
÷

る
よ
う
に
し
た
。
太
子
は
見
て
、
女
人
が
こ
ん
な
こ
と
だ
と
は
、
と
、
腹
痛
だ
と
い
つ
わ
っ
て
還
っ
た
。
夫
人
は
、
わ
た
し
は
と

て
も
た
の
し
か
っ
た
、
と
言
っ
た
。
太
子
が
お
も
う
に
は
、
わ
が
母
上
さ
え
こ
ん
な
こ
と
だ
。
ま
し
て
ほ
か
の
女
は
。
夜
に
な
る
と

国
を
捨
て
て
山
中
に
入
り
あ
ち
こ
ち
見
て
歩
く
。
と
、
道
辺
に
大
樹
が
あ
り
、
下
に
き
れ
い
籏
泉
が
あ
る
。
太
子
が
樹
に
上
る
ぼ
ふ

と
仙
人
が
ひ
と
り
で
や
っ
て
来
て
、
池
で
水
浴
し
、
食
事
を
し
、
術
を
使
っ
て
一
つ
の
壷
を
吐
き
出
し
た
。
壷
の
中
に
は
女
人
が
お

り
、
〈
女
人
と
キ
ャ
ン
プ
を
と
り
出
し
〉
キ
ャ
ン
プ
の
中
で
仙
人
は
女
と
寝
た
。
〈
仙
人
が
眠
る
と
〉
女
人
も
←
萱
た
術
を
使
っ
て
一
〆

つ
の
壷
を
吐
き
出
し
た
。
壷
の
中
に
年
少
の
男
が
い
て
、
ま
た
い
っ
し
ょ
に
寝
た
。
了
る
と
女
は
〈
少
年
を
収
め
た
〉
壷
を
の
み
こ

む
。
と
思
う
と
仙
人
が
目
を
さ
室
し
、
壷
の
中
に
女
人
を
収
め
、
そ
い
つ
を
の
み
こ
む
と
杖
を
つ
い
て
去
っ
た
。
太
子
は
国
に
帰
り

王
に
申
し
、
そ
の
仙
人
と
諸
臣
下
を
招
き
、
三
人
分
の
食
事
を
一
と
と
こ
ろ
に
用
意
し
た
。
仙
人
が
や
っ
て
来
て
〈
用
意
さ
れ
た
食

事
を
見
て
ｖ
わ
た
し
は
ひ
と
り
だ
、
と
言
っ
た
。
太
子
が
い
う
。
仙
人
よ
奥
さ
ん
を
出
し
て
い
っ
し
ょ
に
お
あ
が
り
左
さ
い
。
仙
人

は
や
む
表
く
妻
を
出
し
た
。
太
子
が
女
に
い
う
。
男
を
出
し
て
い
っ
し
ょ
に
お
あ
が
り
。
再
三
い
わ
れ
て
、
や
む
を
え
ず
男
を
出
し

〈
三
人
は
〉
共
に
食
事
を
し
て
、
去
っ
た
。
王
が
太
子
に
問
う
。
お
前
に
ど
う
し
て
わ
か
っ
た
の
か
。
答
え
て
い
う
。
わ
た
し
の
母

が
国
中
を
見
た
が
っ
た
の
で
、
わ
た
し
が
車
を
運
転
し
ま
し
た
が
、
母
は
手
を
出
し
て
人
に
見
せ
を
し
た
。
わ
た
し
は
女
人
が
そ
ん

な
に
欲
望
が
多
い
の
か
と
お
も
い
、
腹
痛
だ
と
い
つ
わ
っ
て
還
り
、
山
に
入
り
、
と
の
仙
人
を
見
た
の
で
す
。
か
れ
は
妻
に
姦
通
さ

せ
を
い
と
し
て
妻
を
腹
中
に
か
く
し
た
の
で
し
ょ
う
が
へ
と
の
よ
う
に
女
人
の
姦
通
は
絶
や
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ど
う
か
王
よ

宮
中
の
人
た
ち
が
自
由
に
往
来
で
き
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
王
は
そ
こ
で
後
宮
中
の
女
に
行
き
た
い
者
は
行
か
せ
る
こ
と
に
し

た
。
師
い
わ
く
「
天
下
ニ
信
ズ
ペ
カ
ラ
ザ
ル
ハ
女
人
ナ
リ
」
と
。

今
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李
賀
は
こ
の
経
を
読
ん
で
い
た
、
と
思
う
。
そ
う
し
て
「
残
糸
曲
」
を
作
る
と
き
、
こ
の
託
を
胸
に
お
い
て
い
た
に
違
い
な
い
。
も

し
か
れ
の
説
ん
だ
と
の
経
に
も
「
師
臼
」
が
つ
い
て
い
た
と
す
れ
ば
、
何
と
い
う
く
だ
ら
ね
え
師
だ
、
と
笑
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
わ

た
し
の
中
に
は
、
こ
の
話
に
出
て
く
る
へ
っ
ぽ
こ
仙
人
の
よ
う
な
ケ
チ
く
さ
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
を
自
覚
す
る
だ
け
に
、
「
残
糸
曲
」

を
作
っ
た
李
賀
の
や
さ
し
さ
が
い
っ
そ
う
心
に
沁
み
る
。
な
お
原
文
の
「
手
』
と
い
う
の
は
イ
ン
ド
（
で
あ
ろ
う
）
の
テ
キ
ス
ト
で

は
『
足
」
『
ふ
と
も
も
』
な
ど
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
。
あ
る
い
は
「
女
陰
」
と
は
っ
き
り
表
顔
し
て
あ
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
。
中
国

語
に
翻
訳
さ
れ
る
と
き
、
中
国
人
の
神
経
を
逆
表
で
し
な
い
た
め
、
こ
う
し
た
処
置
が
と
ら
れ
た
こ
と
は
、
先
人
が
す
で
に
説
い
て

