
道
真

の
詩
に
投
影
さ
れ
た

『白

氏
文
集
』

―「水

鴎

」
の
詩

を

め
ぐ

っ
て

―

焼

山

廣

志

一

『
菅
家
文
草

』
巻
二
の
中
に

「晩
秋
二
十
詠
」
と
し
て
道
真
の
言
に
よ
れ
ば
漢
詩

の
き
ま
り
や
調
子
を
無
視
し
て
速
詠
を
詩
み
た
詩
群
（
注

一
）
が
あ
り
、
そ
の

一
つ
に

「水
鴎
」
と
い
う
五
言
律
詩
が
あ
る
。

道
真

の
中
国
の
書
籍
か
ら
の
摂
取
態
度
を
知
る
上
で

一
つ
の
手
掛
か
り
ら
し
き
も
の
が
見
出
せ
る
為
、
今
回
は
こ
の
詩
を
取
り
拳
げ
考
察
し

て
み
る
。

一29一

二

皿

水
鴎

讐
鶴
天
性
静

況
遇
得
心
人

逐
歩
高
低
至

尋
聲
向
背
馴

飛
疑
秋
雪
落

讐
鴎
天
性
静
な
り

況
ん
や
心
を
得
た
る
人
に
遇
は
ん
や

歩
に
逐
ひ
て
高
く
低
く
至
る

つ

は
ぜ

聲
を
尋
ね
て
向
き

つ
背
れ

つ
馴
れ
た
り

飛
び
て
は
秋
の
雪
の
落

つ
る
か
と
疑
ふ



（
嬉集語浪

花匂

い
ぶ
か

集
り
て
は
浪
の
花
の
匂
ふ
か
と
謳

る

殊
恨
秋
天
暮

殊
に
恨
む
ら
く
は
秋
天
の
暮

相
離
不
敢
親

相
離
れ
て
敢
へ
て
親
し
ま
ざ
る
こ
と
を

（注
）

…
…
岩
波
古
典
文
学
大
系
本
で
は

「
談
」
と
な

っ
て
い
る
が
、
白
詩
と
の
比
較
に
よ
り

「
誕
」
の
誤
写
で
は
な
い
か
と
し
て
改
め
て
み

た
。
そ
の
詳
細
な
考
察
に
つ
い
て
は
以
下
に
述
べ
る
。
訓
み
は
筆
者
試
読
。
他
は
岩
波
古
典
文
学
大
系
本
に
従
う
。

こ
の
詩
の
意
は

「
つ
が
い
の
鴎
の
性
質
は
静
か
で
あ
る
。
ま
し
て
や
心
静
か
な
人
と
あ
う
と

一
層
静
か
に
飛
ぶ
。
そ
の
人
の
歩
に
従

っ
て
高

く
も
低
く
も
飛
び
、
人
の
声
を
尋
ね
て
、
つ
い
た
り
、
離
れ
た
り
し
な
が
ら
馴
れ
親
し
む
も
の
で
あ
る
。
そ
の
鴎
の
飛

ん
で
い
る
様
子
は
あ
た

か
も
秋

に
白
い
雪
が
舞

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
い
た
く
な
る
し
、
鴎
が
集

っ
て
い
る
所
を
見
る
と
浪
の
花
が
咲
き
ほ
こ

っ
て
い
る
の
か

と
見
誤

っ
て
し
ま
う
。
と
り
わ
け
残
念
な
の
は
秋
の
夕
暮
れ
に
鴎
が
雌
雄
別
々
に
な

っ
て
親
し
み
仲
む

つ
ま
じ
く
し
よ
う
と

し
な
い
こ
と
で
あ

る
」
と

な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

こ
の
詩
の
出
典
の
考
察
に
つ
い
て
は
、
川
口
久
雄
氏
が
、
岩
波
古
典
文
学
大
系

『
菅
家
文
草

・
菅
家
後
集

』
の
頭
注
、
（
注
二
）

の
中

で
梁

の
何
遜

の
詩
、
杜
甫
の
詩
、
陸
亀
蒙
の
詩
等
を
取
り
拳
げ
て
あ
る
。

こ
の
事
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
こ
の
詩
題
の

「鴎
」
に
つ
い
て
は
先
ず
次
の
『
列
子

』
の
故
事
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

海

上

之

人

、

有
下
好

権

鳥

説

毎

日
三

㍉

上

「

従

確

鳥

游

。

湛

鳥

之

至

者

、

百

住

而

不

陸

.

