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近
現
代
に
お
け
る
漢
詩
和
訳
に
つ
い
て

―
―
詩
人
、
詞
人
、
歌
人
と
学
者
―
―
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達　

男

は
じ
め
に

　

詩
の
翻
訳
は
難
し
い
も
の
で
あ
る
。
原
詩
の
表
現
し
て
い
る
も
の
を
、
他
の
言
語
で
過
不
足
な
く
表
す
の
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に

近
い
と
思
わ
れ
る
。
詩
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
リ
ズ
ム
や
韻
、
抽
象
的
で
含
意
の
深
い
用
語
を
、
異
な
る
言
語
を
用
い
て
全
て
置
き
か

え
よ
う
と
す
る
行
為
は
、
恐
ら
く
翻
訳
と
い
う
作
業
の
域
を
越
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
原
詩
に
基
づ
い
て
、
詩
を
可
能
な
限
り
翻
訳
し

よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
散
文
の
翻
訳
と
は
異
な
る
方
法
が
求
め
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。

　

翻
訳
が
困
難
で
あ
る
の
は
、
起
点
テ
ク
ス
ト
と
目
標
テ
ク
ス
ト
と
の
間
に
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
両
者
の
間
に
横
た

わ
っ
て
い
る
の
は
言
語
体
系
で
あ
り
、文
化
的
背
景
で
あ
る
。
起
点
テ
ク
ス
ト
と
目
標
テ
ク
ス
ト
の
懸
隔
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、

翻
訳
に
無
理
が
生
じ
、
膨
大
な
注
釈
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
を
迫
ら
れ
る
。
反
対
に
、
原
詩
と
訳
詩
の
言
語
体
系
が
近
接
し
、
文
化

的
背
景
が
近
似
し
て
い
た
な
ら
ば
、
翻
訳
作
業
は
そ
れ
ほ
ど
滞
る
こ
と
な
く
、
い
く
ら
か
は
捗
る
は
ず
で
あ
る
。
語
彙
体
系
に
類
似
や

重
複
が
認
め
ら
れ
、
生
活
文
化
や
歴
史
の
一
部
が
共
有
さ
れ
て
い
る
両
言
語
間
で
あ
る
な
ら
ば
、
改
め
て
繁
雑
な
補
足
や
説
明
を
加
え

る
こ
と
な
く
、
容
易
に
原
詩
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
理
解
さ
れ
る
。
日
本
語
と
の
翻
訳
を
考
え
る
な
ら
、
言
語
体
系
も
文
化
的
背
景
も

隔
た
る
英
語
な
ど
の
西
欧
諸
語
よ
り
も
、
漢
語
や
朝
鮮
語
な
ど
東
ア
ジ
ア
の
言
語
と
翻
訳
す
る
方
が
容
易
で
あ
る
こ
と
は
火
を
見
る
よ
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り
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
日
本
語
が
き
わ
め
て
多
く
の
漢
語
を
取
り
入
れ
、
ま
た
中
国
語
・
朝
鮮
語
に
も
日
本
語
の
語
彙
が
取
り

入
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
言
語
体
系
・
文
化
的
背
景
の
近
さ
を
示
し
て
い
る
。
日
本
に
お
い
て
中
国
の
古
典
解
釈
に
用
い
ら
れ
て
き
た

訓
読
書
き
下
し
文
も
そ
う
で
あ
る
。
漢
文
に
助
詞
や
助
動
詞
を
補
う
こ
と
で
和
文
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
行
為
は
、
言
語
体
系
・

文
化
的
背
景
が
近
接
す
る
か
ら
こ
そ
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
訓
読
法
は
明
ら
か
に
漢
語
を
理
解
す
る
た
め
に
一
定
の
役
割
を
果
た
し

て
き
た
。
日
本
で
は
、
中
国
の
古
典
を
訓
読
し
た
書
き
下
し
文
を
「
国
訳
」
と
読
ん
だ
時
期
さ
え
あ
る1

。
大
正
九
年
刊
行
の
『
国
訳
漢

文
大
成
』（
国
民
文
庫
刊
行
会
）
は
、
中
国
古
典
の
経
書
・
史
書
・
諸
子
・
文
学
を
お
お
う
大
部
な
叢
書
で
あ
り
、
続
集
も
合
わ
せ
全

八
十
八
冊
を
数
え
る
。
こ
の
一
大
叢
書
は
書
き
下
し
文
に
語
注
を
添
え
、
末
尾
に
原
文
を
載
せ
る
ば
か
り
で
、
現
代
語
訳
は
な
い
が
、

今
な
お
数
多
の
図
書
館
に
蔵
さ
れ
、
縮
刷
版
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　

中
国
の
古
典
が
現
代
語
に
訳
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
西
洋
文
学
の
翻
訳
よ
り
し
ば
ら
く
後
の
こ
と
で
あ
る
。
昭
和
三
十
四
年

に
な
っ
て
も
「
実
は
中
国
の
旧
詩
の
現
代
語
訳
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
試
み
ら
れ
て
い
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
荒
井
健
「
中

国
旧
詩
の
翻
訳
」、『
李
賀
』
中
国
詩
人
選
集
月
報
、
岩
波
書
店
）。
更
に
荒
井
は
漢
詩
和
訳
が
進
展
し
な
い
点
に
つ
い
て
、「
そ
の
理
由

と
し
て
ま
ず
、
中
国
古
典
文
学
の
場
合
だ
け
に
、
訓
読
に
よ
る
読
み
下
し
文
す
な
わ
ち
漢
文
直
訳
体
と
い
う
便
利
な
も
の
が
存
在
し
て

い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
…
…
訓
読
は
比
較
的
容
易
に
習
得
で
き
る
か
ら
、
か
な
り
普
及
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
普
及
が
か
え
っ

て
現
代
語
訳
の
生
長
を
さ
ま
た
げ
て
来
た
と
い
え
よ
う
」
と
述
べ
る
。
こ
う
し
た
訓
読
法
へ
の
批
判
は
し
ば
し
ば
聞
か
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
訓
読
書
き
下
し
文
は
、
原
詩
を
返
り
読
み
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
文
を
解
釈
す
る
が
、
用
い
ら
れ
て
い
る
語
彙
は
一
切
訳
さ
な

い
。
そ
の
た
め
語
義
や
用
字
の
解
釈
は
全
て
読
者
に
委
ね
ら
れ
、
翻
訳
と
し
て
は
中
途
半
端
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
リ
ズ
ム
や
韻
に

つ
い
て
は
、
擬
音
語
や
双
声
・
畳
韻
の
語
な
ど
語
彙
と
し
て
は
原
詩
に
近
い
音
を
伝
え
得
る
も
の
の
、
脚
韻
は
失
わ
れ
る
。

　

一
方
、
漢
詩
を
現
代
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
に
は
、
多
大
な
困
難
を
と
も
な
っ
た
。
漢
詩
の
リ
ズ
ム
や
韻
、
抽
象
的
で
含
意
の
深
い
用

語
を
過
不
足
な
く
現
代
語
に
移
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
し
、
何
よ
り
も
訓
読
し
た
方
が
、
文
語
訳
や
口
語
訳
よ
り
も
原
詩
の
表
現



人　文　研　究　第　130　輯254(3)

し
て
い
る
も
の
に
迫
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
結
果
、
漢
詩
の
和
訳
に
は
訓
読
書
き
下
し
文
が
広
く
用
い
ら
れ
た
。
暗
誦
に
便
利
で
あ
っ
た
点
も
普
及
を
促
し
た
で
あ
ろ
う2

。

そ
し
て
現
在
の
よ
う
に
漢
詩
の
現
代
語
訳
が
広
ま
る
に
は
、
西
洋
諸
語
の
翻
訳
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
経
緯
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
小
論

に
て
取
り
上
げ
る
、
近
現
代
に
お
け
る
漢
詩
和
訳
の
歴
史
で
あ
る
。「
漢
詩
和
訳
」
と
は
、
語
義
に
即
し
て
言
え
ば
漢
詩
を
日
本
語
に
訳

す
こ
と
で
あ
る
か
ら
、「
現
代
語
訳
」
と
同
義
で
あ
る
が
、
小
論
で
は
そ
れ
と
は
区
別
す
る
た
め
に
こ
の
語
を
用
い
る
。
簡
単
に
言
え
ば

「
現
代
語
訳
」
が
逐
語
訳
的
か
つ
直
訳
的
な
、
言
わ
ば
学
習
参
考
書
の
訳
法
で
あ
る
の
に
対
し
、「
漢
詩
和
訳
」
は
訓
読
書
き
下
し
文

を
克
服
し
、
原
詩
の
表
現
し
て
い
る
も
の
に
迫
ろ
う
と
し
た
翻
案
訳
で
あ
り
、
半
創
作
訳
や
自
由
訳
と
も
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
例

を
挙
げ
る
な
ら
、
井
伏
鱒
二
が
于
武
陵
詩
の
「
人
生
足
別
離
」
を
「「
サ
ヨ
ナ
ラ
」
ダ
ケ
ガ
人
生
ダ
」
と
訳
出
し
た
類
で
あ
る
。
原
詩

の
語
義
や
構
文
に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
、
原
詩
の
内
奥
に
迫
り
、
時
に
新
た
な
創
作
作
品
を
生
み
出
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
漢
詩
和
訳

は
、
こ
れ
ま
で
に
十
分
豊
か
な
実
績
が
あ
り
、
歴
史
が
あ
る
。
全
て
を
網
羅
す
る
こ
と
が
困
難
な
ほ
ど
裾
野
は
広
が
っ
て
い
る3

。
今
は

管
見
の
及
ぶ
範
囲
で
漢
詩
和
訳
の
作
品
を
渉
猟
し
、
漢
詩
の
翻
訳
に
取
り
組
ん
で
き
た
先
人
た
ち
の
姿
を
辿
り
つ
つ
、
近
現
代
に
お
け

る
概
要
の
把
握
を
試
み
た
い
。
主
要
な
漢
詩
和
訳
作
品
を
比
較
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
漢
詩
和
訳
史
の
大
体
が
理
解
で
き
れ
ば
幸

い
で
あ
る
。
ま
た
、
漢
詩
和
訳
と
訓
読
書
き
下
し
文
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
い
さ
さ
か
考
察
を
加
え
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
小

論
に
て
取
り
上
げ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
作
品
に
つ
い
て
は
、篇
末
に
附
し
た
「
近
現
代
漢
詩
和
訳
関
連
年
表
」
に
掲
載
し
て
お
く
。

一
、
詩
人
に
よ
る
漢
詩
和
訳

〔
森
鷗
外
『
於
母
影
』〕

　

近
代
の
漢
詩
和
訳
史
を
考
え
る
際
、
ま
ず
初
め
に
取
り
上
げ
る
べ
き
は
訳
詩
集
『
於
母
影
』
で
あ
ろ
う
。『
於
母
影
』
は
、
明
治
二

十
二
年
新
声
社
が
『
国
民
之
友
』
五
十
八
号
夏
期
附
録
に
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
新
声
社
は
森
鷗
外
を
中
心
に
、
落
合
直
文
、
市
村
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瓚
次
郎
、井
上
通
泰
、小
金
井
喜
美
子
、三
木
竹
二
を
同
人
と
し
た
。
そ
の
う
ち
小
金
井
と
三
木
は
鷗
外
の
妹
と
弟
で
あ
る
。『
於
母
影
』

は
明
治
十
五
年
に
発
表
さ
れ
た
『
新
体
詩
抄
』
の
後
を
承
け
、
独
語
詩
文
十
一
篇
・
英
詩
四
篇
・
漢
詩
一
篇
・
和
文
一
篇
を
、
新
体
詩

十
一
篇
・
漢
詩
五
篇
・
和
歌
一
篇
に
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
明
治
二
十
五
年
に
鷗
外
は
、『
於
母
影
』
を
翻
訳
作
品
集
『
水

沫
集
』（
春
陽
堂
）
に
再
録
し
た
が
、
そ
の
際
に
漢
詩
一
篇
・
独
語
文
一
篇
を
そ
れ
ぞ
れ
新
体
詩
と
漢
詩
に
翻
訳
し
た
も
の
を
加
え
、