い
る
。
（
一
九
八
三
年
七
月
二
十
九
日
一
三
五
○
）

→
以
上
が
そ
の
話
で
あ
る
。
・
わ
た
し
が
か
つ
て
読
ん
だ
の
は
父
の
蔵
書
の
『
仏
教
信
仰
実
話
全
集
』
（
昭
和
六
、
七
年
刊
）
か
何

か
だ
っ
た
ろ
う
。
訳
者
は
中
央
ア
ジ
ア
の
サ
マ
ル
カ
ン
ド
に
祖
先
を
も
ち
、
代
を
イ
ン
ド
に
住
み
、
商
人
の
父
に
と
も
を
わ
れ
て
交

趾
に
移
り
、
十
余
歳
で
両
親
に
死
別
し
、
出
家
し
、
三
世
紀
の
中
ご
ろ
建
業
（
今
の
江
蘇
省
江
寧
）
に
来
て
伝
道
・
訳
経
に
従
っ
た
。

こ
の
経
は
『
高
僧
伝
』
等
に
見
え
る
。
「
師
日
」
と
し
て
と
き
ど
き
話
の
終
り
に
格
言
を
の
せ
る
が
、
そ
れ
が
お
お
む
ね
つ
童
ら
な
い

の
は
、
後
人
の
付
加
か
も
し
れ
ぬ
。

マ

ニ

ー

←

」

勺

、

国

低

４

．

-

一
九
七
九
年
九
月
九
日
、
饒
宗
願
『
選
堂
詩
詞
集
』
（
一
九
七
八
年
刊
）
を
入
手
、
そ
の
日
の
う
ち
に
一
読
了
し
、
・
李
賀
に
か
か

満

紅

紅

。

夜

遊

宮

一

二口
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一

わ
る
雪
一
首
を
写
し
室
こ
こ
に
そ
の
二
首
と
別
の
一
首
を
転
載
す
る
。
「
満
紅
紅
」
は
同
書
一
九
九
頁
「
夜
遊
畠
の
二
首
は
二

一

二
頁
。

０

．

「
夜
遊
宮
」
の
序
に
い
う
事
項
に
関
連
す
る
記
事
が
本
誌
第
八
号
「
雑
記
六
○
・
巻
明
君
」
に
あ
る
。
（
一
九
八
三
・
七
・
二
九
）

日
上
三
竿
，
休
報
道
先
生
睡
足
。
偶
竪
向
、
文
章
劫
裡
，
碧
糊
盈
束
。
年
少
空
散
箭
化
涙
-
蹉
舵
早
造
牌
生
肉
。
但
俳
綱
、
眸
子

射
酸
風
，
肴
新
励
。
蘭
欲
笑
。
秘
可
卜
。
群
己
痩
，
腸
価
曲
。
逼
人
肌
、
坐
閲
山
丘
華
塵
。
喝
月
曾
驚
瓢
繰
上
，
鵬
舟
飛
入

護
紅
宿
。
少
待
布
、
紫
根
熱
巻
雲
・
糊
花
摸
。

鞭 風
迷 走
心 雛
胤 漉・卿
I I I 鐘 雰
痩 ・ 中
Miif'ド立
ﾉ、花券
愛 撫
雛・疑
對 星桃堵
簿隔，
俄 箇
除 晶
紅 畔

鰻･ ◎ ．

省
同．
眸
、、 鋤
春
旛

、

催
漏
箭
Ｏ

熟
落
瀞
絲
蒋
◎

夜
初：瀞
、

雨
下
油
衣
蕊
水
。
纂
同
首
、
家
山
千
里
。
昔
日
長
安
宿
遊
子
。
譜
新
洞
・
度
關
山
、
歌
地
市
。
迩
簡
驚
砂
底
。
検
赦
蕊
、

汚
泥
蝋
砿
。
曾
爲
稗
熾
夜
分
起
。
紀
年
時
、
繕
明
君
、
翻
蜀
紙
。

溝
江
紅

讃
畠
谷
持

夜
淋
宮

列車格勒武布仁安詞-鉄共役半。桑鈴葵倫-曾凡甥雄菜小緬-泌汚日久-軸器上下燕，内

巻此詞-伎台勘駄鰹桑字可鉾。頃鈍考小畑舎采‘稀己沈瀧維開，録示其文-足島廷津迄合。

、箕中畝「両下占（港）表不発鯉」句島佳，暑樋題比。記惟含時一三批翻蜀歎難明君」。残飲光

解島展玩明妃圃，今敦煙布明妃受え-悉末記一言立鋪拳」，可溌迄。

ノ

王

礼

錫

の

墓
』
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＝ 欄匙 一

三
’
一
九
七
三
年
七
月
四
日
か
ら
十
五
日
に
か
け
て
。
一
○
世
紀
の
李
賀
（
四
）
王
礼
錫
」
を
番
き
本
誌
第
八
号
に
載
せ
た
。
そ
の
時

一》｜》一一一》冒雲言臺ｒ一言三一一一弄一」・臺識雫樅はわからをかつたことを方氏の記事で知りえ・てうれしい。二

ローーロ一・一二や。■，一．一や春

一

」

■

守

年

一

一Ｆ一一二・

。
●
の
。
．
・
・
一
■
一
一

全一
由一 ’一二万

弓
言

ｰ

-冬一

男己
芝

二

一
九
三
九
年
夏
、
わ
た
し
は
老
舎
が
“
八
方
風
雨
”
の
う
ち
に
提
唱
し
た
あ
の
「
戦
地
訪
問
団
（
作
家
戦
地
訪
問
団
）
に
参
加
し

た
。
か
れ
は
慰
労
総
会
組
織
の
慰
労
団
の
北
団
に
参
加
し
た
。
そ
の
と
き
、
わ
た
し
と
か
れ
は
別
々
の
経
路
を
進
ん
だ
。
．
：
、
：
．
同