其

父

日

、

五
口
聞

、

温

鳥

皆

從

版

游

。

汝

取

來

。

五
口
玩

覧

。

明

日

之

㍉

些

、

湛

鳥

舞

而

不

咋

也

。

故

日

、

至

言

ξ

口
、

至

為

無

偽

。

齊

噌

之

所

衡

、

則

淺

 

。

令
列
子

』
黄
帝
）



（
通
釈
）

 

 

 

浜

べ
に
住
む
男
に
、
か
も
め
の
好
き
な
者
が
い
た
。
毎
朝
浜

べ
に
出
て
、
か
も
め
と

一
緒

に
な

っ
て
遊
び
た
わ
む
れ

て
い
た
。
そ
こ
へ
や
っ

 

 

 

 

 

 

て
来

る
か
も
あ
の
数
は
と
い
う
と
、
百
で
は
き
か
な
か
っ
た
。
あ
る
日
、
そ
の
男
の
父
親
が
言
う
に
は
、
「話
に
よ
る
と
、

か
も
め
が
皆
お

一
緒

に
な

っ
て
遊
び
た
わ
む
れ
て
い
る
と
い
う
で
は
な
い
か
。
ひ
と

つ
、
お
前
、
つ
か
ま
え
て
来
て
く
れ
。
私
は
お
も

ち
ゃ
に
し
て
み
た
い
」

 

 

 

と

の

こ
と

。

と

こ
ろ

が

、

翌
朝

、
浜

べ

に
出

て

み

る
と

、

か
も

め

は

、

舞

い
上

が

っ
た

ま

ま

で
、

一
向

に
下

り

て
は

来

な

か

っ
た

。

さ

れ
ば

 

 

 

世
の
諺
に
も
、
「最
上
の
言
説
は
、
こ
と
ば
に
た
よ
ら
ず
、
最
上

の
行
為
は
、
拳
措
に
う

っ
た
え
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し

て
も

、
常
識
的
の
範
囲
内
だ
け
で
も
の
ご
と
を
考
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
こ
と
に
至
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

（新
釈
漢
文
大
系

『
列
子

」
九
六
頁
よ
り
引
用
）

こ
こ
で
再
度
、
道
真
の
詩

「
水
鴎
」
に
目
を
移
す
と
、

一
句
目
か
ら
四
句
目
の

「讐
鴎
天
性
静
な
り
/
況
ん
や
心
を
得
た
る
人
に
遇
は
ん
や
/

31

歩
に
逐

ひ
て
高
く
低
く
至
る
/
聲
を
尋
ね
て
向
き

つ
背
れ

つ
馴
れ
た
り
」
の
内
容
は
、
こ
の

『列
子
」
の
中
の

「
湛
鳥
を
好
む
者
」
と

「
湛
」

一

の
関
わ
り
の
故
事
を
踏
ま
え
て
句
作
り
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。

こ
の

『列
子
』
の
故
事
は
、
先
学
に
指
摘
さ
れ
て
久
し
く
な
る

（注
3
）
『藝
文
類
聚
』
巻
九
十
二
（鳥
部
下

・
鵬
）
の
中
に
も
見
出
す
こ
と

が
出
来
る
。

鴎
説
文

日
、
鴎
、
水
顎
也
。
倉
頷
解
詰
日

・
殿
種

鴎
也
。
山
海
経
日
、
玄
股
國
、
其
人
食
鴎
。
列
子
日
、
海
上
之
人
好
鴎
者
、
毎
旦
之
海
上
、

從
鴎
鳥
遊
、
鴎
鳥
之
至
者
、
百
敷
而
不
止
、
其
父
日
、
吾
聞
鴎
鳥
皆
從
汝
好
、
取
來
吾
玩
之
、
明

日
之
海
、
鴎
鳥
舞
而
不
下
。

（傍
線
筆
者
）
（注
四
）



こ
こ
で
は
道
真
は

『藝
文
類
聚
』
と

「列
子
』
の
い
ず
れ
を
出
典
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
「
水
鴎
」
の
詩
が
道
真