全
十
九
編
と
し
た
。
つ
ま
り
こ
の
十
九
篇
の
中
に
は
新
体
詩
に
和
訳
さ
れ
た
漢
詩
が
二
篇
あ
り
、
漢
詩
に
訳
さ
れ
た
詩
が
六
篇
（
内
訳

は
独
語
詩
文
四
、
英
詩
一
、
和
文
一
）
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
独
語
詩
文
・
英
詩
・
和
文
を
漢
詩
に
訳
す
と
い
う
の
は
今
で
は

考
え
に
く
い
こ
と
で
あ
る
が
、
当
時
は
「
詩
」
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
ま
ず
漢
詩
と
理
解
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た4

。
だ
か
ら
新
声
社

の
同
人
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、『
国
民
之
友
』
の
読
者
に
し
て
も
自
然
に
漢
詩
訳
を
受
け
入
れ
て
い
た
。
む
し
ろ
現
代
詩
に
連
な

る
新
体
詩
こ
そ
、
当
時
よ
う
や
く
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
「
新
体
」
な
の
で
あ
り
、
口
語
体
詩
と
し
て
も
未
だ
成
熟
し
て
い
な
い
文
語
詩

な
の
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、『
於
母
影
』
の
中
で
新
体
に
訳
さ
れ
た
漢
詩
二
首
は
と
言
え
ば
、
い
ず
れ
も
明
代
の
詩
人
高
啓
の
作
で
あ
っ
た
。
そ
の
七
言

絶
句
「
看
梅
漫
成
」
を
「
野
梅
」
と
改
題
し
、「
青せ

い
き
ゅ
う
し

邱
子
歌
」
を
「
青
邱
子
」
と
題
し
訳
出
し
た
（「
青
邱
」
と
は
高
啓
の
号
で
あ
る
）。

翻
訳
者
は
鷗
外
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
今
は
「
野
梅
」
を
原
詩
と
書
き
下
し
文
と
と
も
に
見
て
お
こ
う
。

　
　
　

看
梅
漫
成　
　
　
　
　
　

梅
を
看
て
漫そ

ぞ

ろ
に
成
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

野
梅

　
　

野
人
不
省
愛
梅
好　
　
　

野
人
は
省
み
ず
梅
の
好よ

き
を
愛
す
る
を　
　
　
　

め
づ
る
人
な
き
山
里
は

　
　

棄
在
荒
籬
荊
棘
辺　
　
　

棄
て
て
荒
籬
荊
棘
の
辺
に
在
り　
　
　
　
　
　
　

う
ば
ら
か
ら
た
ち
生
ひ
あ
る
ゝ

　
　

細
雨
東
風
欲
零
落　
　
　

細
雨
東
風
に
零
落
せ
ん
と
欲
し　
　
　
　
　
　
　

籬
の
も
と
に
捨
て
ら
れ
て

　
　

我
来
相
見
一
潸
然　
　
　

我
れ
来
た
り
て
相
ひ
見
て
一
た
び
潸
然
た
り　
　

雨
に
う
つ
ろ
ひ
風
に
ち
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

世
を
わ
び
げ
な
る
梅
の
花
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あ
ひ
み
る
に
こ
そ
悲
し
け
れ

愛
で
る
人
の
な
い
野
梅
の
さ
ま
に
、
作
者
自
身
を
重
ね
て
悲
哀
に
浸
る
小
品
で
あ
る
。
訳
詩
は
「
う
ば
ら
」「
生
ひ
あ
る
ゝ
」
と
い
っ

た
古
語
を
用
い
て
七
五
調
に
整
え
る
一
方
、
原
詩
の
漢
語
は
ほ
と
ん
ど
訳
語
に
取
り
入
れ
て
い
な
い
。
大
き
な
特
色
は
、
七
言
絶
句
を

六
句
の
文
語
に
訳
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
五
句
目
の
「
世
を
わ
び
げ
な
る
梅
の
花
」
と
い
う
原
詩
に
な
い
表
現
が
挿
入
さ

れ
た
の
は
、
訳
者
に
よ
っ
て
翻
案
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
作
品
解
釈
に
お
い
て
訳
者
の
意
図
を
明
確
に
し
た
部
分
で
あ
る5

。
な
お
、
本
作

品
に
つ
い
て
は
「
訓
読
に
対
す
る
疑
念
を
前
提
と
し
て
「
意
」
訳
を
行
な
い
、
も
し
訓
読
す
る
な
ら
ば
、
音
読
み
を
多
用
し
た
硬
い
訓

読
で
は
な
く
、
せ
め
て
訓
読
み
か
ら
成
る
軟
ら
か
い
訓
読
を
す
べ
き
だ
と
の
主
張
に
そ
っ
て
書
か
れ
た
訳
詩
」
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が

あ
る6

。
訓
読
を
離
れ
、
和
文
に
変
容
さ
せ
よ
う
と
し
た
意
図
は
、
確
か
に
う
か
が
え
る
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
訳
詩
が
原
詩
か
ら
離

れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
新
た
な
和
文
に
よ
る
別
個
の
詩
を
作
ろ
う
と
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
そ
し
て
こ
の

問
題
は
漢
詩
和
訳
に
お
い
て
常
に
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。

〔
土
岐
善
麿
『
鶯
の
卵
』〕

　

『
於
母
影
』
の
後
を
継
ぐ
の
は
、
大
正
十
四
年
に
ア
ル
ス
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
土
岐
善
麿
『
鶯
の
卵
』
で
あ
る
。
そ
こ
に
収
め
ら
れ

た
訳
詩
「
春
あ
け
ぼ
の
」
は
、
原
詩
の
「
春
暁
」
と
と
も
に
現
在
数
多
く
の
高
等
学
校
の
漢
文
教
科
書
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。
原
詩
・

書
き
下
し
文
と
と
も
に
次
に
掲
げ
よ
う
。

　
　
　

春
暁　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

春
あ
け
ぼ
の　
　
　
　
　
　
　
　
　

H
A

RU
 N

O
 A

K
EBO

N
O

.

　
　

春
眠
不
覚
暁　

春
眠
暁
を
覚
え
ず　
　
　
　
　

春
あ
け
ぼ
の
の
う
す
ね
む
り　
　
　

H
aru A

kebono no U
sunem

uri,

　
　

処
処
聞
啼
鳥　

処
処
啼
鳥
を
聞
く　
　
　
　
　

枕
に
か
よ
ふ
鳥
の
こ
ゑ　
　
　
　
　

M
akura ni kayou T

ori no K
oe,

　
　

夜
来
風
雨
声　

夜
来
風
雨
の
声　
　
　
　
　
　

風
ま
じ
り
な
る
夜
べ
の
雨　
　
　
　

K
aze m

aziri naru Y
obe no A

m
e,
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花
落
知
多
少　

花
落
つ
る
こ
と
知
る
多
少　
　

花
散
り
け
ん
か
庭
も
せ
に　
　
　
　

H
ana tiriken ka N

iw
a m

o seni.
や
は
り
七
五
調
の
文
語
訳
で
あ
る
。『
於
母
影
』
と
比
べ
る
な
ら
、
原
詩
の
違
い
も
大
き
い
が
、「
あ
け
ぼ
の
」「
う
す
ね
む
り
」「
枕
に

か
よ
ふ
」
な
ど
、
和
語
の
や
わ
ら
か
い
表
現
が
目
立
つ
。
ま
た
、『
鶯
の
卵
』
以
降
ほ
と
ん
ど
の
訳
詩
は
、
漢
詩
と
訳
詩
の
句
数
を
揃

え
る
よ
う
に
な
る
。
と
い
う
よ
り
も
、『
於
母
影
』
が
漢
詩
よ
り
も
訳
詩
の
句
数
が
二
句
多
い
方
が
特
異
な
例
で
あ
る
。
故
意
に
句
数

を
揃
え
る
こ
と
を
避
け
、
訳
詩
と
し
て
文
学
的
な
効
果
を
求
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
『
鶯
の
卵
』
は
大
正
十
四
年
の
刊
行
当
初
、
前
掲
引
用
下
段
の
よ
う
に
訳
詩
を
す
べ
て
ロ
ー
マ
字
で
表
記
し
て
い
た
。
土
岐

善
麿
が
ロ
ー
マ
字
運
動
に
参
加
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
が
昭
和
七
年
の
改
造
社
文
庫
版
に
な
る
と
ロ
ー
マ
字
と
和
文
が
併
記
さ

れ
、
昭
和
三
十
一
年
春
秋
社
版
の
『
新
版
鶯
の
卵
』
に
な
り
、
ロ
ー
マ
字
が
廃
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。

　

大
正
十
四
年
版
『
鶯
の
卵
（U

GU
ISU

 N
O

 T
A

M
A

GO
)

』
は
、
八
十
一
編
の
訳
詩
がH

A
RU

・N
A

T
U

・A
K

I

・H
U

Y
U

・

K
U

SA
GU

SA

に
分
類
さ
れ
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
序
文
に
よ
る
と
、
同
年
春
よ
り
『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
』
に
連
載
し
た
「N

ipponsiki-

rôm
azi ni yoru K

ansi-W
ayaku U

guisu no T
am

ago

」
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
選
録
さ
れ
た
原
詩
は
、
唐
宋
の
近
体
詩
を

中
心
と
す
る
も
の
の
、
日
本
漢
詩
も
二
十
八
篇
が
訳
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
一
篇
、
他
の
漢
詩
和
訳
作
品
と
は
異
な
り
、
原
詩
と
訳

詩
の
関
係
を
逆
様
に
入
れ
替
え
た
も
の
が
あ
る
。
日
本
語
が
原
詩
で
あ
り
、
漢
詩
が
翻
訳
で
あ
る
作
品
を
紛
れ
込
ま
せ
て
い
る
の
だ
。

本
来
は
日
本
民
謡
で
あ
る
も
の
を
、
頼
山
陽
が
「
兵
児
歌
」
と
題
す
る
漢
詩
に
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
原
詩
に
あ
た
る
日
本
民

謡
を
わ
ざ
わ
ざ
ロ
ー
マ
字
に
し
て
載
せ
て
い
る
。
そ
の
目
的
は
、「
日
本
語
の
す
ぐ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
忘
れ
、
漢
語
や
漢
字
が
簡
単
で
、

お
も
む
き
が
深
く
、
な
か
み
が
豊
か
だ
と
い
ふ
や
う
な
考
へ
」（
大
正
十
四
年
版
は
ロ
ー
マ
字
で
表
記
さ
れ
る
が
、
今
は
昭
和
七
年
版

の
和
文
に
拠
る
）
を
批
判
す
る
た
め
で
あ
る
ら
し
い
。

　

そ
う
す
る
と
『
鶯
の
卵
』
は
、
漢
詩
の
新
体
詩
訳
と
い
う
よ
り
も
、
ロ
ー
マ
字
化
、
そ
し
て
日
本
語
に
よ
る
表
現
の
実
験
的
な
試
み

に
主
眼
が
あ
っ
た
。
ロ
ー
マ
字
運
動
自
体
、
近
代
に
お
け
る
国
語
問
題
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
が
、
土
岐
善
麿
は
昭
和
二
十
二
年
に
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『
国
語
と
国
字
問
題
』（
春
秋
社
）
を
出
版
し
、
翌
年
に
は
国
語
審
議
会
の
委
員
、
翌
々
年
に
は
同
会
会
長
に
選
ば
れ
、
そ
の
後
十
一

年
間
に
わ
た
り
同
職
を
務
め
た
こ
と
か
ら
も
、
土
岐
の
意
図
は
う
か
が
え
る
。「
詩
」
と
い
え
ば
漢
詩
で
あ
っ
た
段
階
を
経
て
、
漢
詩

を
新
体
詩
化
し
、
ロ
ー
マ
字
化
す
る
中
で
、
新
た
な
国
語
が
模
索
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

〔
佐
藤
春
夫
『
車
塵
集
』〕

　

『
鶯
の
卵
』
の
次
に
現
れ
る
の
が
佐
藤
春
夫
『
車
塵
集
』
で
あ
る
。
昭
和
四
年
武
蔵
野
書
院
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。
佐
藤
の
支
那
趣
味

は
早
く
、
大
正
七
年
に
短
編
「
李
太
白
」（『
中
央
公
論
』
三
三
巻
七
号
）
を
発
表
し
、
大
正
十
年
に
は
薛
濤
「
春
望
詞
其
三
」
を
『
殉