年
末
、
両
団
は
前
後
し
て
重
慶
に
返
っ
た
。
か
れ
は
わ
た
し
に
王
礼
錫
の
『
死
後
の
こ
と
」
に
つ
い
て
の
処
理
を
緑
め
て
く
れ
た
ｃ

・
王
礼
錫
は
当
時
、
「
戦
地
党
政
工
作
委
員
会
」
の
特
派
員
の
身
分
で
西
北
戦
地
の
視
察
に
出
発
し
、
「
作
家
戦
地
訪
問
団
」
が
訪
問

し
よ
う
と
す
る
地
区
が
同
じ
で
あ
り
、
さ
ら
に
か
れ
が
英
国
の
「
援
華
」
運
動
に
功
の
あ
る
人
で
あ
り
、
。
．
．
：
．
、
と
い
っ
た
こ
と

で
か
れ
は
訪
問
団
の
団
長
を
委
ね
ら
れ
た
。
か
れ
は
不
幸
に
も
わ
れ
わ
れ
が
山
西
の
中
条
山
を
訪
問
し
た
と
き
急
に
黄
胆
に
か
か
り
、

洛
陽
に
送
っ
て
手
当
し
た
が
効
な
く
、
世
を
去
っ
た
。
か
れ
の
死
後
、
わ
た
し
が
中
心
に
な
っ
て
、
か
れ
の
た
め
に
、
洛
陽
竜
門
と

白
居
易
の
墓
と
に
は
る
か
に
相
対
す
る
一
個
の
山
頭
の
墓
地
を
選
び
「
詩
人
王
礼
錫
之
墓
」
な
る
墓
碑
を
立
て
、
こ
の
詩
人
を
葬
っ

た
。
老
舎
は
こ
の
こ
と
を
例
と
し
て
わ
た
し
の
処
理
能
力
を
ほ
め
て
く
れ
る
の
だ
が
、
わ
た
し
は
か
え
っ
て
か
な
し
く
、
万
丈
の
峰

煙
の
う
ち
に
あ
っ
て
好
戦
友
を
顧
み
る
こ
と
も
で
き
ず
、
心
い
た
む
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

『
社
会
科
学
戦
線
』
一
九
七
九
年
第
一
期
掲
載
、
方
段
「
痛
壊
老
舎
」
に
王
礼
錫
氏
の
死
の
前
後
に
触
れ
た
記
事
が
あ
る
の
で
、

節
略
し
て
紹
介
す
る
。
→

手
-
．
■ 一

一

三

乳

藍・ロ墨

ｑ
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林
氏
に
つ
い
て
は
、
本
誌
第
十
五
号
に
「
李
賀
詩
歌
集
需
要
校
勘
」
「
両
字
之
差
」
な
る
氏
の
論
文
名
を
そ
の
ま
を
題
と
し
て

小
文
を
雷
き
、
後
者
の
末
に
「
林
氏
の
〈
李
賀
集
〉
校
勘
の
全
貌
が
近
い
将
来
に
出
版
さ
れ
る
こ
と
を
熱
烈
歓
迎
す
る
」
と
記
し
た
。

そ
の
後
、
中
国
で
出
る
各
種
の
人
名
辞
典
を
繰
っ
て
み
る
が
、
氏
の
名
は
見
え
な
い
。
銭
鍾
審
氏
入
洛
の
際
の
談
話
の
記
録
を
読

む
と
、
あ
あ
い
う
人
名
辞
典
は
・
・
・
．
と
い
う
こ
と
で
、
あ
ま
り
さ
と
も
に
考
え
な
い
方
が
よ
い
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

『
復
旦
学
報
』
一
九
八
一
年
第
二
期
が
来
て
見
て
い
た
ら
趙
守
根
『
林
同
済
教
授
与
諺
学
」
（
林
同
済
教
授
と
シ
ェ
ク
ス
ピ
ア
学
）

が
あ
り
、
説
ん
で
感
動
し
た
。
追
悼
論
文
だ
っ
た
。
た
だ
、
い
つ
な
く
な
っ
た
の
か
、
い
く
つ
だ
っ
た
の
か
、
そ
う
い
う
こ
と
は
雷

い
て
な
い
。
李
賀
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
な
い
。
が
と
に
か
く
、
そ
の
摘
要
を
紙
き
れ
に
写
し
た
。
と
こ
ろ
が
日
付
が

ぬ
け
て
い
て
、
い
つ
の
こ
と
だ
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
。
こ
こ
に
は
さ
ら
に
縮
め
て
写
し
て
お
く
。

一
を
麦
、
思
い
つ
い
て
『
中
国
文
学
家
辞
典
・
一
現
代
第
二
分
冊
』
（
一
九
八
二
年
・
四
川
人
民
出
版
社
）
を
み
る
と
、
四
五
’
四
六

頁
に
『
王
礼
錫
（
愚
冒
Ｉ
患
＄
・
孚
闇
）
」
の
項
に
か
な
り
詳
し
い
記
述
が
あ
る
。
旧
稿
に
引
い
た
橋
川
時
雄
の
記
事
で
は
王
氏

の
生
年
は
一
八
九
九
年
だ
っ
た
。
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
わ
た
し
に
は
判
断
が
つ
か
ぬ
。
こ
の
辞
典
の
通
り
な
ら
三
十
九
歳
で
死
ん

だ
こ
と
に
だ
る
・
と
の
人
と
直
接
交
渉
の
あ
っ
た
入
達
の
い
る
間
に
ど
念
た
か
が
こ
の
革
命
詩
人
の
伝
記
を
書
い
て
く
だ
き
ら
左
い

も
の
か
。
（
一
九
八
三
年
七
月
三
十
日
一
七
一
○
）
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候仙

〆 、

林
同
済
教
授
は
中
国
・
西
洋
の
学
問
に
通
じ
、
わ
が
国
著
名
の
西
洋
文
学
専
門
家
で
、
中
国
古
典
文
学
に
も
深
い
素
養
が
あ
り
、

