
て
の
考

察
は

（注
二
）
は
本
論
の
意
図
す
る
も
の
か
ら
外
れ
る
の
で
割
愛

す
る
が
、
道
真
の
六
句
目
の
表
現
は
、
『詩

経
』

の
詩
内
容

の
意
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図
す
る
も

の
を
踏
ま
え
て
の
摂
取
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
表
現

技
巧
の
レ
ベ
ル
で
の
摂
取
に
留
ま

っ
て
い
る
、
い
わ
ば
断
章
取
義

の
句
作
り
が
な
さ
れ
て
い
る
箇
所
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
だ
と
考

え
る
。
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
『詩
経
』
そ
の
も

の
に
こ
の
句

の
出

典
を
求
め
る
よ
り

「類
書
」
で
あ
る

『
藝
文
類
聚
』
の
中
に
あ
る

『詩
経
』

の

一
文
か
ら
の
引
用
を
通
し
て
の
句
作
り
を
裏
付
け
る

も
の
と
し
て
考
え
る
べ
き
所
だ
と
思
う
。

更
に
補
足
を
加
え
る
と
、
こ
の

「
蜷
蜂

堂
に
在
り
」
の
句
の

説
明
と
し
て
高
田
眞
治
氏
は
、

蠕
蜂
は
野
に
鳴
く
も

の
で
あ
る
が
、
秋
の
末
、
冬
の
初
め
の
頃
、

寒
さ
が
迫
る
と
家
の
堂
中
に
は
い
る
。
堂
は
土
間
で
あ
る
か
ら

蠕
蜂
が
外
か
ら
は
い

っ
て
来

て
堂
に
鳴
く
の
で
あ
る
。
陰
暦
九

月
の
候
で
あ
る
。
（『漢
詩
大
系

詩
経
上
』

四

一
九
頁
）

と
言
及
さ
れ
て
い
る
。

又
、

こ
の

『詩
経
』

の
漢
代

の
注
釈
と
し
て
現
存
し
て
い
る

「
毛
氏
傳
」
略
し
て

「
毛
傳
」
あ
る
い
は

「
毛
詩
」
に
は
、
「
蜷
蜂

在
堂

歳
車
其
莫
」
の
注
と
し
て

蜷
蜂
は
養
な
り

九
月
堂
に
在
り
、
車
は
遂

（
11
続
い
て
、
漸

く
）
な
り

（傍
線
は
筆
者
加
筆
）
（注
三
）

と
あ
る
。
道
真
は

『詩
経
』
の
詩
句
の
み
な
ら
ず
こ
の
詩
注
の
内

容
も
理
解
し
た
上
で

「蜷
蜂
堂
に
在
り
」
を

「枕
邊
の
養
」
と
し

て
使
い
、
「急
に
秋
深
ま
ら
ん
と
す
」
の
表
現
に
は
、
『詩
経
』
の

 

コ

 

 

 

 

 

 

 

 

「歳
車
に
其
れ
莫
れ
ん
」
及
び
注
の

「九
月

堂
に
在
り
」

の
内
容

理
解
が
な
さ
れ
て
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

以
上
の
事
か
ら
道
真
の
詩
六
句
目

「枕

邊
の
養
、
急
に
し
て
秋

深
ま
ら
ん
と
す
」
は
、
五
句
目
の

「梁
上

の
鶏
遅
く
し
て
未
だ
曉

け
ざ
る
を
知
る
」
と
対
に
な

っ
て
お
り
、

そ
の
発
想
は
白
詩

の

「
晩
秋
夜
」
に
拠
り

つ
つ
も
詩
語
そ
の
も
の
は

『
詩
経
』

に
そ

の

出
典
を
求
め
る
こ
と
の
で
き
る
こ
と
が
判

明
し
た
。

次
に
八
句
目
の

「
乗
興
來
時
物
外
遊
」
に

つ
い
て
考
察
を
し
て

 

 

み
る
。
岩
波
古
典
文
学
大
系
本
で
は

「乗
興
」
が

「乗
輿
」
と
な

っ

て
お
り
、
川
口
久
雄
氏
は
頭
注
で

た
ま
に
は
車
で
で
か
け
て
俗
塵
を
忘
れ

る
の
も

一
興
で
は
な
い

か
。
輿
は
車
の
ボ
デ
ィ
。
車
輿
の
義
。

（岩
波
古
典
文
学
大
系

『
菅
家
文
章

菅
家
後
集
』
二
二
五
頁
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頭
注
八
）

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
所
を
内
閣
文
庫
本

・
松
平
文
庫
本

・

蓬
左
本
庫
本

『菅
家
文
草
』
に
あ
た
る
と
、
い
ず
れ
も

「
輿
」
が

「興
」
に
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
を

「興
」
と
し
て
訓
む
と

こ
の
八

句
目
は
次
の

一
文
の
内
容
が
踏
ま
え
ら
れ
て
の
句
作
り
だ
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『晋
書
』
巻
八
〇
、
王
徽
之
傳
に