情
詩
集
』
巻
頭
に
原
詩
の
ま
ま
掲
げ
、
大
正
十
二
年
に
は
『
我
が
一
九
二
二
年
』
に
同
詩
を
「
つ
み
草
」
と
題
し
て
訳
出
し
て
い
る7

。

こ
の
よ
う
に
佐
藤
は
漢
詩
和
訳
を
『
鶯
の
卵
』
よ
り
前
に
始
め
て
お
り
、
そ
れ
を
『
車
塵
集
』
に
ま
と
め
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

最
初
に
出
来
た
十
数
篇
を
芥
川
に
見
せ
た
ら
、
彼
も
案
外
興
眛
を
覚
え
た
ら
し
く
彼
自
身
も
ほ
ぼ
同
数
を
作
る
か
ら
共
著
に
し
よ

う
。
一
そ
一
し
よ
に
旅
行
で
も
し
て
車
上
や
旅
寓
で
漢
詩
を
語
り
又
共
同
に
製
作
し
て
は
と
い
ふ
発
案
も
彼
が
し
た
。
彼
の
な
く

な
る
前
の
年
の
秋
の
話
で
あ
る
。
没
後
、
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
自
分
は
残
余
の
業
を
片
づ
け
て
こ
れ
を
芥
川
の
霊
前
に
供
へ
た
。

こ
れ
が
車
塵
集
の
成
つ
た
由
来
で
あ
る
。（「
か
ら
も
の
因
縁
―
支
那
雑
記
の
序
と
し
て
―
」、『
支
那
雑
記
』
所
収
、
大
道
書
房
、

昭
和
一
六
）

『
車
塵
集
』
巻
頭
に
「
芥
川
龍
之
介
が
よ
き
霊
に
捧
ぐ
」
と
献
辞
が
あ
り
、
巻
末
に
「
ひ
た
ぶ
る
に
耳
か
た
む
け
よ
。
／
空
み
つ
大
和

言
葉
に
／
こ
も
へ
ら
る
箜く

篌ご

の
音と

ぞ
あ
る
。
／
芥
川
龍
之
介
」（
／
は
改
行
を
示
す
）
と
芥
川
の
三
行
詩
「
修
辞
学
」
を
置
く
の
は
、

こ
う
し
た
い
き
さ
つ
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

　

『
車
塵
集
』
が
も
つ
特
色
の
一
つ
に
歴
代
の
女
流
詩
ば
か
り
を
選
ん
だ
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
佐
藤
は
「
自
分
は
身
の
微



近現代における漢詩和訳について 249(8)

力
を
省
み
て
名
家
の
雄
篇
に
敢
て
手
を
つ
け
な
い
で
、
た
だ
可
憐
に
無
名
な
草
む
ら
の
花
を
摘
ん
だ
ま
で
で
あ
っ
た
」（『
玉
笛
譜
』
自

叙
）
と
述
べ
る8

。
書
名
に
「
支
那
歴
朝
名
媛
詩
鈔
」
と
冠
さ
れ
、集
め
ら
れ
た
女
流
詩
は
、ま
さ
に
「
無
名
な
草
む
ら
の
花
」
で
あ
り
、

世
に
知
ら
れ
る
こ
と
の
稀
な
佳
篇
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
四
季
の
順
に
配
さ
れ
、全
て
四
十
八
首
を
数
え
る
。
ま
た
、巻
末
に
「
原

作
者
の
事
そ
の
他
」
と
し
て
作
者
小
伝
が
附
さ
れ
て
い
る
。

　

原
詩
は
絶
句
を
中
心
と
し
た
小
品
で
満
た
さ
れ
、
訳
詩
で
は
主
に
七
五
調
を
用
い
つ
つ
も
、
自
由
律
や
短
歌
形
式
な
ど
に
改
め
ら
れ

て
い
る
。
訳
語
は
漢
語
を
可
能
な
限
り
廃
し
、雅
や
か
な
和
語
に
置
き
か
え
た
、和
ら
い
だ
文
語
訳
で
あ
る
。「
清
麗
な
邦
訳
」で
あ
り
、

「
流
麗
な
調
子
で
、
抒
情
的
で
あ
る
」
と
評
さ
れ
る
ほ
か9

、『
車
塵
集
』
を
『
於
母
影
』『
海
潮
音
』『
珊
瑚
集
』
の
系
譜
の
下
に
置
き
、

「『
車
塵
集
』
に
は
一
種
の
バ
タ
臭
さ
さ
が
あ
っ
て
、
中
国
詩
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
フ
ラ
ン
ス
翻
訳
詩
に
近
い
」
と
も
指
摘
さ
れ
て

い
る10

。
一
方
、
佐
藤
自
身
は
訳
詩
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
、「
韻
律
の
美
」
の
追
求
す
べ
き
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

独
立
し
た
韻
律
を
持
つ
が
た
め
に
原
詩
の
意
味
を
害
つ
た
場
合
が
あ
る
と
し
て
、
さ
う
い
ふ
訳
と
、
反
対
に
原
詩
の
意
味
は
忠
実

に
伝
へ
て
ゐ
る
が
、
韻
律
の
美
は
少
し
も
な
い
と
い
ふ
場
合
の
訳
と
を
考
へ
る
と
、
詩
の
訳
と
し
て
は
前
の
場
合
の
方
が
よ
い
と

い
ふ
こ
と
に
な
り
は
し
ま
い
か
。
韻
律
の
美
が
な
い
詩
は
い
か
に
忠
実
に
原
詩
の
意
味
を
伝
へ
て
ゐ
て
も
名
訳
と
は
い
へ
な
い
。

（『
漢
詩
大
講
座
第
一
一
巻
研
究
及
鑑
賞
』
ア
ト
リ
ヱ
社
、
昭
和
一
一
）

　

こ
の
よ
う
に
『
車
塵
集
』
は
佐
藤
の
支
那
趣
味
に
端
を
発
し
、
芥
川
に
捧
げ
ら
れ
た
、
美
麗
な
女
流
詩
の
訳
詩
集
で
あ
る
。
そ
の
詩

集
に
三
度
に
わ
た
り
収
め
ら
れ
た
薛
濤
「
春
望
詞
其
三
」
に
よ
っ
て
、
佐
藤
の
追
究
し
た
韻
律
の
美
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
　

春
望
詞
其
三　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

春
の
を
と
め

　
　

風
花
日
将
老　
　
　

風
花　

日
に
将
に
老
い
ん
と
す　
　
　
　

し
づ
心
な
く
散
る
花
に

　
　

佳
期
猶
渺
渺　
　
　

佳
期　

猶
ほ
渺
渺　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
げ
き
ぞ
長
き
わ
が
袂

　
　

不
結
同
心
人　
　
　

結
ば
ず　

同
心
の
人　
　
　
　
　
　
　
　

情
を
つ
く
す
君
を
な
み



人　文　研　究　第　130　輯248(9)

　
　

空
結
同
心
草　
　
　

空
し
く
結
ぶ　

同
心
草　
　
　
　
　
　
　

つ
む
や
愁
の
つ
く
づ
く
し

訳
詩
は
、
奥
野
の
序
文
冒
頭
に
言
う
「
さ
ゝ
や
か
な
も
の
は
佚い

つ

せ
ら
れ
や
す
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
の
は
か
な
さ
を
、
原
詩
以
上
に
表
現

す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
女
流
詩
人
の
哀
切
な
思
い
を
、
和
語
に
よ
っ
て
七
五
調
の
韻
律
に
の
せ
、
叙
情
的
に
詠
い
上
げ
て
い
る
。
翻

訳
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
原
詩
に
あ
る
「
日
将
老
」「
佳
期
」「
渺
渺
」「
同
心
草
」
と
い
っ
た
語
に
対
応
す
る
訳
語
が
な
く
、
訳
詩
に

あ
る
「
し
づ
心
」「
な
げ
き
」「
わ
が
袂
」「
愁
ひ
」「
つ
く
づ
く
し
」
と
い
っ
た
表
現
は
、原
詩
に
基
づ
い
て
い
な
い
。
そ
れ
は
佐
藤
が
、

原
詩
の
意
味
を
害
っ
て
も
韻
律
を
優
先
し
た
結
果
で
あ
り
、
こ
の
「
春
の
を
と
め
」
を
例
に
挙
げ
て
、「
訳
を
す
る
に
あ
た
つ
て
自
由

に
腕
を
ふ
る
つ
て
み
る
面
白
さ
は
多
少
意
味
を
害
つ
て
も
原
作
者
に
申
し
わ
け
が
立
つ
や
う
な
作
を
選
ぶ
場
合
に
限
ら
れ
る
や
う
で
あ

る
」（「
漢
詩
の
翻
訳
」）
と
自
ら
述
べ
て
い
る
こ
と
の
実
践
で
あ
る
か
ら
、原
詩
と
訳
詩
の
乖
離
は
責
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。

　

佐
藤
は
『
車
塵
集
』
の
後
も
折
に
ふ
れ
数
篇
を
訳
出
し
て
お
り
、
昭
和
二
十
三
年
に
は
二
冊
目
の
漢
詩
和
訳
集
『
玉
笛
譜
』（
東
京

出
版
）
を
出
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
「
唐
詩
黄
絹
幼
婦
抄
」
と
し
て
唐
詩
を
六
十
一
首
、「
不
惜
但
傷
抄
」
と
し
て
六
朝
及
び
唐
以
後

の
詩
十
八
首
、
そ
し
て
『
車
塵
集
』
所
収
詩
四
十
八
首
が
収
め
ら
れ
た
。
中
で
も
「
不
惜
但
傷
抄
」
末
尾
に
、
清
末
か
ら
民
国
の
人
、

徐
志
摩
の
「
海
韻
」
が
訳
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
。
徐
志
摩
の
「
海
韻
」
は
現
代
漢
語
で
作
ら
れ
た
自
由
詩
だ
か
ら
で

あ
る
。
現
代
漢
語
詩
は
特
に
新
中
国
成
立
後
は
盛
ん
に
和
訳
さ
れ
る
が
、古
漢
語
詩
と
と
も
に
訳
出
さ
れ
る
こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ
る
。

佐
藤
の
漢
詩
和
訳
に
対
す
る
意
欲
的
な
姿
勢
が
う
か
が
え
よ
う
。

　

既
に
何
度
か
引
用
し
た
が
、
佐
藤
に
は
「
漢
詩
の
翻
訳
」
と
い
う
一
文
が
あ
る
。
自
身
の
『
車
塵
集
』
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、『
和
漢
朗
詠
集
』『
梁
塵
秘
抄
』
の
古
え
よ
り
、土
岐
善
麿
『
鶯
の
卵
』
の
ほ
か
、小
論
に
て
後
に
取
り
上
げ
る
岡
田
正
三
『
詩
経
』・

小
村
定
吉
『
邦
訳
支
那
古
詩
』・
佐
藤
一
英
『
新
韻
律
詩
抄
』
に
つ
い
て
、
ま
た
漢
詩
の
英
訳
に
つ
い
てEzra Pound

の
李
白
訳
を
論

じ
る
。
そ
の
他
に
「
漢
詩
漫
読
盲
解
」「
玉
關
の
情
」
と
い
っ
た
文
が
『
支
那
雑
記
』（
大
道
書
房
、
昭
和
一
六
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
佐
藤
に
と
っ
て
漢
詩
和
訳
は
決
し
て
余
技
で
は
な
い
が
、
佐
藤
は
『
車
塵
集
』
に
つ
い
て
、「
も
と
眠
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ら
れ
ぬ
夜
の
あ
り
の
す
さ
び
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
無
用
の
業
が
望
外
に
も
世
の
喜
ぶ
と
こ
ろ
と
な
っ
て
自
分
の
顰
み
に
倣
う
人
を
も
時

に
見
か
け
た
」（『
玉
笛
譜
』
自
叙
）
と
述
べ
て
い
る
。『
車
塵
集
』
は
好
評
を
得
、
以
後
『
車
塵
集
』
に
倣
う
漢
詩
和
訳
集
が
相
次
い

で
出
さ
れ
る11

。

〔
小
村
定
吉
『
邦
訳
支
那
古
詩
』、
佐
藤
一
英
『
新
韻
律
詩
抄
』、
那
珂
秀
穂
『
閨
秀
詩
集
』〕

　