一
九
八
○
年
夏
、
招
か
れ
て
英
・
米
で
舗
装
し
、
過
労
の
た
め
不
幸
、
米
国
で
逝
去
し
た
。
十
年
の
動
乱
期
間
、
困
難
な
環
境
で
李

賀
歌
詩
の
整
理
・
研
究
に
心
を
ひ
そ
め
、
十
万
語
に
上
る
ノ
ー
ト
を
雷
き
、
ま
っ
す
ぐ
な
愛
国
知
識
人
の
仕
事
へ
の
献
身
と
高
度
の

責
任
観
と
学
術
に
お
い
て
不
断
に
真
理
を
探
求
す
る
貴
ぶ
べ
き
精
神
を
表
現
し
た
。
そ
の
成
果
の
一
小
部
分
は
か
つ
て
『
光
明
日
報
』

『
復
旦
大
学
学
報
』
に
発
表
、
学
術
界
の
重
視
と
好
評
を
得
た
。
李
賀
は
唐
詩
の
代
表
作
家
の
一
人
で
、
そ
の
詩
は
南
宋
以
降
、
注

家
が
次
点
に
出
、
注
釈
・
校
勘
に
少
か
ら
ぬ
作
業
が
あ
る
。
た
だ
長
期
に
わ
た
る
刊
刻
の
誤
り
や
注
家
の
も
っ
て
ま
わ
っ
た
表
現
傾

荊
向
か
ら
、
詩
旨
に
な
お
閲
発
す
べ
き
も
の
が
あ
り
、
校
勘
に
正
す
べ
き
処
が
多
い
ｃ
林
氏
は
李
賀
詩
歌
の
研
究
過
程
で
前
人
の
研
究

〆

一
教
授
は
生
涯
不
遇
で
、
研
究
も
度
々
主
題
を
変
更
し
た
。
五
十
年
代
後
期
か
ら
シ
ェ
ク
ス
ピ
ア
校
勘
に
集
注
し
、
一
九
六
三
年
、

英
文
論
文
〈
曾
肖
嵐
８
協
昌
の
§
且
〉
を
書
き
、
デ
ン
マ
ー
ク
王
子
の
独
白
中
の
ぎ
ぱ
。
固
の
恩
か
“
巳
ぼ
８
国
の
答
か
に
つ
き
考
証
し
、

一
九
八
○
年
に
発
表
、
英
・
米
-
日
・
独
の
学
者
に
称
賛
さ
れ
た
。
文
化
大
革
命
中
、
種
々
の
圧
迫
を
う
け
た
が
、
そ
の
間
に
翻
訳

を
進
め
、
演
出
に
つ
い
て
考
案
し
た
。
こ
の
学
問
が
、
中
国
で
よ
う
や
く
レ
ー
ル
に
乗
り
か
け
た
と
き
に
、
教
授
は
世
を
去
っ
た
。

熟
読
・
・
鑑
賞
・
研
究
・
評
論
・
翻
訳
・
演
出
か
ら
文
献
考
証
に
い
た
る
一
門
の
総
合
科
学
だ
、
と
か
れ
は
常
に
シ
ェ
ク
ス
ピ
ア
学

雪
中
華
文
史
論
叢
』
一
九
八
二
年
第
一
輯
に
林
氏
の
遺
稿
「
李
長
吉
歌
詩
研
究
」
が
掲
載
さ
れ
た
。
一
七
’
九
八
頁
。
編
者
の
按

語
に
い
う
。

を
い
っ
て
い
た
が
、
か
れ
は
そ
れ
を
体
現
し
た
。

１
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＝

室引一

・
で
、
整
理
の
し
か
た
は
三
つ
。
校
勘
に
ょ
っ
て
本
文
を
正
す
。
注
釈
に
上
っ
て
語
義
を
弱
ら
か
に
す
る
。
解
釈
に
よ
っ
て
詩
意

を
会
得
士
る
。
こ
の
三
つ
の
基
礎
に
立
ち
、
進
ん
で
鑑
賞
し
、
評
価
す
れ
ば
、
作
者
の
創
作
の
達
成
し
た
も
の
に
つ
き
、
そ
の
い
ず

れ
が
独
創
で
あ
り
、
い
ず
れ
が
成
功
し
表
か
っ
た
か
が
体
認
で
き
、
古
人
に
負
く
な
き
に
近
い
だ
ろ
う
。

→長吉の歌詩は必ずよく主く校勘せねばならぬ○との仕事は、一間細心、一．面大胆でなければ表らぬ。．：．・・

解釈作業では各人の主観にかたよることは免れない。次の点に達意すれば、長吉の詩は読みにくくはない。

長
吉
の
詩
は
む
か
し
か
ら
む
つ
か
し
い
と
い
わ
れ
た
。
細
読
し
て
み
て
、
そ
の
十
中
八
、
九
は
理
解
し
う
る
こ
と
が
だ
ん
だ
ん
わ

か
っ
て
き
た
。
そ
の
理
解
し
が
た
い
も
の
は
、
印
刷
上
の
誤
り
に
よ
る
‘
漁
こ
と
ば
の
典
拠
不
明
に
よ
る
。
し
か
も
そ
の
少
か
ら
ぬ

部
分
は
注
釈
者
が
く
だ
ら
ぬ
考
え
に
と
ら
わ
れ
、
わ
ざ
わ
ざ
分
り
に
く
く
し
て
い
る
か
ら
で
、
長
吉
は
も
と
も
と
わ
か
り
に
く
か
つ

た
の
で
は
な
い
。

成
果
を
注
意
し
て
吸
収
し
、
き
た
旧
説
に
と
ら
わ
れ
ず
、
西
洋
の
文
学
研
究
の
方
法
を
結
合
し
、
詩
意
と
勘
誤
の
両
面
に
あ
ま
た
の

創
見
を
提
出
し
、
典
故
を
示
し
、
舗
理
を
通
し
、
人
の
耳
目
を
一
新
さ
せ
、
お
の
ず
か
ら
一
家
の
言
と
な
っ
た
。
い
ま
、
手
稿
に
ｋ