か
つ

は

嘗
て
山
陰
に
居
り
夜
、
雪
初
め
て
霧
れ
月
色
清
朗
に
し
て
四
望

浩
然
た
り
。
独
り
酒
を
酌
み
左
思
の
招
隠
詩
を
詠
ず
。
忽
ち
戴

蓬
を
憶
ふ
。
蓬
、
時
に
刻
に
在
り
。
便
ち
夜
小
舟
に
乗
り
て
之

に
詣

る
。
宿
を
経
て
方
に
至
る
。
門
に
造
り
て
前
ま
ず
し
て
反

る
。
人
其
の
故
を
問
小
。
徽
之
曰
は
く

「
本
も
と
興
に
乗
じ
て

来
た
り
。
興
尽
き
て
反
る
。
何
ぞ
必
ず
し
も
安
道
を
見
ん
や
」

と
。

（傍
線
筆
者
）

た
と
い
う
話

（注
四
）
で

『蒙
求
』
（巻
上

）
に
も

「
子
猷
尋
戴
」

と
い
う
標
題
で
載
せ
ら
れ
て
い
る
話
で
あ
る
。

こ
の
道
真
の
八
句
目
の
裏
現
に
こ
の
故
事

が
踏
ま
え
ら
れ
て
い

る
と
考
え
れ
ば
、
前
の
七
句
目

「弊
宅

の
眠
臥
安
な
る
こ
と
に
な

き
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
」
（ロ
自
分
の
家
の
方

が
ぐ

っ
す
り
ね
む
れ

る
の
は
ね
む
れ
る
の
だ
が
）
を
受
け
て
八
句
目
で

「興
に
乗
り
て

来
り
し
時
よ
り
物
外
に
遊
ぶ
」
（
11

〈
敢
え

て
弘
文
院
に
泊
ま

っ

て
い
る
の
は
〉
王
徽
之
の
故
事
で
は
な
い
が
、
急
に
興
が
わ
い
て

ひ
と
と
き

そ
れ
に
乗
じ
て
俗
事

の
外
に
身
を
お
い
て

一
時
を
思
い
の
ま
ま
楽

し
ん
で
い
る
か
ら
な

の
で
あ
る
L

の
句
意
が
自
然
に
読
み
手
に
伝

わ

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
故
に

「
輿
」
は

「
興
」
と
改
め
る
べ
き

所
で
あ
る
と
思
う
。

三
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と
あ
る
。

つ
ま
り
こ
の
故
事
は
晋

の
王
徽
之

（字
は
子
猷
）
が
山

陰
に
い
た
こ
ろ
雪

の
晴
れ
た
月
明
の
夜
、
ふ
と
刻

に
い
る
戴
逡

（安
道
）
に
会

い
た
く
な

っ
て
、
小
舟
に
乗

っ
て
訪
ね
て
行

っ
た

が
門
前
ま
で
行
く
と
興
が
尽
き
た
と
い

っ
て
会
わ
ず
に
ひ
き
返
し

以
上
、
道
真
の

「秋
夜
、
宿
弘
文
院
」
の
詩
句

の
中
で
特
に
五

句
と
六
句
目
、
七
句
と
八
句
目
に
重
点
を
置

い
て
考
察
し
て
み
た

が
表
現
の
発
想
を
白
詩
に
求
め
て
い
る
こ
と
は
肯
首
で
き
る
も
の

の
、
そ
の
白
詩
か
ら
の
摂
取
は
、
断
章
取
義
的
な
表
面
的
な
も
の



に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
そ
の

一
方
で

「
類

書
」
等

の
利
用
を
通
し
て
白
詩
以
外
の
漢
籍
、
こ
こ
で
は

『詩
経
』

や

『
奢
書
』
な
ど
の

一
文
か
ら
の
摂
取
も
同
時
に
行
な
わ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
当
時
の
漢
詩
人
達
が
詩
作
に
於
け
る
素
材
、
発
想

を
ど
の
よ
う
な
も
の
に
求
め
て
い
た
の
か
、
そ
の

一
端
が
窺
え
る

作
品
で
あ

っ
た
と
思
う
。

遥
思
去
歳
始
花
梅

蹄
鴻
若
當
家
門
過

爲
報
春
眉
結
不
開

*

作

品

番

号

・

従

う

。

は
る
ひ

い

と
し

遙
に
思
ふ

去

に
し
歳
始
め

て
花
さ
き
し
梅
を

か
り

も

あ
た

踊
ら
む
鴻

の

若
し
家

の
門

に
當
り
て
過
ぎ
な
ば

ウ
す
ぱ
ほ

爲
に
報
げ
よ

春

の
眉

の
結
れ

て
開
け
ず
と

本
文
・
訓
み
と
も
に
岩
波

古
典
文
学
大
系
本
に

四

次
に

『
菅
家
文
草
』
巻
四
に
所
載
の

「
春
詞
二
首
」
を
取
り
上

げ
て
み
る
。

春
詞
二
首

魏
和
風
料
理
遍
周
遊

山
樹
紅
開
水
緑
流

自
古
人
言
春
可
樂

何
因
我
意
凛
於
秋

㎜
雨
後
江
邊
草
染
來

し
つ
ら

し
つ
い
う

和
風

料
理

ひ
て
遍
く
周
遊
す

山
樹

紅
に
開
き

水
緑
に
流
る

い
に
し
へ

古
よ
り
人
は
言

へ
ら
く

春
は
樂
し
ぶ
べ
し
と

こ
ニ
る

え

何
に
因
り
て
か

我
が
意
の
秋
よ
り
も
凛
た
る

ロ
と
り

そ

の

雨
の
後

江
の
邊

草
染
來
れ
り

こ
の
道
真
の
二
詩
と
関
わ
り
の
あ
る
と
思

わ
れ
る
白
詩
は

「渇

陽
春
三
首
」
と
題
さ
れ
る
連
作
中
の
も
の
で
あ
る
。
三
首
い
ず
れ

も
白
居
易
が
江
州
司
馬
と
し
て
異
郷
の
地

で
春
を
迎
え
、
送
る
心

情
を
主
題
に
句
作
り
し
て
い
る
作
品
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
道
真
の