『
車
塵
集
』
の
六
年
後
に
は
佐
藤
の
訳
詩
を
彷
彿
と
さ
せ
る
叙
情
的
な
文
語
訳
で
、
唐
詩
を
中
心
に
選
詩
し
た
、
小
村
定
吉
『
邦
訳

支
那
古
詩
』（
椎
の
木
社
、
昭
和
一
〇
）
と
佐
藤
一
英
『
新
韻
律
詩
抄
』（
小
山
書
店
、
昭
和
一
〇
）
が
作
ら
れ
て
い
る
。
両
人
と
も
に

数
冊
の
詩
集
を
刊
行
し
た
詩
人
で
あ
る
。『
邦
訳
支
那
古
詩
』は
九
十
六
首
の
唐
詩
を
集
め
、末
尾
に
作
者
小
伝
を
置
く
。
王
維
・
李
白
・

杜
甫
・
白
居
易
の
ほ
か
無
名
氏
の
作
も
少
な
く
な
い
。
そ
し
て
五
七
言
絶
句
を
主
に
選
ん
で
い
る
が
、
律
詩
や
歌
行
体
も
含
み
、
ま
た

「
断
章
」
と
し
て
両
句
を
摘
ま
ん
だ
も
の
十
九
章
を
収
め
て
い
る
。『
邦
訳
支
那
古
詩
』
の
序
文
は
日
夏
耿
之
介
の
手
に
な
り
、
跋
文

は
佐
藤
春
夫
が
寄
せ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
小
村
は
、
日
夏
と
七
年
、
佐
藤
と
は
十
年
以
上
の
親
交
を
結
ん
で
い
る
か
ら
、
両
大
家

の
一
英
に
対
す
る
影
響
は
き
わ
め
て
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

佐
藤
一
英
『
新
韻
律
詩
抄
』
は
、「
四
十
八
音
詩
集
」
と
し
て
九
首
、「
杜
甫
詩
抄
」
と
し
て
十
一
首
を
訳
出
し
て
い
る
。
和
語
を
用

い
、
七
五
調
あ
る
い
は
五
七
調
、
ま
た
自
由
詩
と
様
々
に
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
。
書
名
か
ら
も
判
る
通
り
、
本
書
は
韻
律
の
追
究
を

掲
げ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
目
的
と
し
て
漢
詩
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。「
四
十
八
音
詩
集
」「
杜
甫
詩
抄
」
と
も
に
献
辞
が

付
さ
れ
、
前
者
に
は
「
吉
田
一
穂
氏
に
献
ず
」、
後
者
に
は
「
北
原
白
秋
氏
に
献
ず
」
と
あ
る
。
吉
田
一
穂
は
北
海
道
出
身
の
詩
人
で

あ
る
。『
於
母
影
』
の
訳
詩
二
首
以
外
の
漢
詩
和
訳
集
は
、い
ず
れ
も
原
詩
を
付
記
す
る
の
が
習
い
と
な
っ
て
い
る
が
、『
新
韻
律
詩
抄
』

に
は
な
い
。
そ
の
た
め
「
四
十
八
音
詩
集
」
に
収
め
ら
れ
た
原
詩
の
作
者
は
一
部
明
確
に
し
が
た
い
。
で
は
両
家
の
訳
詩
を
同
じ
孟
浩

然
「
春
暁
」
で
較
べ
て
み
よ
う
。
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春
暁　
　
　
　
　

小
村
定
吉

　
　

あ
け
ぼ
の
知
ら
ぬ
春
の
う
ま
い
や
／
う
つ
つ
な
に
聞
く
鳥
の
こ
ゑ
ご
ゑ
／

　
　

あ
ら
し
す
さ
み
し
夜
も
す
が
ら
／
落
ち
た
ら
め　

花
の
か
ず
か
ず

　
　
　

春
の
暁　
　
　
　

佐
藤
一
英

　
　

さ
め
や
ら
ぬ
こ
こ
ろ
に
遠
く
／
ま
た
ち
か
く　

と
り
な
き
か
は
す
／

　
　

あ
め
風か

ぜ

は
止や

み
や
し
ぬ
ら
む
／
花
や
落
ち
し　

落
ち
ず
や
い
か
に

原
詩
に
忠
実
な
の
は
小
村
で
あ
り
、
佐
藤
は
『
新
韻
律
詩
抄
』
と
名
付
け
た
通
り
、
韻
律
に
新
し
い
工
夫
が
あ
る
。
先
に
後
者
を
見
て

み
る
。
原
詩
に
合
わ
せ
四
句
に
改
行
し
て
は
い
る
も
の
の
、
読
ん
で
み
る
と
、
ま
ず
「
さ
め
や
ら
ぬ
」
で
文
が
区
切
ら
れ
る
。
そ
し
て

「
こ
こ
ろ
に
遠
く
／
ま
た
ち
か
く
」
は
、
改
行
を
挟
み
な
が
ら
も
「
遠
く
」
で
は
切
れ
ず
に
、「
ち
か
く
」
ま
で
続
く
。
更
に
同
じ
リ

ズ
ム
を
繰
り
返
す
と
、「
と
り
な
き
か
は
す
／
」
で
は
区
切
れ
ず
に
、「
あ
め
風
は
」
ま
で
、
改
行
を
ま
た
い
で
し
ま
う
。
こ
の
部
分
は

「
な
き
か
は
す
／
」
と
終
止
形
で
終
わ
り
、
後
文
の
主
語
で
あ
る
「
あ
め
風
は
」
と
は
区
切
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、「
と
り
な
き

か
は
す
／
」
で
は
収
ま
り
に
く
い
。
そ
の
理
由
は
第
二
句
と
第
四
句
に
置
か
れ
た
一
文
字
分
の
空
格
に
あ
る
。
こ
の
空
格
は
韻
律
の
切

れ
目
を
示
す
か
ら
、「
と
り
な
き
か
は
す
／
」
は
「
／
ま
た
ち
か
く
」
と
は
分
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
様
に
「
落
ち
ず
や
い
か
に
」

も
「
／
花
や
落
ち
し
」
と
分
け
る
。
そ
う
す
る
と
「
止
み
や
し
ぬ
ら
む
／
花
や
落
ち
し
」
の
部
分
を
も
続
け
て
読
む
こ
と
に
な
り
、
三

度
改
行
を
ま
た
い
で
続
け
読
み
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
更
に
「
落
ち
し
」
は
空
格
を
挟
ん
で
「
落
ち
ず
や
」
と
繋
が
り
余
韻
を
作
る
。

こ
の
よ
う
に
『
新
韻
律
詩
抄
』
の
訳
詩
に
は
、
韻
律
の
面
に
お
い
て
実
験
的
な
試
み
を
し
ば
し
ば
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
小

村
訳
は
「
う
ま
い
や
」「
た
ら
め
」
と
い
っ
た
古
語
を
交
え
な
が
ら
も
、
意
味
は
明
瞭
で
あ
る
。『
新
韻
律
詩
抄
』
と
も
ど
も
漢
語
を
排

し
て
お
り
、『
車
塵
集
』
の
訳
詩
を
継
承
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

　

『
車
塵
集
』
が
出
版
さ
れ
て
よ
り
十
八
年
の
後
に
は
、
那
珂
秀
穂
『（
支
那
歴
朝
）
閨
秀
詩
集
』（
地
平
社
、
昭
和
二
二
）
が
作
ら
れ
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て
い
る
。
書
名
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
歴
代
の
女
流
詩
を
選
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
訳
詩
集
は
明
・
鍾
惺
『
名
媛
詩
帰
』
に
拠
り
、

巻
末
に
作
者
小
伝
を
附
し
、
瀟
洒
な
装
幀
を
整
え
る
な
ど
、
ま
さ
に
『
車
塵
集
』
を
襲
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
「
ま
へ
が
き
」
に
も
、

訳
者
は
佐
藤
訳
の
薛
濤
詩
に
中
学
の
な
か
ば
に
接
し
て
以
来
、
そ
の
情
感
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る12

。
佐

藤
春
夫
が
得
意
と
し
た
薛
濤
「
春
望
詞
其
三
」
の
那
珂
訳
を
見
て
み
よ
う
。

　
　

風
に
花
ち
る
た
そ
が
れ
の
／
春
の
な
ご
り
ぞ
ほ
の
か
な
る
／
思
ほ
ゆ
君
に
わ
が
逢
は
で
／
む
な
し
く
結
ぶ
め
を
と
艸

「
風
に
花
ち
る
」「
む
な
し
く
結
ぶ
」
は
、
原
詩
よ
り
抜
き
出
し
た
よ
う
な
語
で
あ
る
が
、「
た
そ
が
れ
」「
逢
は
で
」
は
原
詩
に
詠
わ

れ
な
い
部
分
を
訳
詩
で
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
意
味
は
明
確
に
な
っ
て
い
る
が
、『
車
塵
集
』
の
方
が
用
語
が
女
性
的
で
叙
情
性

が
高
い
よ
う
で
あ
る
。
那
珂
の
訳
詩
は
、『
車
塵
集
』
よ
り
も
原
詩
に
忠
実
な
七
五
調
文
語
訳
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

『
閨
秀
詩
集
』
の
「
ま
へ
が
き
」
に
は
、
訳
詩
に
は
西
川
寧
の
指
導
を
受
け
た
と
あ
り
、「
本
書
の
印
行
は
、
ご
く
少
部
数
に
と
ど

め
て
、
平
素
疎
遠
の
か
ぎ
り
を
尽
し
て
ゐ
る
知
音
に
贈
つ
て
お
詫
の
し
る
し
に
し
た
い
」
と
あ
る
。
奥
付
に
は
限
定
一
五
〇
〇
部
と
あ

り
、
通
し
番
号
が
打
た
れ
て
い
る
か
ら
、
公
刊
し
て
江
湖
の
批
判
を
仰
ぐ
と
い
う
よ
り
も
、
雅
趣
を
重
ん
じ
て
作
成
さ
れ
た
、
私
的
な

書
物
で
あ
る
よ
う
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
個
人
的
な
目
的
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
和
訳
集
は
他
に
も
少
な
か
ら
ず
制
作
さ
れ
て
い

る
。
個
人
的
に
訳
詩
集
を
作
る
と
い
う
文
雅
な
遊
び
は
、
一
部
の
詞
人
た
ち
に
と
り
わ
け
喜
ば
れ
た
。
彼
ら
に
よ
っ
て
詞
や
歌
謡
が
訳

さ
れ
る
際
に
は
、
や
は
り
『
車
塵
集
』
を
継
ぐ
よ
う
な
和
ら
い
だ
七
五
調
文
語
体
が
用
い
ら
れ
、
よ
り
叙
情
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
く

の
だ
が
、
そ
れ
を
取
り
上
げ
る
前
に
再
び
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
目
を
戻
し
、
漢
詩
和
訳
の
世
界
に
現
れ
た
も
う
一
つ
別
の
流
れ
を
見

て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
口
語
訳
の
広
が
り
で
あ
る
。

二
、
学
者
に
よ
る
漢
詩
和
訳

〔
青
木
正
児
「
読
騒
漫
録
」〕
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森
・
土
岐
・
佐
藤
ら
の
詩
集
は
い
ず
れ
も
文
語
訳
で
あ
り
、
雅
言
を
好
ん
で
用
い
た
、
格
調
の
高
い
訳
詩
で
あ
っ
た
。
古
典
詩
の
翻

訳
と
し
て
、
風
情
に
富
む
そ
の
表
現
は
、
和
文
で
は
あ
っ
て
も
古
風
な
雰
囲
気
を
保
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
程
度
を
越
え
た
文
語

調
は
、意
味
が
不
明
瞭
に
な
り
や
す
く
、通
じ
が
た
い
こ
と
さ
え
あ
る
。
口
語
訳
の
広
が
り
は
そ
れ
を
補
う
面
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
、
口
語
訳
が
始
め
ら
れ
た
当
時
の
様
相
を
見
て
お
こ
う
。
大
正
九
年
に
訓
読
書
き
下
し
文
を
国
訳
と
称
す
る
『
国
訳
漢
文
大
成
』

が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
そ
の
翌
年
に
中
国
文
学
者
青
木
正
児
の
「
読
騒
漫
録
」（『
青
木
正
児
全
集
』
巻
二
所
収
、
春
秋