の
注

に
、
「
干

時

日

レ

廻

西

洩

錦

期

漸

至

。

含
隠

詠
隠

、
文

不

伽

橘

。

不

彊
噌

茨

不

博

酪

避

と
あ
る
詠
作
事
情
を
鵜
呑

み
に
す
る
の
は
早
計
だ
と
し
て
も
、
速
詠
を
強
要
さ
れ
た
中
で
詠
作
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
事
は
間
違

い
あ
る
ま
い
。
そ
う
い
う
状
況
の
中
で
は
、

や
は
り
類
書
的
利
用
価
値
の
高
か

っ
た

『藝
文
類
聚
」
の

「鵬
」
の
頁
よ
り
詠
作
の
素
材
を
得
た
と
考
え
る
方
が
理
解

し
や
す
い
。
更
に
こ
の

事
を
裏
付
け
る
事
例
と
し
て
、
『
藝
文
類
聚
」
巻
九
十
二
（鳥
部
下
、
鴎
）
の
頁
に
は
更
に

「詩
」
と
し
て
次
の
も
の
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

梨

何

遜可憐蔓白鴎

詠

白

鵬

詩

日

二

一

つ
が
い

憐
む
べ
し

箋

の
白
鴎

朝
夕
水
上
遊

朝
に
夕
に
水
上
に
遊
ぶ

何
言
異
栖
鳥

何
ぞ
言
は
ん
異
栖
鳥

雌
住
雄
不
留

と
ど

雌
は
住
ま
り
雄
は
留
ま
ら
ず

孤
飛
出
浦
激

ほ

じ
よ

孤
り
飛び

て
浦
激
に
出
で

濁
宿
下
泊
洲

さ
う
し
う

濁
り宿

り
て
治
洲
に
下
る

東
西
從
此
去

東
西此

よ
り
去
り
て

影
響
絶
無
由

よ
し

影
響絶

え
て
由
無
し

（
筆者

試
読）

前
述
の
川
口
久
雄
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
道
真
の
詩
、
第
七
、
八
句

「殊
恨
秋
天
暮
、
相
離
不
敢
親
」
は
こ
の
何
遜
の
詩
内
容
を
踏

ま
え
て
の
句
作
り
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
道
真
が
詠
作
の
為
に

『
列
子

』
の
故
事
と
何
遜
の
詩
を

「白
鴎
」
と
い
う
素
材
収
集
の

一

32



つ
と
し
て
個
別
に
求
め
た
と
考
え
る
よ
り
も
、
『
藝
文
類
聚

」
と
い
う
類
書
の
中
の

「
鴎
」
の
頁
よ
り
間
接
的

に
典
拠
を
求
め
た
と
考
え
る
べ

き
で
は
な
い
か
と
思
う
。

以
上

の
事
を
再
度
整
理
し
て
み
る
と
左
図

の
様
に
な
る
。

33



三

さ
て
、
こ
こ
で
道
真
の
詩
の
五
、
六
句

「飛
疑
秋
雪
落
/
集
語
浪
花
匂
」
に
目
を
移
し
て
み
る
。
こ
の
二
句
は

「水
鴎
」
を

「秋
雪
」
に
、

ま
た

「
浪
花
」
に
喩
え
た
表
現
箇
所
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
比
喩
表
現
が
道
真
に
限
ら
ず
当
時
の
漢
詩
人
に
も
多
用
さ
れ
て
い
る
事
、
ま
た
そ
の
典
拠

を
白
詩
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
事
が

小
島
憲
之
氏
の
著
述
の
中
で
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
（注
五
）
ま
た
こ
の
二
句