詩
と
関
わ
り
の
深
い
と
思
わ
れ
る

「春
生
」

「
春
來
」

の
二
首
を

取
り
挙
げ
て
み
る
。
（注
五
）

溶

陽
春

三
首

む
*
02
春

生

1
春
生
何
塵
闇
周
遊

海
角
天
涯
遍
始
休

元
和
十
二
年
作

あん

春
生
じ
て

何
れ
の
虞
に
か
闇
に
周
遊
す
る

海
角

天
涯

遍
く
し
て
始
め
て
休
す
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先
遣
和
風
報
消
息

績
教
帰
鳥
説
來
由

展
張
草
色
長
河
畔

瀦
綴
花
房
小
樹
頭

若
到
故
園
鷹
寛
我

爲
傳
論
落
在
江
州

*

1021

春

來

 

春
來
鰯
動
故
郷
情

忽
見
風
光
憶
雨
京

金
谷
腸
花
香
騎
入

曲
江
畷
草
銀
車
行

誰
家
湶
酒
歓
連
夜

何
塵
紅
縷
睡
失
明

猫
有
不
眠
不
酔
客

纒
春
冷
坐
古
溢
城

先
づ

和
風
を
し
て

消
息
を
帽
ぜ
し
め

っづ

ら
い
い
う

と

縮

い
て
囁
鳥
を
し
て
來
由
を
説
か
し
む

て
ん
ち
マ
う

ロと
り

草
色
を
展
張
す

長
河

の
畔

て
ん
て
い

い
た
だ
ニ

花
房
を
黙
綴
す

小
樹
の
頭

も

もと

若
し
故
園
に
到
ら
ば

慮
に
我
を
覚
む
べ
し

つた

りんらく

爲
に
傳
へ
よ

輪
落
し
て
江
州
に
在
り
と

し
ょく
ど
う

春
來

つ
て

鱗
動
す

故

郷
の
情

た
ち
き

忽
ち
風
光
を
見
て

雨
京
を
憶

ふ

ふ

び
う
を

金
谷

花
を
撮
ん
で

香
騎
入

り

む
し

で
ん
し
や

曲
江

草
を
碍

っ
て

錨
車
行

く

リ
ニく
し
り
く
わ
ん

誰
が
家
か

津
酒

猷

夜
を

連
ね

い
つ

のと
グろ
う

す
ゐ

わ
い

何
れ

の
虜
か

紅
権

睡

明

を
失
ふ

猫
り

眠
ら
ず
酪
は
ざ

る
の
禦

有
り

ム

こ
ぼ
ん
じ
やう

春
を
脛
る
ま
で
冷
坐
す

古
湿
城

判
的
研
究
』
の
綜
合
作
品
表

の
分
類
番
号

に
従
う
。
本
文
は
那

波
本

『白
氏
文
集
』
に
従
い
、
訓
み
は
新
釈
漢
文
大
系

『
白
氏

文
集
四
』
に
従
う
。

こ
の
白
詩
は
元
和
十
二
年
、
白
居
易
四
十
六
歳
の
時
、
江
州
で

詠
作
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
（花
房
英
樹
著

『
白
氏
文
集

の
批
判

的
研
究
』
、
『白
居
易
研
究
』
よ
り
）

一
方
、
道
真
の
詩
は
仁
和
五

年
、
道
真
四
十
五
歳

の
時
、
讃
岐
の
地
で
詠
作
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
（岩
波
古
典
文
学
大
系

『菅
家
文
草

・
菅
家
後
集
』
菅
原
道

真
年
表
よ
り
）
二
氏
の
作
品
の
詠
作
が
、
い
ず
れ
も
異
郷
の
地
で

な
さ
れ
て
い
る
点
で
詠
作
事
情
に
類
似
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き

る
。こ

こ
で
作
品
内
容
の
比
較
に
移

っ
て
み
る
。
両
詩
の
関
わ
り
に

つ
い
て
は
既
に
金
子
彦
二
郎
氏
よ
り
、
道
真

の
詩
と
白
詩
三
首
中

の

「春
生
」
に

つ
い
て
の
指
摘
が
あ
る
。
（
注
六
）
両
詩
中

の
同

語
句
を

・
印
、
類
似
語
句
を
△
印
で
図
式
す

る
と
次
の
よ
う
に
な

る
。
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*

『
白
氏
文
集
』
の
作
品
番
号
は
花
房
英
樹
著

『
白
氏
文
集
の
批

『
白
氏
文
集
』

『菅
家
文
草
』
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塵
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ム

 

ム

 

海
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先
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績
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展
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色
長
河
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ム

 

ム
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綴
花
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小
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若
到
故
園
鷹
覚
我

蔚
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江
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春
詞
二
首

 

 

 

 

 

 

 

魏
和
風
料
理
遍
周
遊

 

 

 