社
、
昭
和
四
五
）
の
附
録
と
し
て
、『
楚
辞
』
九
歌
よ
り
「
山
鬼
」
が
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
文
語
体
で
あ
る
が
、
直
訳
で
は
な
く
「
ゴ

ツ
ゴ
ツ
し
て
い
る
が
、
若
さ
、
情
熱
の
点
に
お
い
て
捨
て
が
た
い
も
の
が
あ
る
」（
武
部
利
男
「
漢
詩
の
翻
訳
お
ぼ
え
が
き
」）
と
言
わ

れ
、中
国
学
者
の
訳
詩
と
し
て
は
初
期
の
も
の
に
属
す
る
。
冒
頭
の
一
節
を
引
く
が
、書
き
下
し
文
は
青
木
後
年
の
『
新
訳
楚
辞
』（『
青

木
正
児
全
集
』
巻
四
所
収
、
春
秋
社
、
昭
和
四
八
）
に
示
さ
れ
た
、
訓
点
文
に
基
づ
き
作
成
し
た
。

　
　

若
有
人
兮
山
之
阿　
　
　

人
有
る
が
ご
と
し
山
の
阿
に　
　
　
　
　

山
の
隅
に
人
の
気
は
ひ
す
、

　
　

被
薜
茘
兮
帯
女
羅　
　
　

薜
茘
を
被
て
女
羅
を
帯
と
す　
　
　
　
　

薜
茘
を
纏
ひ
、
女
羅
を
帯
と
す
。

　
　

既
含
睇
兮
又
宜
笑　
　
　

既
に
睇
を
含
み
又
笑
む
に
宜
し　
　
　
　

わ
び
て
宣
ら
く
―
―

　
　

子
慕
予
兮
善
窈
窕　
　
　

子
は
予
が
窈
窕
を
善
く
す
る
を
慕
ふ　
　

流
し
目
に
わ
れ
ほ
ゝ
ゑ
め
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
つ
く
し
と
君
愛
で
給
ひ
き
。

書
き
下
し
文
を
国
訳
と
言
っ
た
時
代
に
、
中
国
学
者
が
敢
え
て
代
表
的
な
古
典
作
品
で
あ
る
『
楚
辞
』
に
翻
訳
を
添
え
た
点
に
注
目
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
『
楚
辞
』
は
読
み
や
す
い
も
の
で
は
な
い
が
、
書
き
下
し
文
で
も
十
分
事
足
り
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も

関
わ
ら
ず
訳
詩
を
行
な
っ
た
の
は
、青
木
が
訓
読
書
き
下
し
文
に
否
定
的
な
考
え
を
も
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の「
漢
文
直
読
論
」

（『
青
木
正
児
全
集
』
巻
二
所
収
）
に
は
、
訓
読
の
弊
と
し
て
読
む
速
度
が
遅
い
こ
と
、
日
本
文
法
に
拠
る
た
め
漢
文
法
の
理
解
に
支

障
の
あ
る
こ
と
、
意
味
の
理
解
が
不
正
確
に
な
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
青
木
の
訳
詩
は
書
き
下
し
文
へ
の
批
判
か
ら



近現代における漢詩和訳について 243(14)

生
ま
れ
て
い
る
。

〔
鈴
木
虎
雄
『
白
楽
天
詩
解
』〕

　

「
読
騒
漫
録
」
が
発
表
さ
れ
た
五
年
後
の
大
正
十
五
年
に
、
青
木
の
師
で
あ
る
鈴
木
虎
雄
は
京
都
帝
国
大
学
夏
期
講
演
会
を
行
な
っ

た
。
そ
の
際
取
り
上
げ
た
の
は
、白
居
易
の
「
新
楽
府
」
五
十
首
と
「
秦
中
吟
」
十
首
で
あ
り
、そ
の
詩
解
と
白
居
易
の
年
譜
・
略
伝
・

詩
や
詩
説
に
つ
い
て
の
概
説
を
収
め
た
の
が
『
白
楽
天
詩
解
』（
弘
文
堂
、
大
正
十
五
）
で
あ
る
。
こ
の
書
は
講
義
録
で
あ
り
、「
新
楽

府
」
と
「
秦
中
吟
」
を
数
句
ご
と
に
区
切
り
、
字
句
解
と
義
解
・
題
意
を
説
い
て
い
る
。
そ
の
う
ち
義
解
が
訳
詩
に
あ
た
り
、
口
語
で

記
さ
れ
て
い
る
。「
売
炭
翁
」
の
冒
頭
部
分
を
書
き
下
し
文
と
と
も
に
引
こ
う
。

　
　
　

売
炭
翁　
　
　
　
　
　
　

炭
を
売
る
翁　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
義
解
）

　
　

売
炭
翁
、　
　
　
　
　
　

炭
を
売
る
翁
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

炭
う
り
の
お
ぢ
い
さ
ん
が
あ
つ
て
終
南
山
の
中
で
薪
を
斬
つ

　
　

伐
薪
焼
炭
南
山
中
。　
　

薪
を
伐
ち
炭
を
焼
く
南
山
の
中
。　
　
　

た
り
炭
を
焼
い
た
り
す
る
。
／

　
　

満
面
塵
灰
煙
火
色
、　
　

満
面
塵
灰
煙
火
の
色
、　
　
　
　
　
　

お
ぢ
い
さ
ん
は
顔
ぢ
う
塵
や
灰
を
あ
び
す
ゝ
ぼ
け
た
色
を
し

　
　

両
鬢
蒼
蒼
十
指
黒
。　
　

両
鬢
蒼
蒼
十
指
黒
し
。　
　
　
　
　
　

て
、
左
右
の
び
ん
の
毛
は
ご
ま
し
ほ
で
十
本
の
手
の
指
は
ま

　
　

売
炭
得
銭
何
所
営
、　
　

炭
を
売
り
銭
を
得
て
何
の
営
む
所
ぞ
、　

つ
く
ろ
だ
。
ぢ
い
さ
ん
は
炭
を
う
り
銭
を
得
て
そ
れ
で
何
を

　
　

身
上
衣
裳
口
中
食
。　
　

身
上
の
衣
裳
口
中
の
食
。　
　
　
　
　

す
る
の
か
と
い
ふ
に
、
そ
れ
で
身
に
つ
け
る
衣
裳
を
か
ひ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

口
で
た
べ
る
食
物
を
も
と
め
る
の
だ
。

白
居
易
の
詩
は
「
平
易
に
し
て
流
暢
」（『
白
楽
天
詩
解
』
二
九
頁
）
で
あ
る
上
、「
新
楽
府
」
は
歌
謡
体
で
あ
る
。
そ
し
て
講
演
で
用

い
ら
れ
た
講
義
録
で
あ
る
か
ら
、
口
語
訳
が
示
さ
れ
た
の
も
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
口
語
訳
と
は
言
え
、
義
解
と
表
示
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
判
る
よ
う
に
、あ
く
ま
で
解
釈
の
提
示
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、訳
に
お
い
て
韻
律
の
整
調
は
放
棄
さ
れ
、散
文
体
と
な
っ
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て
い
る
。
つ
ま
り
翻
訳
詩
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
口
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
は
新
鮮
で
あ
る
。
と
り
わ
け
本
書
の
刊
行
が
『
車

塵
集
』
の
前
年
に
当
た
る
こ
と
を
思
え
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

〔
岡
田
正
三
、
目
加
田
誠
『
詩
経
』〕

　

次
に
昭
和
八
年
に
は
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
者
岡
田
正
三
が
『
詩
経
』（
第
一
書
房
）
を
刊
行
し
、『
詩
経
』
の
中
よ
り
国
風
百
六
十
首
を
訳

出
し
た
。
各
詩
に
つ
い
て
、
原
詩
と
翻
訳
、
解
説
と
し
て
短
評
を
付
し
て
い
る
。
巻
末
の
「
訳
者
の
言
葉
」
に
は
、「
斯
様
な
仕
事
は

正
統
漢
学
者
に
は
望
み
得
な
い
も
の
で
、門
外
漢
と
し
て
自
由
な
立
場
に
あ
る
私
で
あ
れ
ば
こ
そ
為
し
得
る
こ
と
だ
と
も
考
へ
ら
れ
る
」

と
述
べ
、
翻
訳
に
取
り
組
ん
だ
理
由
と
し
て
訓
読
法
へ
の
批
判
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
日
本
人
の
漢
文
研
究
に
は
色
々
の
欠

点
が
あ
る
。
と
云
ふ
の
は
、
反
り
読
み
す
る
も
の
だ
か
ら
随
分
誤
読
や
無
理
が
あ
っ
て
（
拙
著
「
漢
文
音
読
論
」
参
照
）
文
章
の
持
ち

味
が
理
解
せ
ら
れ
な
い
の
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
、
文
章
を
正
し
く
把
握
す
る
こ
と
さ
へ
も
出
来
て
ゐ
な
い
。
…
…
さ
う
云
ふ
わ
け
で
漢

文
研
究
の
正
統
派
に
は
安
心
し
て
頼
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。」
こ
う
し
た
訓
読
法
批
判
は
、訓
読
書
き
下
し
文
が
常
用
さ
れ
、

漢
詩
漢
文
の
翻
訳
が
文
語
訳
に
せ
よ
口
語
訳
に
せ
よ
、ほ
ぼ
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。『
漢
文
音
読
論
』

は
昭
和
七
年
に
政
経
学
院
よ
り
出
版
さ
れ
、
前
述
の
青
木
正
児
「
漢
文
直
読
論
」
は
大
正
九
年
に
書
か
れ
て
い
る
。
両
者
の
主
張
は
ほ

ぼ
通
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
訓
読
書
き
下
し
文
が
当
時
い
か
に
「
正
統
派
」
で
あ
っ
た
の
か
を
示
し
て
い
る
。
で
は
、
以
下
に
岡

田
に
よ
る
周
南
「
螽
斯
」
の
訳
詩
を
見
て
み
る
が
、
原
文
の
改
行
は
岡
田
に
拠
り
、
書
き
下
し
文
を
補
っ
て
お
く
。

　
　
　

螽
斯　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
た
を
り
虫

　
　

螽
斯
羽
、
／
詵
詵
兮
。　
　
　

螽し
ゅ
う
し斯

の
羽
、
／
詵し
ん
し
ん詵

た
り
。　
　
　
　

は
た
を
り
が
／
群
れ
た
こ
と
、
／

　
　

宜
爾
子
孫
、
／
振
振
兮
。　
　

宜う
べ

な
り
爾な

ん
ぢ

の
子
孫
、
／
振
振
た
り
。
そ
れ
で
こ
そ
そ
な
た
の
子す

　
え孫

は
／
に
ぎ
や
か
に
。
／

　
　

螽
斯
羽
、
／
薨
薨
兮
。　
　
　

螽
斯
の
羽
、
／
薨く

わ
う

薨く
わ
う

た
り
。　
　
　

は
た
を
り
が
／
ぶ
ん
ぶ
ん
と
、
／
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宜
爾
子
孫
、
／
縄
縄
兮
。　
　

宜
な
り
爾
の
子
孫
、
／
縄じ

ょ
う

縄じ
ょ
う

た
り
。
そ
れ
で
こ
そ
そ
な
た
の
子
孫
は
／
何
時
ま
で
も
。
／

　
　

螽
斯
羽
、
／
揖
揖
兮
。　
　
　

螽
斯
の
羽
、
／
揖い

ふ
い
ふ揖

た
り
。　
　
　
　

は
た
を
り
が
／
ぴ
つ
し
り
と
、
／

　
　

宜
爾
子
孫
、
／
蟄
蟄
兮
。　
　

宜
な
り
爾
の
子
孫
、
／
蟄ち

つ
ち
つ蟄

た
り
。　

そ
れ
で
こ
そ
そ
な
た
の
子
孫
は
／
か
ず
か
ず
と
。

　

比
較
検
討
す
る
た
め
に
、
岡
田
『
詩
経
』
の
十
年
後
に
正
統
派
中
国
文
学
者
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
『
詩
経
』（
日
本
評
論
社
、
昭
和

一
八
）
の
訳
詩
を
次
に
掲
げ
よ
う
。
訳
者
は
九
州
大
学
教
授
で
あ
っ
た
目
加
田
誠
で
あ
り
、
目
加
田
は
こ
の
日
本
評
論
社
版
『
詩
経
』