の
白
詩
か
ら
の
投
影
の
指
摘
は
、
金
子
彦
二
郎
氏
よ
り
な
さ
れ
て
い
る
。

（注
六
）
こ
こ
で
は
二
氏
の
論
に
負
い

つ
つ
、
更
に
考
察
を
深
め
て
み
た
い
。
以
下
、
こ
の
二
句
の
典
拠
と
思
わ
れ
る
白

詩
を
拳
げ
て
み
る
。

 蹴

和
=割

郎

中

望

憾

南

山

秋

帝ヨ
一

白
居
易

あ

ま
ね

み

遍

覧

話

A
コ
集

一

遍

く
束

フ
の
集
を
臨見
る
に

す

べ

都

無

瀬

雪

詩

一

都
て
秋
雪
の
詩
無
し

陽

春

先

唱

後

陽
春
先
。つ
唱
へ
て
後

蔭

嶺

未

消

時

蔭
嶺
だ
消
え
ざ
る
時

レ

い
ぶか 

草

誘

瀦

凝

重

一

草

に
は
霜
の
凝

.
て
重
き
か
と
誹

り

松

疑

瀧

散

遅

一

松

に
は
鶴
の
散
ず
る
こ
と
遅
き
か
と
疑
ふ

し

清

光

莫

濁

占

清
光
濁
り
占
む
る
莫
く

二

一

亦

封

白

雲

司

亦
封
す
白
雲
の
司

二

一

（注
）
作
品
番
号
は
花
房
英
樹
著

「
白
氏
文
集
の
批
判
的
研
究

』
（
2
総
合
作
品
表
）
の
分
類
番
号
に
よ
る
。

（注
）
傍
線
筆
者
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道
真

の
詩

「水
鴎
」
が
発
想
や
措
辞
の
大
部
分
を

『
藝
文
類
聚

」
に
典
拠
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
先

に
述

べ
た
通
り
で
あ
る
。
こ

×

・
×
×
×

×

・
×
×

こ
で
白
詩
と
の
関
わ
り
の
窺
え
る
箇
所

は
五
、
六
句
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
白
詩
の
第
五
、
六
句

「草
謳
霜
凝
重
/
松
疑
鶴
散

×

・

●

×
・
・
●
×

×
・
×

×

遅
」
の
比
喩
表
現

「語
…
疑
…
」
を
道
真
は
第
五
、
六
句
で

「
飛
疑
秋
雪
落
、
集
誘
浪
花
匂
」
と
し
て
応

用
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
白
詩
の

こ
の
二
句
は
終
南
山
の
秋
雪
を

「草

に
降
り
か
か

っ
て
い
る
雲
は
ま
る
で
霜
が
凝

っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
、
松

に
降
り
か
か

っ
て
い
る
雪

の
様
子
は
、
ま
だ
そ
こ
に
白
鶴
が
群
れ

っ
て
い
る
か
と
疑
わ
れ
る
」
の
よ
う
に
喩
え
た
表
現
で
あ
る
。

一
方
、
道
真

の
こ
の
二
句
は
、
鴎
を

「飛
ん

で
い
る
様
は
、
あ
た
か
も
秋
に
雪
が
降

っ
て
い
る
の
で
は
と
疑
わ
れ
、
群
れ
集

っ
て
い
る
様
子
は
、
さ
な
が
ら
浪
の
花
が
咲
き
匂

っ
て

い
る
の
か
と
あ
や
ま
た
れ
る
」
と
喩
え
た
表
現
で
あ
る
。
比
喩
の
対
象
が
白
詩
で
は

「
雪
」
で
あ
り
、
道
真
の
詩
で
は

「鵬
」
と
い
っ
た
異
質

の
も

の
で
あ
る
。
詩
題
に
も
二
詩
に
は
共
通
性
は
見
出
せ
な
い
。

こ
の
こ
と
は
道
真
が
白
詩
の
第
五

・
六
句
の
比
喩
表
現
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
「
誘
…
疑
…
」
の
表
現
技
巧
だ
け
を
摂
取
、
応
用
し
て
い
る
と

一

い

っ
た
狭
視
的
な
白
詩
の
利
用
を
し
て
い
る
事
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
道
真

の
詩
が
前
述
の
白
詩
の
第
五

・
六
句
に
拠

35

 

 

っ
て
い
る
と
い
う
根
拠
は
、
詩
題
、
詩
内
容
に
共
通
性
を
見
出
せ
な
い
た
め
説
得
力
に
欠
く
が
、
こ
の
詩
が

「晩
秋
二
十
詠
」
の

一
首
で
あ
る

「

 

 

 

 

こ
と
、
道
真
が
第
五
句
で

「鴎
」
を
敢
え
て

「秋
雪
」
と
比
喩
し
て
い
る
等
は
、
や
は
り
白
詩

「
和

劉

郎

中

望

終

南

山

秋

雪

」

三

二

一

と
な
ん
ら
か
の
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

つ
ま
り

「鴎
」
の
詩
を
詠
作
す
る
道
真
の
脳
裏
に
は
、

こ
の
白
詩

の
 

「秋
雪
」
の
比
喩
表
現
が
記
憶
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
白
詩
と
の
関
わ
り
の
深
さ
は
更
に
道
真