 

 

ム

 

山
樹
紅
開
水
緑
流

自
古
人
言
春
可
樂

何
因
我
意
凛
於
秋

 

 

の

 

ム

㎜
雨
後
江
邊
草
染
來

 

 

 

遥
思
去
歳
始
花
梅

 

ム

 

 

ム

蹄
鴻
若
當
家
門
過

蔚
鞭
魯
暦
纈
恥
騨

語
句

の
類
似
に
限

っ
て
み
る
と
、
道
真
の
詩
二
首
は
白
詩

「春

生
」
と

の
関
わ
り
の
極
め
て
強
い
こ
と
が
わ
か
る
。
道
真
が
こ
の

白
詩
に
拠

っ
て
い
る
こ
と
は
詩
題
の
類
似
の
点
か
ら
も
明
ら
か
で

あ
る
と
思
う
。

次
に
句
作
り
の
発
想
の
類
似
と
し
て
ま
ず
白
詩

「
春
生
」
の
七
、

八
句
目
と
道
真
の
二
八
三
の
詩
の
第
三
、
四
句
目
を
指
摘
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

道
真

の
詩
の
第
三
、
四
句

「露
鴻
若
當
家
門
過
/
爲
報
春
眉
結

不
開
L
の
直
接
の
典
拠
は

わ
れ
る
。

『
漢
書
』
の
蘇
武
傳
の
次
の
故
事
と
思

（
漢

書

、
蘇

武

傳

）
昭

帝

邸

位

敷

年

、
旬

奴

與

漢

和

親

、
漢

求

二

武

等

一、

旬

奴

誰

言

、

武

死

、

云

云

、
常

恵

教

二
漢

使

者

一
謂

二
軍

干

二
言
、

天
子

射

二
上

林

中

一得

・
雁

足

有

・
係

=
畠

書

一
、

言

武

等

在

二
其

澤

中

一、

使

者

大

喜

、

如

二
恵

語

一
以

譲

二
軍

子

}覗

二
左

右

一

而

驚

謝

二
漢

使

一日

、

武

等

實

在

。

薦R
ヒ

糠
購

「
類
書
」
で
あ
る

『
藝

文
類
聚
』

の
鳥
部

の

史
記
日
、
蘇
武
旬
奴
中
、
昭
帝
遣
使
通

和
、
武
思
露
、
乃
夜
見

漢
使
、
教
使
謂
軍
干
日
、
天
子
射
上
林
中

、
得
膓
、
足
有
係
島

書
、
言
武
等
在
其
澤
中
、
使
者
如
其
言
、
軍
干
大
驚
、
乃
使
武
還

（『藝
文
類
聚

下
』
中
華
書
局

一
五
七
八
頁
）

と
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
道
真
が
こ
の
故
事
を
踏

ま
え
て
い
る
事
は
疑

う
余
地
も
な
い
が
、
こ
の
句
作
り
の
発
想

そ
の
も
の
は
、
「
春
生
」

・.



の
第

七
、
八
句

「若
到
故
園
鷹
寛
我
/
爲
傳
濡
落
在
江
州
」

に

拠
る
も

の
と
考
え
た
い
。
こ
の
白
詩
の
句
意
は

「
春
よ
、
若
し
私

の
故
郷

に
到

っ
て
私
を
尋
ね
る
こ
と
が
あ

っ
た
ら
、
私
に
か
わ

っ

て
、
自

分
は
落
ち
ぶ
れ
て
江
州
に
い
る
と
伝
え
て
お
く
れ
」
と
な

り
、
道
真

の
詩

の
句
意
は

「
も
し
蹄
る
鴻
が
京
都
の
私
の
家
に
立

ち
寄
る
な
ら
ば
、
私
に
か
わ

っ
て
讃
岐
に
い
る
自
分
の
眉
は
愁
い

の
た
め
閉
ざ
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
と
伝
え
て
お
く
れ
」
と
な
る
。

白
詩
で
は

「春
」
を
擬
人
化
し
て
故
郷

へ
自
分
の
消
息
を
伝
え
て

欲
し
い
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
道
真
の
詩
で
は

『
漢
書
』
の
故

事
を
踏
ま
え

「鴻
」
を
擬
人
化
し
、
故
郷

へ
自
分
の
状
況
を
伝
え

た
い
と
す
る
表
現
箇
所
で
あ
る
。
そ
こ
に
は

「
春
」
と

「
鴻
」
と

い
う
行
為
の
主
体
の
相
違
は
あ

っ
て
も
、
発
想
は
全
く
同

一
だ
と

看
倣
し

て
大
過
な
い
と
思
う
。
故
に
、
こ
の
道
真
の
第
三
、
四
句

の
発
想
は
白
詩
に
拠

っ
た
も
の
と
結
論
付
け
た
い
。

更
に
道
真
の
詩
二
八
二
の
第
三
、
四
句

「
自
古
人
言
春
可
樂
/

何
因
我
意
凛
於
秋
」
に
注
目
し
て
み
る
。
三
句
目
の

「
自
古
人
言

春
可
樂
」
の
注
と
し
て
川
口
久
雄
氏
は

「
春

可
樂
」
は
夏
侯
湛
に

「
春
可
樂
賦
」
が
あ
る
。

こ
こ
の

「
古
人
言
」
と
は
こ
れ
を
指
す
。

（岩
波
古
典
文
学
大
系

『菅
家
文
草

・
菅
家
後
集
』
補
注

六
三
九
頁
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
も
中
国
の
類
書

『藝
文
類
聚
』
を
ひ
も
と
く
と
、

「春
」
の
部
の
賦
の
所
に
川
口
氏
の
指
摘
さ
れ
て
い
る
夏
侯
湛

の

「春
可
樂
」
と
王
塵

の

「春
可
樂
」
の
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（注
七
）
道
真
の
三
句
目
の