少聿整理選択し「釈意」と「校勘」の両部分に帰納し総題を『李長吉歌詩研究』としへ林氏の中国古典文学研究

成
果
の
結
晶
と
し
て
学
術
界
に
提
供
す
る
。
篇
幅
を
節
省
す
る
た
め
、
李
賀
◎
原
詩
は
詩
題
の
み
を
か
か
げ
、
あ
る
い
は
関
わ
る
詩

句
の
み
出
し
て
全
詩
は
あ
げ
た
い
。
林
氏
校
釈
の
李
賀
詩
集
全
穂
ぱ
左
お
整
違
校
訂
の
う
え
、
別
に
処
理
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

：
以
上
の
編
者
の
こ
と
ば
の
ほ
か
に
、
林
氏
の
手
稿
の
写
真
四
葉
が
一
二
Ｉ
二
四
頁
に
収
め
ら
れ
る
。
林
氏
の
引
言
を
節
録
し
よ
う
。

二

一

一
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一

（
二
）
題
旨
を
わ
き
室
え
る
こ
と
。
長
吉
は
題
詠
は
や
ら
怠
か
っ
た
。
た
だ
、
詩
の
内
容
と
題
と
は
密
切
な
関
係
が
あ
る
。
題
目
に

関
係
づ
け
て
読
む
、
・
各
詩
製
作
の
意
図
を
摘
出
す
る
、
こ
れ
が
最
も
要
領
を
え
た
方
法
だ
。

（
三
）
文
体
別
に
考
え
る
こ
と
。
突
出
す
る
の
が
楽
府
体
。
楽
府
中
で
も
「
楚
辞
」
を
学
び
、
「
文
選
」
を
学
び
、
李
白
を
学
ぶ
各

体
が
あ
る
。
風
格
は
き
っ
ぱ
り
分
れ
て
い
る
。
そ
の
各
々
の
風
搭
に
従
っ
て
会
得
す
れ
ば
一
切
は
自
然
で
わ
か
り
や
す
い
ｃ
旧
解
は

儒
家
の
道
徳
観
・
芸
術
観
に
と
ら
わ
れ
た
も
の
が
多
く
、
そ
い
っ
を
あ
て
は
め
る
の
で
と
ん
で
も
な
い
間
違
い
が
お
こ
る
。
こ
の
ほ

か
、
杼
情
あ
り
、
感
調
あ
り
、
ド
ラ
マ
あ
り
、
写
実
が
あ
る
。
詠
史
に
つ
い
て
い
っ
て
も
古
事
を
い
た
む
も
の
、
現
代
を
識
刺
す
る

も
の
が
あ
る
。
跳
氏
は
ほ
と
ん
ど
ど
れ
も
み
を
現
代
調
刺
と
し
て
解
釈
す
る
、
こ
じ
つ
け
を
玄
ぬ
か
れ
な
い
。

（
四
）
語
句
を
味
わ
う
こ
と
。
長
吉
が
心
鐵
を
は
き
出
す
ほ
ど
に
苦
心
し
た
の
は
多
く
一
語
一
句
の
間
に
あ
る
。
こ
ま
か
く
さ
ぐ
っ

て
ゆ
く
と
、
往
々
、
一
句
、
あ
る
い
は
一
語
の
う
ち
に
全
詩
の
主
題
と
用
意
を
見
出
す
。
軽
易
に
や
り
す
ご
し
て
は
、
長
吉
に
そ
む

く
こ
と
に
な
る
。
鬼
才
だ
か
ら
わ
か
り
つ
と
な
い
、
左
ど
が
た
‘
リ
た
て
る
者
に
い
た
っ
て
は
ま
さ
に
長
吉
の
罪
人
だ
。

長
吉
歌
詩
の
特
長
は
次
の
各
条
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ば
以
上
わ
か
る
。

毎

（
二
）
題
旨
を
わ
き
室
え
る
こ
と
。

（
ご
生
活
の
消
極
面
か
ら
宇
宙
・
人
生
の
消
息
を
見
出
す
こ
と
に
た
く
み
で
、
精
練
の
手
筆
で
芸
術
美
に
昇
華
さ
せ
る
。
こ
の
点

フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
ポ
ー
ド
レ
ル
に
韮
く
似
て
い
る
。
あ
シ
つ
い
は
、
賀
が
没
落
貴
族
で
あ
る
た
め
こ
ん
な
傾
向
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

（
二
）
客
観
描
写
に
主
観
を
交
え
た
い
手
法
に
長
じ
る
。
こ
の
点
で
は
近
代
西
方
の
自
然
主
義
派
に
似
る
。
で
、
そ
の
詩
の
特
有
の

（
ご
最
も
大
切
だ
の
は
章
法
を
明
か
に
す
る
こ
と
。
長
吉
の
語
は
す
べ
て
条
理
が
あ
る
。
そ
の
層
次
、
段
落
を
尋
ね
て
解
け
ば
半

宮
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わ
た
し
は
、
林
氏
の
こ
れ
ら
の
説
に
全
く
同
感
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
わ
た
し
が
四
十
年
に
わ
た
っ
て
李
賀
の
詩
に
つ
砥
て
言

っ
て
来
た
こ
と
が
、
林
氏
の
説
と
つ
き
合
せ
て
、
ほ
と
ん
ど
全
く
同
じ
だ
っ
た
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
は
い
っ
て
も
、
「
引
言
」
に
続
く
賀
の
詩
の
一
々
に
つ
い
て
の
林
氏
の
説
と
、
わ
た
し
の
考
え
と
が
常
に
合
致
す
る
わ
け
で
は

な
い
。
そ
の
原
因
に
は
い
ろ
い
ろ
の
要
素
が
あ
ろ
う
が
、
氏
が
見
て
お
ら
れ
な
い
（
見
る
こ
と
が
で
き
ず
に
）
と
察
せ
ら
れ
る
宣
城