の
晩
年
の
詩
「東
山
小
雪
」

 

 

 

 

 

 

 

（
「菅
家
後
集
」
）
の
中

で
、
第
三

・
四
句

「
誤
雲
濁
宿
燗
/
疑
鶴
未
蹄
田
」
と

「
誤
…
疑
…
」
の
比
喩
表
現
の
み
な
ら
ず

「
雪
」
を

「
鶴
」
と

看
倣
す
発
想
を
、
こ
の
白
詩
五
句
に
求
め

て
い
る
こ
と
を
実
証
す
る
句
作
り
が
存
在
す
る
こ
と
で
も
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

 

と
こ
ろ
で
岩
波
古
典
大
系
本
で
は
第
六
句
は

「集
談
浪
波
花
匂
」
と
な

っ
て
お
り
、
川
口
久
雄
氏
は
頭
注
で

「鴎
が
群
れ
集

っ
て
水
の
上
に

 

 

 

 

う
か
ん
で
い
る
と
浪
の
花
が
咲
き
に
お

っ
て
い
る
よ
う
だ
と
談
り
合
う
」
（岩
波
古
典
文
学
大
系

『
菅
家
後
集

』
二
三
八
頁
）
と
解
釈
さ
れ
て

い
る
よ
う
だ
が
、
「談
」
の
字

の
語
意
が
不
可
解
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
こ
の
詩
は

「晩
秋
二
十
詠
」

の

一
首

で
こ
の
二
十
首
の
中
に
は



平
灰
を
踏
み
は
ず
し
た
も
の
も
あ
る
と
道
真
自
ら
が
注
し
て
い
る
。
（注

一
）

し
か
し
こ
の
詩
に
限

っ
て
言
え
ば
、
正
確
に
韻
は
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
再
度
道
真
の
詩
と
平
灰
の
表

を
次
に
示
し
て
み
る
。

隻
鵬
天
性
静

○
○
○
●
●

況
遇
得
心
人

●
●
●
○
○

（
逐
歩
高
低
至

●
●
○
○
●

尋
聲
向
背
馴

○
○
●
●
○

（疑蒲
響

㈹卵

殊
恨
秋
天
暮

○
●
○
○
●

相
離
不
敢
親

●
○
●
●
○

*

（注
）
…
●
灰
韻

○
…
平
韻

（…
対
句

近
体
詩
の
形
態
で
あ
る
こ
の
詩
で
対
句
と
な
る
べ
き
三

・
四
句
、
五

・
六
句
の
二
聯
に
的
を
絞
り
考
察
を
し
て
み
る
。

語
句
の
対
で
は
三

・
四
句
の

「逐
歩
」
と

「尋
聲
」、
「高
低
」
と

「向
背
」
、

「至
」
と

「
馴
」
。
五

・
六
句
の

「飛
」

と

「集
」
、

「疑
」
と

「談

」
か

「認
」
、

「秋
雪
」
と

「浪
花
」
、

「落
」
と

「匂
」
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で

「疑
」
と

「談
」
を
対
字
と
す
る
の
は
や
は
り
意

味
の
上

か
ら
も
無
理
が
あ
る
。
そ
れ
を

「
誹

（
い
ぶ
か
る
）
」
と
す
れ
ば
同
表
現
の
対
と
し
て
合
点
が
ゆ
く
。
勿
論
、
速
詠
を
強

い
ら
れ
て
い

る
と
い
っ
た
詠
作
事
情
を
考
慮
す
れ
ば
多
少
表
現
に
無
理
が
あ
る
こ
と
も
十
分
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
韻
に
目
を
移
す
と
、
前
記
の
よ
う
に
平
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○

●

C

灰
に
お

い
て
も
明
ら
か
に
対
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
「談
」
は
平
韻

で
あ
り
、
「誘
」
は
灰
韻

で
あ
る

「疑
」
が
平
韻
で
あ
る
な
ら
ば
、

対
と
な
る
べ
き
字
は
灰
韻

の
は
ず
で
あ
る
。
道
真
が
こ
の

一
字
だ
け
韻
に
お
い
て
対
を
無
視
し
た
と
考
え
る
の
は
不
自
然
の
よ
う
に
思
え
る
。

●

こ
こ
で
は
正
確
に
灰
韻
の

「
認
」
を
使

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
故
に
岩
波
古
典
文
学
大
系
本
の
本
文
に
は
従
い
難