「
自
古
人
言
春

可
樂
」

の
出
典

の
考

察
と
し
て
こ
の
川
口
氏
の
指
摘
さ
れ
て
い
る
賦
か
ら
の
投
影
に
疑

問
を
は
さ
む
だ
け
の
明
確
な
根
拠
は
見
出
せ
な
い
が
、
前
掲
の
白

詩

「
春
來
」
に
目
を
移
す
と
、
は
る
か
に
詩
内
容
に
於
い
て
投
影

関
係
を
具
体
的
に
指
摘
で
き
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
そ
の
点

に
つ
い
て
以
下
詳
述
し
て
み
る
。

こ
こ
で
白
詩
の
意
は

「
春
が
来
る
と
私
は
望
郷
の
念
に
駆
ら
れ
、

忽
と
あ
た
り
を
見
た
だ
け
で
も
、
長
安

・
洛
陽

の
金
谷
園
で
は
、

落
花
を
踏
ん
で
花
見
の
華
や
か
な
騎
馬
が
乗
り
入
れ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
し
、
長
安
の
曲
江
で
は
、
草
を
引

き
つ
ぶ
し
て
飾
り
立
て

た
車
が
行
き
交

っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
美
酒

を
酌
ん
で
夜
中
ま
で

も
歓
楽
を
尽
く
す
者
も
い
れ
ば
、
紅
楼
で
未
明
ま
で
騒
ぎ
、
暁
を
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忘
れ
て
眠
り
こ
け
る
老
も
い
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
私
だ
け
は
、

江
州
に
あ

っ
て
眠
る
こ
と
も
で
き
ず
、
酔
う
こ
と
も
で
き
な
い
ま

ま
、
春

の
期
間
中

一
人
ぽ

つ
ん
と
寂
し
く
江
州
の
古
城
に
坐
り
こ

ん
で
い
る
だ
け
で
あ
る
。
」
（新
釈
漢
文
大
系

『
白
氏
文
集
四
』
二

三
～
二
四
頁
の

「
通
釈
」
を
引
用
）
と
な
る
よ
う
だ
が
、
三
句
目

の

「金

谷
躁
花
香
騎
入
」
か
ら
六
句
目
の

「
何
庭
紅
櫻
睡
失
明
」

ま
で
の
詩
内
容
は
、
以
前
白
居
易
の
居
た
長
安
、
洛
陽
の
春
を
楽

し
む
様
子
の
回
想
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
勿
論
、
白
居
易
自
身
の
体

験
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
も
三
句
目

の

「金

谷
」
の
語
に
は
石
崇
の
金
谷
園
詩
序
に
あ
る
故
事
の
次
の

内
容
が
暗
に
込
め
ら
れ
て
い
る
の
は
自
明
で
あ
る
。

〔
石
崇

、

金

谷

園

詩

序

〕

余

以

三
兀
康

六
年

一
、

從

二
太

僕

卿

一、

出

爲

二
使

持

節

・
監

青

徐

緒

軍
事

・
征

虜

將

軍

一
、

有

二
別

慶

一在

二

河

陽

縣

界

金

谷

澗

中

一
、
有

二
清

泉

茂

林

、

衆

果

竹

柏

、

藥

草

之

届

一、

其

爲

二
娯

・
目
歓

・
心

之

物

一備

 

、

時

征

西

大

將

軍

祭

酒

王

詞

當

・
還

二
長

安

一
、
余

下
與

二
衆

賢

一
共

迭

、

往

二
澗

中

一、

書

夜

遊

宴

、

屡

遷

二
其

坐

一
、

或

登

・
高

臨

レ
下

、

或

列

二
坐

水

濱

一
、

時

琴

笙

筑

合

二
載

車

中

一
、

道

路

並

作

、

及

・

住

令

下
與

二
鼓

吹

一
遊

奏
上
、

遂

各

賦

・
詩

以

叙

二
中

懐

一
、

者

罰

二
酒

三
斗

一。

或
不
・能

又
、
四
句
目
の

「
曲
江
」
の
語
に
は

『
旧
唐
書
』
徳
宗
紀
に
記
さ

れ
て
い
る
、

貞
元
六
年
二
月
戊
辰
朔
、
百
僚
會
二
宴
於
曲
江

一上
賦
二中
和
節
一、

君
早臣
賜
二宴
七
韻
一

の

一
文
、

つ
ま
り
唐
の
貞
元
六
年

（
西
暦

七
九
〇
年
）
二
月
朔
日
、

百
僚
を
曲
江
に
会
し
て
賜
わ

っ
た
宴
の
故
事

が
踏
ま
え
ら
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
、
更
に
は
そ
れ
以
降
、
「
唐
代
に