を
出
版
し
た
後
、『
新
釈
詩
経
』（
岩
波
新
書
、昭
和
二
九
）
を
出
し
、更
に
平
凡
社
よ
り
『
詩
経
・
楚
辞
』
を
中
国
古
典
文
学
全
集
（
昭

和
三
五
）
と
中
国
古
典
文
学
大
系
（
昭
和
四
四
）
と
し
て
、
そ
し
て
自
ら
の
著
作
集
『
目
加
田
誠
著
作
集
』
二
・
三
巻
（
龍
渓
書
舎
、

昭
和
五
七
・
五
八
）
に
改
め
て
「
定
本
詩
経
訳
注
」
上
・
下
を
収
め
た
詩
経
学
者
で
あ
る
。
日
本
評
論
社
版
『
詩
経
』
は
、
東
洋
思
想

叢
書
の
一
冊
と
さ
れ
た
『
詩
経
』
の
概
説
書
で
あ
り
、
全
体
は
「
三
百
篇
の
本
質
」「『
詩
経
』
の
成
立
と
伝
来
」「
詩
形
と
修
辞
」「
い

に
し
え
の
心
」
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
次
に
引
用
す
る
「
螽
斯
」
は
、「
三
百
篇
の
本
質
」
の
中
で
国
風
を
解
説
す
る
た
め
に
引
か
れ

た
も
の
で
あ
る
。

数
も
知
ら
れ
ぬ　

群む
れ

蝗い
な
ご

／
君
が
子み

す
え孫

の　

盛
ん
な
れ
／
薨ご

う

々ご
う

と
飛と

ぶ　

群
蝗
／
君
が
子
孫
は　

限
り
な
し
／
さ
て
も
集
ま
る　

群
蝗
／
君
が
子
孫
は　

む
つ
ま
じ
く

　

こ
の
詩
の
特
色
は
、『
詩
経
』
に
よ
く
見
ら
れ
る
畳
詠
に
あ
る
。「
螽
斯
の
羽
」「
宜
な
り
爾
の
子
孫
」
を
繰
り
返
し
、
続
く
「
詵
詵
」

「
振
振
」、「
薨
薨
」「
縄
縄
」、「
揖
揖
」「
蟄
蟄
」
の
部
分
を
変
化
さ
せ
て
い
く
と
こ
ろ
が
味
わ
い
所
で
あ
り
、
い
か
に
訳
出
す
る
か
が

問
わ
れ
る
部
分
で
あ
る
。
両
人
の
訳
語
を
比
較
し
て
み
る
と
、
目
加
田
訳
に
は
「
群
蝗
」
や
「
薨
々
」
の
よ
う
な
漢
語
が
残
り
、
ま
た

「
数
も
知
ら
れ
ぬ
」「
限
り
な
し
」
と
い
っ
た
文
語
表
現
が
見
え
る
。
一
方
岡
田
の
訳
は
平
仮
名
表
記
が
目
立
つ
上
、「
薨
薨
」「
蟄
蟄
」

と
い
っ
た
重
言
の
語
が
「
ぶ
ん
ぶ
ん
と
」「
か
ず
か
ず
と
」
と
畳
語
で
訳
さ
れ
て
い
る
。
平
明
で
内
容
の
理
解
が
容
易
な
の
は
岡
田
訳

で
あ
る
が
、
末
句
の
「
子
孫
は
／
か
ず
か
ず
と
」
と
い
う
表
現
に
は
や
や
無
理
を
感
じ
る
。
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こ
こ
ま
で
、
青
木
・
鈴
木
・
岡
田
・
目
加
田
の
訳
詩
を
取
り
上
げ
た
。
そ
し
て
青
木
の
文
語
訳
か
ら
、
鈴
木
の
口
語
散
文
体
、
そ
し

て
岡
田
・
目
加
田
の
口
語
体
五
七
調
と
七
五
調
の
訳
詩
に
移
り
変
わ
っ
て
い
く
さ
ま
を
見
た
。
こ
こ
で
い
く
つ
か
注
意
を
喚
起
し
て
お

き
た
い
。
口
語
訳
の
動
き
は
、『
鶯
の
卵
』『
車
塵
集
』『
邦
訳
支
那
古
詩
』『
新
韻
律
詩
抄
』
の
よ
う
に
、
様
々
な
詩
人
の
作
を
訳
者
が

集
め
た
選
詩
集
で
は
な
く
、『
白
楽
天
詩
解
』
や
『
詩
経
』
の
よ
う
に
、
予
め
一
人
の
詩
人
あ
る
い
は
作
品
を
取
り
上
げ
た
、
研
究
概

説
書
ま
た
は
翻
訳
書
に
現
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、土
岐
・
佐
藤
春
夫
・
小
村
・
佐
藤
一
英
が
歌
人
や
詩
人
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、鈴
木
・

岡
田
・
目
加
田
は
み
な
学
者
で
あ
る
。
詩
人
た
ち
が
七
五
調
で
敍
情
的
な
文
語
表
現
に
よ
っ
て
訳
詩
を
行
な
っ
て
い
た
の
と
は
違
い
、

学
者
た
ち
は
研
究
・
翻
訳
の
過
程
で
口
語
訳
を
用
意
し
た
。
特
に
青
木
と
岡
田
は
訓
読
法
を
批
判
し
、
書
き
下
し
文
を
排
す
る
た
め
に

訳
詩
を
作
成
し
た
。
詩
人
た
ち
が
自
己
の
文
学
的
世
界
の
構
築
に
い
そ
し
ん
だ
の
と
は
目
指
す
方
向
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、
七
五
調
文
語
訳
か
ら
口
語
自
由
詩
へ

〔
日
夏
耿
之
介
『
海
表
集
』『
唐
山
感
情
集
』〕

　

口
語
訳
と
、
こ
れ
ま
で
に
検
討
し
た
『
車
塵
集
』
風
の
和
ら
い
だ
七
五
調
文
語
訳
と
い
う
二
つ
の
流
れ
を
受
け
継
い
だ
の
が
、
日
夏

耿
之
介
で
あ
る
。
詩
人
と
し
て
、
ま
た
英
文
学
者
と
し
て
名
高
い
日
夏
は
、
昭
和
十
二
年
訳
詩
集
『
海
表
集
』（
野
田
書
房
）
に
李
賀

詩
を
四
首
、王
維
詩
を
十
二
首
訳
出
し
、更
に
昭
和
三
十
一
年
『
東
西
詩
抄
』（
元
々
社
）
に
は
『
海
表
集
』
に
収
め
た
十
六
首
に
加
え
、

張
泌
・
白
居
易
・
李
白
詩
各
一
首
を
、
そ
し
て
昭
和
三
十
四
年
『
唐
山
感
情
集
』（
弥
生
書
房
）
に
至
っ
て
は
、
晋
よ
り
民
国
に
い
た

る
ま
で
の
詩
・
詞
・
歌
謡
一
三
九
首
を
訳
出
し
、一
冊
を
編
ん
だ
。
そ
の
後
も
『
零
葉
集
―
唐
山
感
情
集
拾
遺
』
と
し
て
十
四
首
の
唐
・

五
代
・
明
・
清
の
作
を
訳
出
し
て
い
る
。
日
夏
の
訳
詩
は
、「
漢
詩
を
は
じ
め
て
口
語
体
に
訳
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
、
そ
の
意
味
で

画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
」（
富
士
川
英
郎
『
黒
い
風
琴
』、
小
沢
書
店
、
昭
和
五
九
）
と
評
さ
れ
、
ま
た
「
彼
の
訳
し
ぶ
り
か
ら
漢
詩

は
は
じ
め
て
日
本
の
現
代
詩
に
な
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
」（
加
島
祥
造
「
漢
詩
和
訳
考
」、
亀
井
俊
介
編
『
近
代
日
本
の
翻
訳
文
化
』、
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中
央
公
論
社
、
平
成
六
）
と
さ
れ
る
。
前
に
見
た
よ
う
に
鈴
木
虎
雄
や
岡
田
正
三
が
既
に
口
語
訳
を
行
な
っ
て
い
た
が
、
富
士
川
と
加

島
は
日
夏
の
訳
詩
を
、
口
語
体
を
用
い
た
「
詩
」
と
し
て
「
は
じ
め
て
」
成
功
し
た
と
評
価
す
る
よ
う
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
日
夏
の
訳
詩
は
、
雅
語
で
和
ら
げ
た
七
五
調
文
語
訳
を
離
れ
、
漢
詩
を
現
代
の
国
語
に
改
め
た
。
例
と
し
て
『
海
表

集
』
よ
り
「
樹
を
種
ゑ
て
は
い
け
な
い
」
を
李
賀
の
原
詩
と
と
も
に
引
こ
う
。

　
　
　

莫
種
樹　
　
　

樹
を
種
う
る
莫
れ　
　
　
　
　
　

樹
を
種
ゑ
て
は
い
け
な
い

　
　

園
中
莫
種
樹　

園
中
に
樹
を
種
う
る
莫
れ　
　
　

庭
に
樹き

を
種う

ゑ
て
は
い
け
な
い
、

　
　

種
樹
四
時
愁　

樹
を
種
う
れ
ば
四
時
愁
ふ　
　
　

樹き

を
種う

ゑ
る
と　

年ね
ん

中ぢ
ゆ
う

こ
こ
ろ
愁う

れ

は
し
い
か
ら
。

　
　

独
睡
南
牀
月　

独
り
睡
る
南
牀
の
月　
　
　
　
　

ひ
と
り
南
む
き
の
牀ね

だ
い

に
月
を
み
て
睡
る
。

　
　

今
秋
似
去
秋　

今
秋
も
去
秋
に
似
た
り　
　
　
　

こ
の
秋
も
去こ

年ぞ

に
似
た
の
か
。

日
夏
は
七
五
調
と
い
う
定
型
を
脱
し
て
自
由
詩
と
し
、
文
末
表
現
を
「
い
け
な
い
」「
似
た
の
か
」
の
よ
う
に
口
語
体
と
し
た
。
ま
た

古
語
は
「
愁う

れ

は
し
い
」「
去こ

年ぞ

」
に
と
ど
め
て
お
り
、
確
か
に
こ
れ
ま
で
に
な
い
訳
詩
で
あ
る
。
し
か
し
訳
詩
を
書
き
下
し
文
と
比
べ

て
み
る
と
い
か
が
で
あ
ろ
う
。
両
者
は
い
さ
さ
か
接
近
し
て
お
り
、
ほ
ぼ
逐
語
訳
に
近
い
。
そ
の
結
果
、『
鶯
の
卵
』
や
『
車
塵
集
』

に
見
ら
れ
た
よ
う
な
詩
情
に
は
い
さ
さ
か
乏
し
い
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
よ
う
に
や
や
硬
い
訳
は
、
日
夏
の
初
期
の
作
と

見
る
べ
き
で
、『
唐
山
感
情
集
』
に
な
る
と
そ
の
序
に
「
訳
詩
と
し
て
、
江
戸
小
唄
、
隆
達
、
投
節
、
歌
沢
の
た
ぐ
ひ
の
古
雅
な
る
三

絃
に
あ
は
せ
て
歌
ふ
み
ぢ
か
唄
の
詩
形
を
主
と
し
て
摂
り
用
ゐ
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
よ
り
自
由
な
訳
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ

れ
は
原
詩
と
し
て
詞
や
歌
謡
が
採
用
さ
れ
た
影
響
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
唐
山
感
情
集
』
冒
頭
に
収
め
ら
れ
た
、
清
・
馮
雲

鵬
「
二
十
四
女
品
花
」
よ
り
一
篇
を
引
い
て
み
る
。「
二
十
四
女
品
花
」
は
、
花
を
女
性
に
た
と
え
た
詞
で
あ
り
、
全
て
二
十
四
篇
が

あ
る
。
原
詩
・
書
き
下
し
文
・
訳
詞
を
掲
げ
る
が
、
い
ず
れ
も
『
唐
山
感
情
集
』
に
拠
る
。

　
　
　

玉
蘭　
　

潔
女
也　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

玉ぎ
ょ
く

蘭ら
ん　

　