制
劉
を
、
幸
い
に
し
て
わ
た
し
は
早
く
か
ら
見
得
た
こ
と
り
李
賀
の
伝
を
さ
ぐ
っ
て
、
氏
の
気
づ
か
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
い
く
つ
か

の
賀
の
発
想
の
根
拠
に
思
い
至
っ
た
こ
と
、
槌
伽
経
と
の
関
連
に
お
い
て
賀
の
詩
を
考
え
て
い
る
こ
と
、
わ
た
し
の
無
知
不
学
が
氏

の
説
を
理
解
す
る
こ
と
を
さ
室
た
げ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
に
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
部
分
的
な
違
脆
は
、
だ
れ
に
も
ど
こ
に
も
あ
る
こ
と
だ
が
、
大
筋
に
お
い
て
、
こ
れ
ほ
ど
同
じ
上
う
に
李
賀
の
詩
を
見

る
人
が
い
る
こ
と
を
知
っ
た
の
は
大
き
な
喜
び
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
人
の
存
在
を
知
っ
た
と
き
、
す
で
に
そ
の
人
は
世
を
去
っ

風
味
は
、
き
っ
ぱ
り
と
筆
を
停
め
、
意
が
言
外
に
寄
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

（
三
）
大
胆
な
構
想
、
大
胆
な
造
語
。
論
者
は
か
れ
の
下
筆
の
勁
抜
と
言
い
古
さ
れ
た
こ
と
ば
を
使
お
う
と
し
左
い
こ
と
を
た
た
え

る
。
そ
う
だ
。
こ
の
点
で
は
、
韓
退
之
が
散
文
領
域
で
陳
寓
籏
こ
と
ば
を
つ
と
め
て
除
い
た
の
と
気
味
相
通
ず
る
処
が
あ
る
。

（
四
）
最
後
に
重
ね
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
長
吉
《
）
詩
は
結
構
に
す
ぐ
れ
、
章
法
が
井
然
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
ｃ
そ
の
辞

句
に
眼
く
ら
ん
で
、
つ
い
に
そ
の
詩
意
に
条
理
な
し
と
い
皇
Ｉ
』
は
な
ら
左
い
。
長
吉
の
詩
が
む
つ
か
し
い
と
批
評
す
る
者
の
病
は
み

な
と
れ
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
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竺
一

三
・
・
-
二
』
い
『
話
-
二
一

料
を
見
出
し
得
る
。
」

会
津
氏
が
李
賀
を
愛
し
た
こ
と
は
、
早
く
か
ら
聞
い
て
い
た
が
、
そ
の
詩
を
た
び
た
び
織
毫
し
た
こ
と
は
、
こ
の
本
で
は
じ
め
て

知
っ
た
。
か
れ
の
歌
は
わ
た
し
は
二
十
代
に
愛
読
し
た
が
、
李
賀
、
詩
と
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ぬ
。

季
賀
は
、
日
本
で
は
、
い
わ
ゆ
る
中
国
文
学
の
専
家
の
問
で
盤
り
一
も
、
鮫
の
分
野
の
人
々
の
間
に
愛
読
者
が
多
い
よ
う
だ
。
こ
れ

は
李
賀
に
と
っ
て
不
名
誉
な
こ
と
で
は
な
い
。
か
れ
の
詩
は
「
中
園
文
学
」
と
い
う
一
つ
の
地
方
文
学
で
は
素
く
、
世
界
の
人
々
に

開
か
れ
た
文
学
左
の
だ
。
中
国
の
中
国
文
学
専
攻
の
学
者
の
毒
く
論
文
生
ｂ
、
シ
ェ
ク
ス
ピ
ァ
学
者
の
林
氏
の
校
注
が
心
を
う
つ
の

’
一
九
八
○
年
六
月
、
友
人
が
、
見
て
み
ろ
と
い
っ
て
持
っ
て
乗
ら
れ
た
。
六
五
１
七
四
頁
に
李
賀
の
「
季
過
謹
篭
引
」
の
揮
毫
が

あ
っ
て
な
か
な
か
い
い
。
「
解
説
」
に
『
会
津
八
一
全
集
・
》
第
二
巻
蕨
収
壷
碓
淳
美
嬬
史
講
義
」
の
次
の
一
節
が
引
い
て
あ
る
。

「
李
賀
は
早
熟
に
し
て
空
想
的
承
天
才
詩
人
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
ば
》
谷
澤
翻
灼
な
表
現
主
り
も
、
も
っ
と
他
の
空
想
的

な
夢
の
様
を
刺
戟
に
襲
わ
れ
る
。
然
し
美
術
史
を
研
究
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
、
蕊
の
汚
の
中
か
ら
史
的
研
究
を
す
る
何
程
か
の
材

て
い
た
・
と
ん
左
悲
し
い
と
と
が
あ
ろ
う
か
。
だ
が
、
こ
れ
は
，
わ
た
し
の
私
楕
に
す
ぎ
ぬ
。
李
賀
の
た
め
に
、
か
れ
よ
り
千
二
百
年

の
ち
に
も
か
れ
の
芸
術
を
か
く
あ
た
た
か
く
正
し
く
理
解
す
る
人
の
あ
る
こ
と
を
喜
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

。

〃

会

津

八

一

の

法

Ｉ

帖

（
沼
弧
五
十
四
年
刊
）

つ
九
八
三
年
七
月
三
十
一
日
一
二
○
○
）

！

Ｔ
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、

劉
氏
が
李
賀
の
詩
集
の
最
初
の
評
釈
者
で
あ
る
こ
と
は
誰
も
が
知
っ
て
い
る
。
わ
た
し
も
ず
い
ぶ
ん
長
い
間
お
世
話
に
な
っ
た
。