お
い
て
は
、
春
其
の
年
の
進
士
試
験
に
及
第
し
た
者
に
曲
江
で
賜

っ

た
宴
」
（『
大
漢
和
辞
典
』
五
巻
九
五
四
頁

）
を
指
す
よ
う
に
な
る

と
説
明
さ
れ
て
い
る
事
か
ら
、
白
居
易
の
進

士
及
第
と
い
う
晴
れ

や
か
な
実
体
験
も
こ
の

「
曲
江
宴
」
に
込

め
ら
れ
て
い
よ
う
。

こ
れ
ら
の
故
事
を
踏
ま
え

つ
つ
、
春
を
満
喫
す
る
長
安

・
洛
陽

風
流
人
の
姿
と
対
比
さ
せ
今
の
自
分
の
置

か
れ
て
い
る
境
遇
、

つ

ま
り
江
州
司
馬
と
し
て

一
人
寂
し
く
春
を
迎

え
て
い
る
姿
を

一
層

鮮
明
に
浮
き
ぼ
り
に
す
る
詩
内
容
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
白
詩
を

道
真
の
二
八
二
の
詩
内
容
に
重
ね
合
わ
せ
た
時

「自
古
人
言
春
可
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樂
」
に
込
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
白
詩
の
中
で
い
う
三
句
目
か

ら
六
句

目
の
詩
句
内
容
と
同
質

の
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ

る
し
、

又
白
詩

の
詩
語
の
中
に

「金
谷
酒
数
」
の
晋
の
石
崇
の
故

事
が
込

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
道
真
は

一
早
く
見
抜
い
て
い
た
は

ず
で
あ

る
。

そ
し

て
四
句
目
の

「何
因
我
意
凛
於
秋
」
の
句
意
で
あ
る

「
私

の
心
は
春
を
心
行
く
ま
で
楽
し
む
と
い

っ
た
も
の
と
は
程
遠
く
秋

の
気
よ
り
身
に
し
み
て
寒

々
と
し
て
い
る
の
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う

か
」
を
白
詩

の

一
、
二
句
目

「
春
來
鰯
動
故
郷
情
/
勿
見
風
光
憶

爾
京
」

と
七
、
八
句
目

「
猫
有
不
眠
不
酔
客
/
経
春
冷
坐
古
温
城
」

と
を
重

ね
て
読
む
と
、
道
真
の
心
情
が
明
ら
か
に
読
み
手
に
伝
わ

っ

て
く
る
の
で
あ
る
。
白
詩
に
い
う
二
句
目
の

「雨
京
」
を

「京
都
」

に
置
き

か
え
八
句
目
の

「
古
温
城
」
を

「
讃
岐
」
に
換
置
す
る
と

白
詩
の
中
で
い
う
心
情
が
そ
の
ま
ま
道
真
に
相
通
じ
る
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

更
に
道
真
の
詩
に
目
を
転
じ
て
み
る
と

「
㎜
春
詞
」
の

一
、
二

句
目

「
雨
後
江
邊
草
染
來
/
遥
思
去
歳
始
花
梅
」
の
詩
内
容
に
も

こ
の
白
詩
の

一
、
二
句
目

「
春
來
鯛
動
故
郷
情
/
忽
見
風
光
憶
雨

京
」
か
ら
の
投
影
を
強
く
感
じ
る
の
で
あ
る
。
道
真
は
こ
の
詩
の

作
ら
れ
た
二
年
前
、
秋
暇
を
乞
う
て
帰
京
し

て
お
り
、
京
都
の
自

邸
で
越
年
し
、
翌
年
の
春
讃
岐
に
帰
任
し
た
よ
う
で
あ
る
。
讃
岐

守
に
な

っ
て
二
年
を
経
ず
し
て
の

一
時
帰
京
を
行

っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
（岩
波
古
典
文
学
大
系

『菅
家
文
草

・
菅
家
後
集
』
解
説

よ
り
抜
粋
）
故
に
、
「遥
思
去
歳
始
花
梅
」

の

一
句
が
昨
年

の
京

都
と
今
の
讃
岐
の
地
で
の
春
の
風
景
と
対
比
さ
れ
、
そ
の
心
情
が

白
詩
の

一
、
二
句
目
の
内
容
と
重
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
白
詩
と
道
真
の
詩
と
の
内
容
面
で

の
投
影
関
係
を
再
度

図
式
化
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
『白
氏
文
集
』
）

溶
陽
春
三
首

 02
春
生

春
生
何
盧
闇
周
遊

海
角
天
涯
遍
始
休

先
遣
和
風
報
消
息

績
教
帰
鳥
説
來
由

（『菅
家
文
草
』
）

春
詞

二
首
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展
張
草
色
長
河
畔

黙
綴
花
房
小
樹
頭

魏
和
風
料
理
遍
周
遊

山
樹
紅
開
水
緑
流

五

若
到
故
園
慮
覚
我

爲
傳
輪
落
在
江
州

飢
搬
囎
酒

数
」

-
-〉

自

古
人
言
春
可
樂

何
因
我
意
凛
於
秋

㎝

春
來

1
春
來
鯛
動
故
郷
情

忽
見
風
光
憶
雨
京

金
谷
賜
花
香
騎
入

曲
江
磯
草
釦
車
行

誰
家
湶
酒
漱
連
夜

何
庭
紅
棲
睡
失
明

猫
有
不
眠
不
酔
客

纒
春
冷
坐
古
溢
城

283

 