い
。
句
意
も

「鴎
が
群

れ
集

っ
て
い
る
様
は
あ
た
か
も
浪
の
花
が
咲
き
匂

っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
」
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
、
第
六
句
の

「談
」
が

「諺
」
の
誤
写
で
は
な
い
か
と
す
る
根
拠
を
、
語
意
、
韻
の
二
点
か
ら
考
察
し
て
み
て
明
ら
か
に
で
き
た
と
思
う
。

こ
の
護

L
が

「誘
」
と
考
え
る
前
提
に
白
詩

の
表
現
の
摂
取
が
あ

っ
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
言

い
換

え
る

な
.b
ば
、
白
詩

「
幽

劉

郎

中

望

終

南

山

秋

雪

」
の
第
五

・
六
句
の
比
喩
表
現
が
道
真
に
記
憶
さ
れ
、
句
作
り
に
応
用
さ
れ
て
て

い
る
と
す
れ
ば

「談
」

二

一

で
は
な
く
「誘
」
と
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
0
白
詩
の
、
こ
の
比
喩
表
現
「
國

…

團
幽
…
」
は
道
真
の
こ
の
詩
以
外
に
も
次
の
例
が
指
摘
で
き
る
。

初

團
型
碧

落

留

飛

電

/

漸

國

炎

洲

麗

暴

風

（
「菅
家
文
草
」
巻

一

輝

唱

赤

虹

篇

一

音

）

こ
の
二
句
は

「赤

い
虹
」
を
喩
え
た
対
句
表
現
の
箇
所
で
あ
る
が
前
の

「水
鴎
」
で
も
考
察
し
た
よ
う
に
、
「
n國

」

の
字
は

「
國

」
の
誤

写
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
二
句

に
限

っ
て
韻
を
示
す
と

○
回

●

●
○

○

●

/

●
回

○

○

●

●

○

○

○

●

と
な
り

「談
」
で
は
韻

の
上
か
ら
も

「疑
」
と
対
を
な
さ
な
い
。
「認
」
な
ら
ば
全
対
に
な
り
、
句
意
、
韻
の
上
か
ら
も
無
理
が
な
く
な
る
。

勿
論
、

こ
の
句
に
つ
い
て
は
更
に
内
容
の
考
察
を
深
め
て
結
論
を
導
く
必
要
が
あ
る
が
や
や
本
論
の
主
旨
か
ら
は
ず
れ

る
よ
う
な
の
で
、
こ
こ

で
は
提
起
に
留
め
て
お
き
た
い
。
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四

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
道
真
が
白
詩
の
あ
る
表
現
（
こ
こ
で
は
比
喩
表
現
）を
摂
取
し
、
白
詩
の
詩
意
と
は
関
わ
り
の
薄

い
表
現
技
巧
の

一
つ
と
し
て
狭
視
的
摂
取
を
し
た
も

の
が
血
肉
化
さ
れ
、
道
真
自
身
の
表
現
技
巧
の
あ
る
常
套
句
と
し

て
応
用
さ
れ
て
い
っ
た

こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

 

 

 

ま
た

一
方
で
、
前
述
し
た
よ
う
に
道
真

の
句
作
り
の
措
辞
と
し
て
白
詩
以
外
に
、
そ
れ
と
同
次
元
で
他
の
漢
籍
（
こ
こ
で
は
、
類
書

『芸

文

類
聚
」
を
直
接
の
出
典
と
す
る
、
「列
子
」
、
何
遜
の
詩
か
ら
の
間
接
投
影
）
よ
り
求
め
利
用
し
て
い
る
事
実
が
、
わ
ず
か

一
首

の
詩
の
考
察

で

即
断
す
る
の
は
早
計
す
ぎ
る
が
、
多
少
な
り
と
も
実
証
で
き
た
と
思
う
。

（注

一
）
「晩
秋
二
十
詠
」
と
し
て
そ
の
自
注
に

九

月

廿

六

日

、

随

阿

州

平

刺

史

、

到

河

西

之

小

庄

。

敷

盃

之

後

、

清

談

之

間

、

令

多

進

二

一

二

一

三

士

題

二

十

事

。

干

時

日

廻

西

山

、

闘

期

漸

至

。

含

毫

詠

之

、

文

不

加

嵩

。

不

避

聲

病

、

二

一

レ

ニ

一

レ

レ

レ

一

不

守

格

律

、

但

恐

世

人

嘲

弄

斯

文

。

恐

之

思

之

、

才

之

拙

也

。

レ

ニ

}

二

一

（傍
線
筆
者
）

と
あ
る
。
川
口
久
雄
氏

の
補
注

に
「注
は
仁
和
元
年
（八
八
五
）
九
月
二
十
六
日
、
阿
波
守
平
氏
某
に
し
た
が

っ
て
、
鴨
河
の
西
（鳥
羽
の
西
、
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乙
馴
群