し
か
し
そ
の
詳
し
い
経
歴
は
知
ら
な
か
っ
た
。
調
べ
よ
う
と
思
い
な
が
ら
そ
こ
雀
で
手
が
及
ば
な
か
っ
た
。
『
詞
学
。
一
第
一
輯
（
一

九
八
一
年
・
華
東
師
範
大
学
出
版
部
）
に
載
っ
た
馬
群
「
劉
辰
翁
事
跡
考
」
を
読
ん
で
渇
を
医
し
た
。

劉
氏
は
二
一
三
二
年
に
生
れ
二
一
九
七
年
六
十
六
歳
で
死
ん
だ
ｃ
宋
の
滅
亡
を
眼
の
あ
た
り
に
見
、
そ
の
遺
民
と
し
て
古
典
の
評

釈
に
心
情
を
託
し
て
生
涯
を
終
え
た
。
奉
賀
が
そ
の
評
釈
の
最
初
の
作
業
で
あ
り
、
ま
た
最
も
心
を
尽
し
た
も
の
ら
し
い
。
文
集
も

百
巻
か
ら
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
早
く
散
失
し
、
後
人
の
集
め
た
も
の
が
十
巻
ほ
ど
の
こ
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
ら
し
い
。
そ
れ
も
中

中
手
に
入
れ
に
く
い
が
、
詠
は
読
む
こ
と
が
で
き
る
．
か
れ
よ
り
七
百
年
の
ち
に
生
れ
た
わ
た
し
は
、
何
も
知
ら
ず
に
李
賀
を
読
み
、

ワ

は
う
こ
の
こ
と
と
関
わ
り
が
あ
ろ
う
。
草
森
紳
一
氏
の
未
完
の
李
長
吉
伝
が
、
ざ
ま
ざ
雀
の
誤
り
を
含
み
を
が
ら
も
圧
倒
的
に
面
白

い
の
は
か
れ
の
感
性
と
知
識
の
根
が
お
そ
ろ
し
く
広
い
領
域
に
の
び
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
あ
の
「
長
吉
伝
」
を
“
不
出

来
な
作
品
”
と
評
し
た
ら
悪
口
を
言
う
の
だ
と
受
け
と
っ
た
人
が
い
る
。
わ
た
し
は
、
あ
れ
が
秀
才
の
模
範
答
案
で
な
い
こ
と
を
大

い
に
讃
嘆
し
た
の
だ
。
杜
国
清
氏
の
〈
属
弓
〉
は
ア
メ
リ
カ
で
の
シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
と
い
う
条
件
が
あ
り
、
氏
と
し
て
は
満
足
し

表
い
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
も
、
す
ぐ
れ
た
李
賀
概
論
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
中
国
語
で
数
々
の
詩
集
を
出
し
、
ポ
ー
ド
レ
ー

ル
の
悪
の
華
の
中
国
語
全
訳
を
や
り
と
げ
た
詩
人
で
あ
る
こ
と
と
か
か
わ
る
に
違
い
な
い
。
（
一
九
八
三
年
八
月
一
日
一
七
○
○
）

ザ』

ー

劉

辰

翁
、

一言｡ 毛 苫 』
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一

史
記
を
読
み
、
漢
書
を
読
み
、
老
子
を
読
み
、
荘
子
を
読
み
、
列
子
を
読
み
、
世
説
を
読
み
、
王
維
を
読
み
、
杜
詩
を
読
み
、
そ
し
て

李
清
照
を
読
み
な
が
ら
、
か
れ
の
死
の
年
に
近
づ
い
て
い
た
。
も
と
よ
り
わ
た
し
は
『
か
れ
の
よ
う
な
烈
士
で
は
を
く
、
学
者
で
も
な

う
く
、
文
人
で
も
な
い
。
し
か
し
好
み
に
お
い
て
相
似
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
「
縁
』
の
近
さ
を
感
じ
る
ｃ
か
れ
に
と
っ

て
は
迷
惑
で
あ
ろ
う
が
。
（
一
九
八
三
年
八
月
一
日
二
○
三
○
）

『
李
賀
研
究
』
終
刊
の
ご
あ
い
き
つ

一
九
七
一
年
一
月
本
誌
を
創
刊
し
て
、
こ
と
し
で
満
十
二
年
に
な
る
。
そ
の
間
に
発
行
し
た
の
は
わ
ず
か
に
十
六
号
に
す
ぎ
左
い
。

あ
れ
こ
れ
雑
多
に
取
り
あ
げ
た
が
、
李
賀
の
詩
に
つ
い
て
何
ほ
ど
の
こ
と
も
解
け
た
わ
け
で
は
を
い
・
「
小
さ
な
現
」
な
が
ら
水
が

尽
き
た
訳
で
も
な
い
。
し
か
し
、
わ
た
し
は
い
ま
数
え
で
六
十
五
歳
で
あ
り
、
死
ん
だ
父
よ
り
十
歳
も
年
を
食
い
、
と
り
た
て
た
病

は
な
く
と
も
、
あ
と
に
幾
つ
か
仕
事
を
か
か
え
て
い
る
の
で
、
こ
こ
ら
を
機
に
小
誌
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
。

体
裁
粗
末
、
内
容
粗
漏
の
小
雑
誌
が
、
開
店
休
業
の
よ
う
な
簸
間
を
幾
度
か
は
さ
み
な
が
ら
も
、
今
日
吉
で
持
続
し
え
た
の
は
、
一

つ
は
読
者
諸
賢
の
温
い
ご
支
持
に
よ
り
、
一
つ
は
朋
友
書
店
の
土
江
澄
男
夫
妻
な
ら
び
に
店
員
諸
君
の
篤
い
友
錆
に
よ
る
。

き
ず
と
の
こ
と
を
記
し
て
感
謝
の
微
意
を
述
べ
ず
に
は
お
れ
ぬ
。

わ
た
し
が
李
賀
を
読
み
は
じ
め
た
の
は
一
九
三
三
年
前
後
、
す
な
わ
ち
五
十
年
前
で
あ
る
。
当
時
、
中
国
文
学
専
攻
の
人
で
も
李
賀