『漢
書
』

蘇
武
傳

＼
心

雨
後
江
邊
草
染
來

遥
思
去
歳
始
花
梅

鋸
奨

門
過

爲
報
春
眉
結
不
開

（"
発
想
.
内
容
面
で
の
投
影
関
係
の
う
か
が
え

る
箇
所
を
示
す
）

以
上
の
事
か
ら
道
真
の

「春
詞
二
首
」
に
は
、
詩
語
の
摂
取
と

む

い
う
点
で
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
白
詩

の

「
02
春
生
」
か
ら

の
投

影
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
方

、
発
想

・
内
容
で
の
類

似
と
い
う
点
で
は
、
図
式
し
た
よ
う
に
白
詩

「
02
春
來
」
か
ら

の

深
い
投
影
関
係
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
特
に
前
述
の
道
真

の
詩

二
八
二
の
第
三
句
目
の

「
自
古
人
言
春
可
樂
」
の
出
典
の
考

察
と
し
て
は
、
川
口
久
雄
氏
の
指
摘
さ
れ

て
い
る
も
の
の
み
な
ら

ず
、
雑
多
の
詩
文
に
あ
た
り
、
慎
重
に
論

及
す
べ
き
所
で
あ
ろ
う

が
、
今
は
白
詩
に
絞
り

一
つ
の
提
起
に
と
ど
め
て
お
く
。

確
か
に
、
川
口
久
雄
氏
の
指
摘
さ
れ
て
い
る
夏
侯
湛
の

「春
可

來
賦
」
は

『藝
文
類
聚
』
の

「
春
」
の
部

に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。

故
に
道
真
に
限
ら
ず

こ
の
時
代

の
詩
人
達
が
こ
う
し
た
類
書
を
詩

作

の

一
助
に
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
先
学

に
指
摘

の
通
り
で
あ
る
。

道
真

の
場
合
も
、
詩
題
が

「
春
詞
」
で
あ
る
か
ら
、
類
書
の

「春
」

の
部
等
に
も
目
を
通
し
た
で
あ
ろ
う
と
想
像
で
き
る
。
そ
う
い

っ

た
点
で
は
川
口
久
雄
氏
の
指
摘
を
し
り
ぞ

け
る
だ
け
の
根
拠
は
見
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出
せ
な

い
。
と
こ
ろ
が
、
白
詩
と
の
比
較
を
通
し
て
こ
の
道
真
の

詩
句
内
容
を
再
吟
味
し
て
み
る
と

「古
人
」
の
言
う

「春
を
樂
し

む
べ
し
」
の
意
は
も

っ
と
幅
の
あ
る
、
含
み
の
あ
る
詩
語
で
は
な

い
か
と
思
え
て
く
る
。
少
な
く
と
も
、
道
真
が

「春
可
樂
」
と
表

現
し
て

い
る
も
の
が
、

「春
可
樂
賦
」
を
指
す
と
い

っ
た
、
直
接

的
、

一
義
的
な
詩
語
の
使
い
方
を
し
て
い
る
箇
所
だ
と
看
倣
す
の

は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
勿
論
白
詩

「
02
春
樂
」
の
第
三
句

「
金
谷
花
を
路
ん
で
香
騎
入
り
」
か
ら
第
六
句

「
何
れ

の
庭
か
紅

櫻
、
睡

、
明
を
失
ふ
」
の
詩
内
容
を
そ
の
ま
ま

「古
よ
り
人
は
言

へ
ら
く

春
は
樂
し
ぶ
べ
し
と
」
に
か
え
て
句
作
り
を
し
て
い
る

と
断
定
す
る
の
も
早
急
す
ぎ
る
気
が
す
る
。
た
だ
道
真
の
次
の
第

四
句

「何
に
因
り
て
か

我
が
意
の
秋
よ
り
も
凛
た
る
」
の
句
意

と
の
つ
な
が
り
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
発
想
は
白
詩

「
02
春
來
」

か
ら
の
投
影
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。

む

ユ

故
に
こ
の
道
真

の

「
春
詞
二
首
」
は
白
詩

「
02
春
生
」
「
02
春

來
」
二
首
の
詩
語
、
詩
句
の
内
容
両
面
か
ら
の
巧
妙
な
摂
取
よ
り

成
り
立

つ
作
品
で
あ
る
と
結
論
付
け
た
い
と
思
う
。
単
な
る
詩
語

の
み
の
摂
取
に
留
ま
ら
ず
、
発
想
そ
の
も
の
を
白
詩
に
学
ん
で
い

る
点
で
前
述

の

「
秋
夜
、
宿
弘
文
院
」
と

は
異
な
る
白
詩
か
ら
の

深
い
投
影
を
窺
う
こ
と
の
で
き
る
作
品
と
看
倣
せ
る
の
で
あ
る
。

注

一

『
藝
文
類
聚
下
』

一
六
八
八
頁
、
中
華
書
局

注
二

詩
序

・
集
伝
と
も
に
、
こ
の
詩
を

民
俗

の
農

に
勤
め
て
、

し
か
も

「
憂

へ
深