の
地
、
桂

・
久
我
の
あ
た
り
か
）
、
水
辺
の
小
別
荘
に
行
き
、
置
酒
清
談
、
文
章
生

の
多
氏
の
某
に
二
十
事
を
題
を
出
さ

せ
、
詠
物
詩

を
賦
せ
と
い
わ
れ
る
。
も
う
日
も
傾
き
、
帰
る
時
刻
も
迫

っ
て
い
た
が
、
私
は
筆
の
穂
先
を
口
に
含
み
な
が
ら
ど
ん
ど

ん
作

っ
て
行

っ
た
。
作

り
ぱ
な
し
で
、
詩

に
点
は

一
切
さ
さ
ず
、
平
灰
を
と
と
の
え
声
病
を
去
り
嫌
う
と
い
う
き
ま
り
も
顧
慮
せ
ず
、
ま
た
き
び
し
い
格
律
の
法
則
も

守
ら
ず
、
速
詠
を
試
み
た
の
で
あ
る
の
意
。

一
般

の
批
評
を
恐
れ
る
と
は
い
い
な
が
ら
、
速
詠
に
対
す
る
彼
の
自
信
の
ほ
ど
が
や
や
う
か
が
わ

れ
る
。

（
コ
官
家
文
草

・
菅
家
後
集
」
日
本
古
典
文
学
大
系
六
七
六
―
六
七
九
頁
）

（注
二
）
『
菅
家
文
草

・
菅
家
後
集
」
日
本
古
典
文
学
大
系
二
一二
八
頁

（注
三
）
菅
見
の
中
で
は
、
金
原
理
先
生
の

「延
喜
前
後
の
漢
詩
人
の

方
法
-
嶋
田
忠
臣
の
場
合
―
」
の
中
で

「藝
文
類
聚
」
と
平
安

朝
漢
詩
人
と
の
関
わ
り
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
（
『
平
安
朝
漢
詩

文

の
研
究
」

一
四

一
頁
ー

一
六
三
頁
）

（注
四
）
『藝
文
類
聚
」
上
下

中
華
書
局
出
版
の
活
字
本
に
よ
る
。

学
会
員
近
著
紹
介

（注
五
）
『
古
今
集
以
前
」
小
島
憲
之
著
の
中
の

「三

『新
撰
万
葉
集
」

こ
の
た
び
、
徳
野
伊
勅
氏

（七
回
生
）
が
愛
新
感
羅

.
鳥
拉
煕

の
詩
と
歌
1
（
二
）比
喩
的
表
現
」
（二
五
八
頁
-
二
七
八
頁
）
に

春
編
著

「満
語
語
法
」
の
翻
訳
を
出
版
さ
れ
た
。
中
国
語

.
満
州

詳
述
さ
れ
て
い
る
。
特
に
道
真
の
詩
に
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は

語
の
学
習
成
果
を
踏
ま
え
た
A
五
判
四

一
七

頁
に
及
ぶ
大
作
で
あ

二
六
三
頁
ー
二
六
四
頁
で
あ
る
。

る
。
そ
の
後
書
き
に
よ
れ
ば
日
本
語
成
立
に
関
わ
る
言
語
と
し
て

（注
六
）
『
平
安
時
代
文
學
研
究
篇
第
二
冊
」
』
金
子
彦
二
郎
著
三
三
六
頁

の
満
州
語
に
興
味
を
触
発
さ
れ
て
の
事
と
云
う
。
深
く
敬
意
を
表

一
九
八
七
年
五
月
二
十
八
日
執
筆

す
と
共
に
、
ま
す
ま
す
の
御
発
展
を
祈
り
申

し
あ
げ
る
。

（福
岡
県
立
三
潴
高
等
学
校
勤
務
）
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