の
名
を
知
ら
な
い
人
が
あ
っ
た
、
と
い
う
と
今
の
方
々
は
信
じ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
が
、
事
実
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
年
、
漆
山
又
四

郎
氏
の
訳
注
が
出
版
さ
れ
、
日
夏
歌
之
介
、
佐
藤
春
夫
な
ど
の
諸
氏
の
紹
介
・
翻
訳
に
よ
っ
て
文
芸
を
愛
す
る
人
々
の
間
に
そ
の
名

今

９
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年
の
大
き
な
喜
び
と
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

李
賀
を
愛
す
る
が
ゆ
え
に
拙
い
わ
た
し
を
長
く
支
持
さ
れ
た
方
々
に
重
ね
て
感
謝
し
、
李
賀
に
つ
い
て
研
究
し
、
翻
訳
し
、
創
作

し
続
け
ら
れ
る
諸
賢
の
文
安
を
、
切
に
祈
念
い
た
し
さ
す
。

一
九
五
三
年
、
雑
誌
『
方
向
』
を
出
し
、
李
賀
に
つ
い
て
語
り
は
じ
め
た
の
は
、
一
人
の
素
人
愛
読
者
と
し
て
で
、
専
門
の
方
々

が
や
っ
て
下
さ
る
主
う
に
な
れ
ば
い
つ
で
も
観
客
席
に
お
り
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
つ
い
ぐ
ず
ぐ
ず
舞
台
の
端
っ
こ
に
ひ
っ
か
か
っ

た
蚕
ま
馬
齢
を
重
ね
た
が
、
素
人
で
あ
る
こ
と
は
束
の
間
も
忘
れ
た
こ
と
は
な
い
。
今
で
は
専
廃
家
も
多
く
、
専
洩
外
の
人
で
も
李

賀
を
読
む
た
め
の
基
礎
は
か
な
り
と
と
の
っ
た
。
わ
た
し
が
観
客
席
に
お
り
る
時
機
は
と
っ
く
に
来
て
い
た
。
李
賀
を
読
む
こ
と
は

お
そ
ら
く
死
ぬ
注
で
や
め
ら
れ
を
い
。
他
の
方
々
の
作
業
も
眼
に
ふ
れ
る
限
り
読
ま
ず
に
は
い
ら
れ
ま
い
。
そ
れ
ら
は
わ
た
し
の
残

が
氷
の
し
み
る
主
う
に
波
及
し
つ
つ
あ
っ
た
。

終
り
に
、
李
賀
の
独
吟
連
句
に
ち
な
み
、
へ
た
く
そ
を
独
吟
歌
仙
「
幻
城
」
の
一
巻
を
、
お
笑
い
草
室
で
に
。

『
李
賀
研
究
』
終
刊
号
を
、
四
十
年
前
に
「
牛
の
ご
と
く
ね
ば
り
強
く
あ
れ
」
と
さ
と
さ
れ
た
兼
子
悦
治
氏
に
さ
さ
げ
童
す
。

初
オ
幻
の
初
詣
せ
む
羅
婆
那
夜
叉

裸
伽
の
城
に
ぬ
か
る
御
降

緑
も
え
鰻
さ
を
聖
ふ
焼
野
に
て

＃

４

一

●

耕
す
牛
を
小
突
く
女
童

蛤
を
拾
へ
ぱ
昼
の
月
ゆ
ら
ぎ

街
角
の
ポ
ス
ト
黒
き
自
転
車

、
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名
オ ウ

戦
争
と
疫
病
地
球
に
ば
ら
を
か
れ

海
を
隔
て
て
苦
が
き
恋
す
る

ぼ
ろ
靴
の
あ
さ
り
い
と
し
く
触
れ
難
し

夕
顔
の
は
な
見
て
を
，
し
間
に

荘
子
去
り
王
維
去
り
韓
愈
去
り

打
字
機
た
た
い
て
へ
ぼ
歌
仙
ま
く

停
電
の
庵
室
の
窓
月
さ
せ
ば

毒
茸
ば
か
り
臭
ふ
古
里

立
琴
は
あ
れ
ど
開
か
せ
む
ひ
と
さ
さ
ず

爪
を
と
ぎ
た
る
男
ま
ね
か
む

麗
ら
か
に
花
さ
く
あ
し
た
退
職
し

ペ
ン
ペ
ン
草
の
丈
の
高
さ
よ

ふ
わ
ふ
わ
と
シ
ャ
ボ
ン
玉
飛
ぶ
あ
と
追
へ
ど

鼻
は
い
つ
で
も
目
よ
り
突
き
出
て

宝
塔
並
坐
久
遠
本
仏
地
湧
建
回
薩

＝

ウ

転
識
の
波
し
き
り
騒
だ
っ

滝
凍
り
声
な
く
冬
の
虹
懸
り

風
邪
ひ
き
し
夜
は
生
姜
酒
煮
る

ゴ
キ
ブ
リ
主
ｂ
も
猛
き
マ
イ
カ
ー
国
に
満
ち

踏
み
に
じ
ら
れ
し
燕
子
楼
悲
歌

は
ま
だ
色
の
壷
に
少
年
う
ち
沈
め

鉛
の
涙
魚
の
雀
な
ぶ
た

月
来
た
り
庭
の
穂
蓼
を
題
す
か
な

あ
き
ナ
に
つ
ら
き
露
霜
の
宿

施
暁
鬼
船
仕
た
て
て
何
処
へ
放
た
ん
か

天
は
荘
荘
夢
は
漠
漠

わ
び
し
く
も
童
た
面
白
き
遍
歴
に

サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
ザ
の
一
人
だ
に
左
く

が
ら
く
た
の
荷
は
す
べ
て
捨
て
花
の
暮

『
李
賀
研
究
』
の
ば
て
や
春
風

■
一
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