く
思
ひ
遠
く
」

し
て

「先
聖
尭
の
遺
風
」

の
あ
る
こ
と
を
叙
べ
た
も
の
と
す

る
。
但
し
詩
序
は
、
音

の
僖
公

（
三
代
目
の
君
、
名
は
司
徒
、
西
周
末
に
当
た
る
）

を
刺
る
と
し
鄭
箋
に
も

「
我
」
を

僖
公
を
指
す
と
な
し
、

僖
公
が
礼
を
用
い
て
節
と
な
し
て
国
中

の
政
令
を
思
わ
ね

ば
な
ら
な
ぬ
の
意
味
と
す
る
が
、
こ
だ
わ
り
過
ぎ
た
解
釈

で
あ
る
。
詩
中
に
は
、
刺
る
と
か
、
倹
に
し
て
礼
に
し
て

あ
た中

ら
ず
と
か
の
意
味
は
見
え
な
い
。
こ
の
詩
は
後
世
詩
人

の
田
園
楽
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
怠
惰
逸
楽
に

陥
ら
ず
、
勤
倹
先
憂
す
る
と
こ
ろ
は
、
ま
こ
と
に
有
道
君

子
の
心
に
恥
じ
な
い
。
禿
の
遺
風

と
言
う
の
も
、
も

っ
と

は
じ
め

も
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
詩
を
唐
風

の
首
に
挙
げ
た
の
は
、

か

唐
尭

の
旧
俗
が
是
く
の
如
く
で
あ

っ
た
と
す
る
の
で
あ
ろ
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注
三

注
四

注
五

う
。
（高
田
眞
治
著

『
漢
詩
大
系

詩
経
上
』

四
二

一

頁
）

富
山
房
刊

『
漢
文
大
系
十

二

毛
詩

・
尚
書
』
毛
詩
巻

第
六

一
頁
の

一
文
を
筆
者
試
読
。

『中
国
学
芸
大
事
典
』

近
藤
春
雄
著

三
三
二
頁
よ
り
抜
粋
。

「
溝
陽
春
三
首
」
の
三
首
目

「濤
春
去
」
の
本
文
と
訓
み

は
次
の
通
り
で
あ
る
。

2皿
春
去

一
從
澤
畔
爲
遷
客

雨
度
江
頭
逡
暮
春

白
髪
更
添
今
日
髪

青
杉
不
改
去
年
身

百
川
未
有
逼
流
水

一
老
終
無
却
少
人

春

去

る

ひ
と

ミ

ん

ぱ
ん
ゆ
く

な

よ

一
た
び
澤
畔

に
遷
客
と
爲
り
し
從
り

み
た
た
び

か
うと
う

爾
慶

江
頭
に

暮
春
を
…送
るび

ん

白
髪

更
に
添
ふ

今
日
の
髪

セ
い
さ
ん

青
杉
改
め
ず

去
年
の
身

ひ
ゃを
ん

く
わ
い
り
う

壱
川

未
だ
逼
流

の
水
有
ら
ず

」.著

終
舞

人
無
し

注
六

注
七

さ
ん
げ

つ
じ
ん

四

十

六

時

三

月

書

四
+
六
の
時

三
月
墨

い
ウ

い
ん
ぱ
ん

え

逡
春
孚
得
不
殿
勤

春
を
逞
る

事
で
か
殼
動
な
ら
ざ
る
を
得
ん

（新
釈
漢
文
大
系

『
白
氏
文
集
四
』

二
十
五
頁
よ
り
抜
粋
）

金
子
彦
二
郎
著

『
平
安
時
代
文
學

と
白
氏
文
集
―
道
眞

の

文
學
研
究
篇
第
二
冊
ー
』

三
五
四
頁

晋
夏
侯
湛
春
可
樂
日
、
春
可
樂
号

、
樂
東
作
之
良
時
、
嘉

新
田
之
啓
莱
、
悦
中
疇
之
襲
蕾
、
桑
再
再
以
奮
條
、
変
遂

遂
以
揚
秀
、
澤
苗
窮
渚
、
原
卉
耀
阜

、
春
可
樂
号
、
樂
崇

陸
之
可
娯
、
登
夷
岡
以
廻
眺
、
超
矯
駕
乎
山
隅
、
綴
雑
華

以
爲
蓋
、
集
繁
粧
以
飾
裳
、
散
風

衣
之
酸
氣
、
納
殿
懐
之

潜
芳
、
鵬
交
交
以
弄
音
、
翠
翔
期

以
輕
翔
、
招
君
子
以
借

樂
、
捲
淑
人
以
微
行
。

奮
王
嘆
春
可
樂
日
、
春
可
樂
号
、
樂

孟
月
之
初
陽
、
泳
津

漢
以
微
流
、
土
冒
.概
而
解
剛
、
野
喧
卉
以
揮
縁
、
山
葱
祷

以
鮫
蒼
。

（中
華
書
局
版

『藝
文
類
聚

上
』
歳
時
上
春

四
十
五
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頁
よ
り
抜
粋
）

岩
波
古
典
文
学
大
系

『菅
家
文
草
』

の
本
文
と
他
本
と
を
校
合

す
る
に
あ
た
り
、
熊
本
大
学
の
金
原
理
先
生
よ
り
内
閣
文
庫
本

・
松
平
文
庫
本

・
蓬
左
文
庫
本

『菅
家
文
草
』
を
お
貸
し
い
た

だ
き
、
稿
を
草
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
事
に
深
く
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。

（や
き
や
ま

・
ひ
ろ
し

大
学
院
第
7
回
修
了

有
明
高
専
）
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