き
よ
ら
か
な
女ひ

と

で
す
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迎
春
早
。　
　
　
　
　
　
　

春
を
迎
へ
て
早
し
、　
　
　
　
　

春
ま
だ
あ
さ
く
、

　
　

潔
女
望
天
涯
。　
　
　
　
　

潔
女
天
涯
を
望
む
、　
　
　
　
　

き
よ
ら
か
な
女ひ

と

が
空
の
は
て
を
望な

が
め

て
る
。

　
　

煙
雨
楼
前
塵
不
染
。　
　
　

煙
雨
楼
前
塵
染
ま
ら
ず
、　
　
　

煙
雨
楼
の
前
に
塵

ち
り
ほ
こ
り

に
も
染
ま
ら
ず

　
　

華
容
寺
裡
玉
無
瑕
。　
　
　

華
容
寺
裡
玉
に
瑕
な
し
、　
　
　

華
容
寺
の
内
に
玉
に
は
瑕き

ず

と
て
な
し
と
か
や
、

　
　

浣
帛
是
誰
家
。　
　
　
　
　

帛
を
浣
ふ
是
誰
家
。　
　
　
　
　

い
つ
た
い
帛き

ぬ

を
浣あ

ら

ふ
の
は
誰ど

家こ

で
す
か
。

詞
牌
は
「
望
江
南
」
で
あ
る
か
ら
、
三
・
五
・
七
・
七
・
五
字
で
あ
り
、
近
体
詩
と
は
異
な
り
字
数
は
不
揃
い
で
あ
る
。
そ
し
て
二
・

四
・
五
句
が
押
韻
し
、
三
・
四
句
が
対
句
と
な
っ
て
い
る
。
訳
詩
は
や
は
り
七
五
調
か
ら
脱
し
、
文
語
か
ら
も
離
れ
て
い
る
も
の
の
、

「
と
か
や
」
と
い
う
表
現
に
は
古
語
の
味
わ
い
を
遺
し
、
軽
み
が
感
じ
ら
れ
る
。「
二
十
四
女
品
花
」
は
こ
の
よ
う
に
花
と
女
性
の
比

喩
が
情
趣
に
富
む
味
わ
い
深
い
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、
従
来
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
る
こ
と
の
無
か
っ
た
、
い
わ
ば
通
人
好
み
の
作
品
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
二
十
四
首
も
の
連
作
は
『
唐
山
感
情
集
』
の
冒
頭
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、『
唐
山
感
情
集
』
を
繙
く
者
の
第
一
印
象

を
決
め
る
存
在
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
考
え
て
、「
二
十
四
女
品
花
」
は
日
夏
得
意
の
選
詞
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ

が
こ
の
「
二
十
四
女
品
花
」
は
、
日
夏
に
先
立
っ
て
和
訳
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

〔
小
林
健
志
『
志
延
舎
文
庫
』〕

　

「
二
十
四
女
品
花
」
を
日
夏
に
先
駆
け
て
訳
し
た
の
は
、
小
林
健
志
と
い
う
、
通
産
省
附
属
機
関
の
工
業
技
術
院
機
械
試
験
所
（
現

産
業
技
術
総
合
研
究
所
）
に
勤
務
し
た
技
術
者
で
あ
る13

。
小
林
は
主
に
謄
写
版
で
、
中
国
の
古
典
詩
詞
の
翻
訳
の
ほ
か
様
々
な
内
容
の

小
冊
子
を
三
十
種
以
上
作
っ
て
自
家
印
行
し
た
。
各
冊
五
十
部
や
百
部
程
度
で
あ
っ
た
が
、
縦
長
や
横
長
、
正
方
形
や
豆
本
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
形
態
に
綴
じ
ら
れ
、
挿
画
や
索
引
・
訓
注
な
ど
が
て
い
ね
い
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
中
田
勇
次
郎
旧
蔵
本
が
立
命
館
大
学
文

学
部
の
詞
学
文
庫
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
昭
和
二
十
六
年
刊
行
の
其
一
か
ら
昭
和
五
十
九
年
に
其
三
十
二
ま
で
、
欠
本
は
あ
る
も
の
の
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十
六
種
を
見
る
こ
と
が
で
き
る14

。
序
や
跋
に
各
冊
印
行
の
経
緯
や
近
況
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
こ
の
文
庫
の
原
稿
は
通
勤

の
車
中
に
て
練
ら
れ
た
ら
し
い
。
そ
し
て
小
林
は
こ
れ
ら
を
志
延
舎
文
庫
と
名
付
け
、
同
好
の
士
に
配
布
し
た
よ
う
で
あ
る
。
小
林
の

『
二
十
四
女
品
花
』
は
志
延
舎
文
庫
の
其
七
と
し
て
印
行
さ
れ
、
昭
和
二
十
八
年
刊
で
あ
る
か
ら
『
唐
山
感
情
集
』
よ
り
六
年
早
い
。

日
夏
「
二
十
四
女
品
花
」
の
初
出
は
『
唐
山
感
情
集
』
刊
行
よ
り
早
く
、
昭
和
三
十
年
『
中
央
公
論
』
七
十
巻
五
号
で
あ
る
が15

、
そ
れ

で
も
小
林
の
『
二
十
四
女
品
花
』
に
二
年
遅
れ
る
。
で
は
、小
林
の
『
二
十
四
女
品
花
』
よ
り
、同
じ
「
玉
蘭
」
の
訳
詞
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
　

し
ろ
は
ち
す
よ　
　

け
が
れ
な
き
女

春
ま
だ
浅
き
に
／
潔
き
女
の
そ
ら
の
は
て
を
望
む
／
煙
雨
楼
の
前
に
は
塵
に
も
染
ま
ら
ず
／
華
容
寺
の
内
に
は
玉
に
き
ず
な
き
ご

と
／
た
が
家
ぞ
ぬ
の
を
洗
ふ
は

題
と
末
句
以
外
の
訳
は
日
夏
の
訳
と
ほ
ぼ
同
じ
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
小
林
の
訳
は
文
語
体
で
あ
り
、
日
夏
は
口
語
体
で
あ
る
と
い
う
差

異
す
ら
見
落
と
し
そ
う
な
ほ
ど
、
訳
語
が
重
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
「
玉
蘭
」
の
ほ
か
に
も
、「
二
十
四
女
品
花
」
全
般
に
日
夏

訳
と
小
林
訳
の
類
似
は
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
あ
た
か
も
日
夏
が
小
林
の
訳
詩
を
襲
っ
た
か
の
よ
う
だ
が
、
実
は
こ
の
二
人
に
は
親
交

が
あ
っ
た
。

　

日
夏
は
『
唐
山
感
情
集
』
の
叙
に
お
い
て
、「
過
ぐ
る
甲
午
の
夏
…
…
工
芸
大
学
教
授
小
林
健
志
君
の
新
著
油
印
本
単
調
の
詞
と
い

ふ
詞
類
の
註
解
本
の
贈
与
を
受
け
て
、
之
れ
亦
興
に
乗
じ
、
此
註
本
を
オ
リ
ヂ
ナ
ル
・
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
そ
の
十
の
九
を
忽
ち
訳
し

試
み
た
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
昭
和
二
十
九
年
に
小
林
の
「
単
調
の
詞
」（
志
延
舎
文
庫
其
十
）
を
当
人
よ
り
恵
贈
さ
れ
て
い
る
。
叙

に
は
ま
た
、「
詞
の
中
で
は
、
十
六
字
令
が
、
一
首
の
詩
の
字
数
と
し
て
音
数
を
並
べ
る
と
、
わ
が
俳
句
よ
り
は
短
い
。
そ
の
外
、
南

歌
子
と
い
ひ
、
憶
王
孫
と
い
ひ
…
…
長
短
の
ラ
イ
ン
参
差
錯
落
た
る
詞
の
ヴ
ァ
ラ
エ
テ
ィ
ズ
を
余
さ
じ
と
収
め
得
た
の
は
、
小
林
氏
註

本
の
お
か
げ
で
あ
つ
た
。
同
君
は
更
に
詞
学
文
献
を
あ
ま
た
貸
し
与
へ
た
が
、
已
に
気
分
本
位
の
わ
が
興
が
、
や
う
や
く
他
に
移
つ
て

ゐ
た
の
で
、
は
つ
か
に
数
首
を
採
る
に
と
ど
ま
つ
た
」
と
、
小
林
か
ら
詞
学
の
文
献
を
借
り
受
け
な
が
ら
も
、
十
六
字
令
な
ど
「
単
調
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の
詞
」
に
含
ま
れ
た
詞
以
外
は
、
わ
ず
か
数
首
と
し
た
と
言
う
。

　

一
方
、
小
林
も
後
年
『
十
六
字
令
』（
志
延
舎
文
庫
其
十
九
、
昭
和
五
五
）
の
末
尾
に
付
し
た
解
説
で
、
日
夏
が
『
単
調
の
詞
』
を

訳
し
た
事
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
志
延
舎
文
庫
其
十
、
単
調
の
詞
（
昭
和
二
九
年
刊
）
は
一
一
調
八
八
首
を
散
文
で

解
釈
し
た
も
の
で
、
そ
の
中
に
十
六
字
令
も
一
六
首
あ
り
ま
す
。
日
夏
耿
之
介
氏
の
唐
山
感
情
集
（
弥
生
書
房
昭
和
三
四
年
刊
）
と
、

そ
の
拾
遺
、
零
葉
集
（
大
雅
堂
昭
和
三
五
年
刊
）
と
に
そ
の
大
半
が
対
訳
さ
れ
ま
し
た
。
日
夏
訳
は
優
雅
な
江
戸
小
唄
風
で
す
が
、
今

回
こ
の
本
は
十
六
字
令
だ
け
を
広
げ
て
、
日
本
の
俗
曲
や
民
謡
の
基
調
で
あ
る
七
、
七
、
七
、
五
字
形
で
都
々
逸
風
に
対
訳
し
た
も
の

で
す
。」

　

両
人
の
文
に
よ
る
と
、
昭
和
二
十
九
年
に
日
夏
が
志
延
舎
文
庫
其
十
の
「
単
調
の
詞
」
を
小
林
よ
り
得
て
、
訳
詩
を
競
っ
た
よ
う
で

あ
る
が
、「
二
十
四
女
品
花
」
に
つ
い
て
の
記
述
は
全
く
見
当
た
ら
な
い
。「
二
十
四
女
品
花
」
の
訳
詞
に
つ
い
て
言
明
は
一
切
な
い
も

の
の
、
両
人
に
は
何
ら
か
の
了
解
が
あ
っ
た
か
、
或
い
は
と
も
に
文
雅
の
士
で
あ
る
か
ら
、
些
事
に
は
拘
ら
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。

　

と
も
あ
れ
評
価
の
高
い
日
夏
の
『
唐
山
感
情
集
』
に
は
、
明
ら
か
に
小
林
健
志
の
志
延
舎
文
庫
の
影
が
認
め
ら
れ
た
。
両
人
の
訳
詞

を
「
玉
蘭
」
に
見
て
お
く
と
、
日
夏
の
自
然
な
口
語
体
に
比
べ
、
小
林
の
文
語
体
は
や
や
硬
い
。
し
か
し
な
が
ら
日
夏
の
訳
は
や
や
淡

泊
に
感
じ
ら
れ
、
小
林
の
訳
の
方
が
叙
情
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

〔
森
亮
『
白
居
易
詩
抄
』〕

　

小
林
の
訳
詞
に
つ
い
て
は
後
に
ま
た
ふ
れ
る
こ
と
に
し
て
、
今
は
日
夏
の
口
語
訳
に
連
な
る
訳
詩
と
し
て
、
同
じ
英
文
学
者
で
あ
る

森
亮
の
作
を
見
て
み
た
い
。
日
夏
に
つ
い
て
森
は
、「
黄
眠
先
生
の
訳
詩
」（『
夢
な
れ
ば
こ
そ
』、
文
華
書
院
、
昭
和
五
一
）
と
い
う
文

を
遺
し
て
い
る
の
で
、
ま
ず
は
見
て
お
こ
う
。
こ
の
文
は
冒
頭
で
、「
先
頃
逝
去
が
伝
え
ら
れ
た
日
夏
耿
之
介
氏
に
は
、
一
度
も
会
っ
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た
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
手
紙
な
ど
を
差
上
げ
た
こ
と
も
な
い
。
同
時
代
に
生
き
な
が
ら
直
接
関
係
を
持
た
な
か
っ
た
人
で
あ
る
が
、
そ

う
か
と
言
っ
て
無
縁
の
存
在
で
は
な
か
っ
た
」
と
言
う
。
そ
し
て
英
文
学
者
と
し
て
、
日
夏
の
英
訳
詩
や
文
学
史
に
学
ん
だ
こ
と
が
記

さ
れ
た
後
、
末
尾
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
も
う
ち
ょ
っ
と
で
言
い
落
す
所
だ
っ
た
が
、
日
夏
さ
ん
の
王
維
と
李
賀
の
古
雅
な
味
を

持
た
せ
た
口
語
訳
は
勝
れ
た
も
の
だ
。
私
も
お
世
話
に
な
っ
た
。」
し
か
し
日
夏
の
『
唐
山
感
情
集
』
に
つ
い
て
は
、
ち
ょ
う
ど
森
が

漢
詩
和
訳
に
取
り
組
ん
で
い
る
時
期
に
当
た
る
か
ら
か
、
言
及
は
見
当
た
ら
な
い
。

　

森
に
は
、「
漢
詩
と
の
ふ
れ
あ
い
―
―
訳
詩
の
興
味
か
ら
―
―
」（『
夢
な
れ
ば
こ
そ
』
所
収
）
と
い
う
文
も
あ
り
、
そ
こ
に
は
土
岐

善
麿
『
鶯
の
卵
』、
岡
田
正
三
『
詩
経
』、
佐
藤
春
夫
『
車
塵
集
』、
小
村
定
吉
『
邦
訳
支
那
古
詩
』、
佐
藤
一
英
『
新
韻
律
詩
抄
』、
日

夏
耿
之
介
『
海
表
集
』
を
読
み
、
特
に
『
車
塵
集
』
と
『
邦
訳
支
那
古
詩
』
を
愛
読
し
た
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
森
の
和
訳
は
、
土
岐

よ
り
日
夏
ま
で
の
諸
家
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
訳
詩
は
、
昭
和
四
十
年
に
『
白
居
易
詩
抄
』（
平
凡
社
東
洋
文
庫
）
と
し
て

出
版
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
「
白
居
易
詩
抄
」
七
十
首
、「
中
国
古
詩
抄
」
五
十
二
首
が
収
め
ら
れ
、「
中
国
古
詩
抄
」
は
更
に
「
古
今
詩

賦
」
二
十
首
・「
詩
経
詩
抄
」
九
首
・「
唐
詩
絶
句
」
二
十
三
首
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。「
は
し
が
き
」
に
拠
る
と
、
こ
の
う
ち
「
中
国

古
詩
抄
」
は
昭
和
十
六
・
七
年
頃
に
訳
し
始
め
昭
和
三
十
一
年
に
脱
稿
、「
白
居
易
詩
抄
」
は
昭
和
三
十
九
年
の
稿
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

英
文
学
者
で
あ
る
森
は
ま
た
、
ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ
ー
リ
ー
が
英
訳
し
た
多
数
の
漢
詩
の
翻
訳
書
と
の
出
会
い
が
、「
中
国
古
詩
抄
」

執
筆
の
契
機
で
あ
っ
た
と
言
う
。
ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ
ー
リ
ー
は
高
名
な
イ
ギ
リ
ス
の
中
国
学
者
で
あ
り
、
森
は
「
ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ
ー

リ
ー
の
中
国
詩
賦
英
訳
―
―
訳
詩
の
技
法
に
関
す
る
考
察
」（『
島
根
大
学
論
集
人
文
科
学
』
一
、
島
根
大
学
、
昭
和
二
六
）
の
ほ
か
、

「
あ
る
英
国
人
と
東
洋
文
学
―
―
ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ
イ
リ
ー
の
中
国
研
究
」「
逝
去
し
た
ウ
ェ
ー
リ
ー
」（
と
も
に
『
夢
な
れ
ば
こ
そ
』

所
収
）
と
い
う
文
章
を
書
い
て
い
る16

。
森
は
ウ
ェ
ー
リ
ー
の
漢
詩
英
訳
を
「
平
易
で
明
快
な
行
文
の
間
に
お
の
ず
か
ら
詩
的
情
調
が
湧

き
出
る
」（「
漢
詩
と
の
ふ
れ
あ
い
」）
と
評
し
、「
ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ
ー
リ
ー
の
中
国
詩
賦
英
訳
」
で
は
そ
の
特
色
を
、「
訳
し
た
も
の

が
詩
に
な
つ
て
い
る
」「
忠
実
訳
を
目
ざ
す
」「
新
ら
し
い
韻
律
形
式
を
採
用
」「
脚
韻
は
一
切
用
い
な
い
」
と
分
析
し
て
い
る
。
こ
う
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し
た
分
析
結
果
が
森
の
訳
詩
に
与
え
た
影
響
は
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

更
に
「
詩
経
詩
抄
」
の
部
分
はH

elen W
addell

の "Lyrics from
 the Chinese" 1913

の
自
由
訳
を
利
用
し
、「
唐
詩
絶
句
」
は
『
鶯

の
卵
』『
車
塵
集
』『
邦
訳
支
那
古
詩
』『
新
韻
律
詩
抄
』
な
ど
の
影
響
を
受
け
た
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
に
漢
詩
の
和
訳
と
英
訳
を
広

く
取
り
入
れ
た
森
の
訳
詩
を
見
て
み
よ
う
。「
白
居
易
詩
抄
」
よ
り
「
鶴
」
と
題
さ
れ
た
五
言
絶
句
を
、
原
詩
・
書
き
下
し
文
と
と
も

に
引
く
。

　
　

人
各
有
所
好　
　

人
各
々
好
む
所
有
り

　
　

物
固
無
常
宜　
　

物
固
よ
り
常
に
宜
し
き
も
の
無
し

　
　

誰
謂
爾
能
舞　
　

誰
か
謂
ふ
爾
能
く
舞
ふ
と

　
　

不
如
閑
立
時　
　

し
か
ず
閑
か
に
立
て
る
時
に

　
　
　

い
つ
何ど

　
こ処

で
見
て
も
い
い
物
っ
て
／
め
っ
た
に
無
い
が
／
鶴
は
い
い
な
／

　
　
　

翼つ
ば
さ

を
ひ
ろ
げ
た
／
お
前
の
舞
い
を
／
み
ん
な
が
ほ
め
る
／
―
―
鶴
は
い
い
な
／

　
　
　

翼つ
ば
さ

を
お
さ
め
て
／
静
か
に
立
っ
た
／
お
前
の
姿
が
／
あ
あ
、
わ
た
し
は
一
番
好す

き
だ
／
―
―
鶴
は
い
い
な

逐
語
的
に
比
較
す
る
と
、
原
詩
の
「
人
各
々
好
む
所
有
り
、
物
固
よ
り
常
に
宜
し
き
も
の
無
し
」
が
、
訳
で
は
「
い
つ
何
処
で
見
て

も
い
い
物
っ
て
／
め
っ
た
に
無
い
が
」
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
一
方
、
原
詩
に
は
な
い
「
鶴
は
い
い
な
」「
翼
を
ひ
ろ
げ
た
」「
翼
を
お

さ
め
て
」「
お
前
の
姿
が
」「
あ
あ
、
わ
た
し
は
一
番
好
き
だ
」
と
い
っ
た
句
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
自
ら
の
訳
詩
を
し
ば
し
ば
自

由
訳
と
言
う
森
の
訳
詩
の
、
面
目
躍
如
た
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
原
詩
を
離
れ
、
国
語
の
現
代
詩
と
し
て
の
自
立
を
目
指
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
な
お
、
自
由
訳
に
つ
い
て
森
は
、「
意
訳
、
自
由
訳
は
常
時
の
こ
と
で
、
こ
れ
は
訳
者
の
我
儘
や
茶
目
っ
気
で
は
な
く
訳

詩
に
は
付
き
物
の
必
要
悪
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
（「
訳
詩
う
ら
ば
な
し
」、『
夢
な
れ
ば
こ
そ
』
所
収
）。

　

加
島
祥
造
「
漢
詩
和
訳
考
」
も
森
の
訳
詩
を
論
じ
て
お
り
、
こ
の
「
鶴
」
な
ど
三
首
を
引
く
。
そ
し
て
「
森
亮
氏
の
漢
詩
訳
は
、
い
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わ
ば
、
標
準
的
な
口
語
訳
体
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
平
明
な
知
性
と
温
雅
な
口
調
の
訳
で
あ
り
な
が
ら
、「
詩
」
ま
で
深
ま
る
リ
ズ
ム

と
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
」
と
言
う
。『
白
居
易
詩
抄
』
の
訳
詩
は
日
本
語
の
「
詩
」
を
追
究
し
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
森
は
「
訳
詩
は
独

り
歩
き
で
き
る
も
の
で
な
く
て
は
い
け
な
い
」
と
言
い
、「『
白
居
易
詩
抄
』
の
初
め
の
稿
本
で
は
私
は
訳
詩
に
原
詩
を
添
え
て
い
な
か
っ

た
」
と
言
う
（
と
も
に
『
白
居
易
詩
抄
』
は
し
が
き
）。
そ
れ
が
『
白
居
易
詩
抄
』
で
は
、
編
集
部
の
要
請
に
よ
っ
て
原
詩
を
載
せ
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

今
こ
こ
で
は
森
の
訳
詩
の
問
題
と
し
て
、
原
詩
と
訳
詩
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
漢
詩
和
訳
作
品
全
体
に
関
わ
る

重
要
な
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
先
に
佐
藤
一
英
『
新
韻
律
詩
抄
』
を
取
り
上
げ
た
際
、『
於
母
影
』
以
外
の
漢
詩
和
訳
集
は
、
い
ず

れ
も
原
詩
を
付
記
す
る
の
が
習
い
と
な
っ
て
い
る
が
、『
新
韻
律
詩
抄
』
に
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
漢
詩
和
訳
集
に
原
詩
を

付
す
る
習
慣
は
そ
の
後
も
続
き
、『
白
居
易
詩
抄
』
以
降
も
踏
襲
さ
れ
る
。
し
か
し
他
の
言
語
か
ら
の
訳
詩
集
で
原
詩
が
付
さ
れ
る
こ

と
は
ま
ず
な
い
。
例
外
と
し
て
学
習
用
の
対
訳
本
が
あ
る
程
度
で
あ
ろ
う
。
森
が
言
う
よ
う
に
、
漢
詩
以
外
の
訳
詩
は
独
り
歩
き
し
て

い
る
。
そ
れ
が
漢
詩
の
訳
詩
集
で
は
、原
詩
を
付
す
る
の
が
通
例
と
な
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
少
し
考
え
て
み
た
い
。

　

漢
詩
和
訳
集
の
読
者
の
立
場
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
訳
詩
の
傍
ら
に
原
詩
が
添
え
ら
れ
て
い
れ
ば
、
訳
詩
を
味
わ
い
な
が
ら
原
詩
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
何
を
確
認
す
る
の
か
と
言
え
ば
、
原
詩
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
字
で
あ
ろ
う
。
原
詩
で
は
い
か
な
る
漢
字

が
用
い
ら
れ
、
訳
詩
で
は
ど
の
日
本
語
に
置
き
か
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
視
線
を
往
復
さ
せ
つ
つ
漢
語
と
日
本
語
の
間
に
横
た
わ
る
も

の
を
読
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
読
者
は
、
原
詩
に
用
い
ら
れ
た
漢
字
の
意
味
あ
い
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
探
り
、
翻
訳
者
の
意
図
を
推
し
量

り
な
が
ら
、
原
詩
の
漢
字
と
訳
詩
の
日
本
語
と
の
差
異
を
埋
め
よ
う
と
努
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
は
意
味
の
み
で
は
な
く
、
原

詩
か
ら
窺
え
る
韻
や
リ
ズ
ム
も
確
か
め
て
い
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
作
業
は
面
倒
で
時
間
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。
全
て
の
訳
詩
に
つ

い
て
こ
の
よ
う
な
読
み
方
を
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
意
に
適
っ
た
詩
に
つ
い
て
、
感
動
を
よ
り
深
め
る
た
め
に
行
な
う
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
う
し
た
行
為
が
可
能
な
の
は
、
私
た
ち
が
漢
詩
・
漢
語
に
親
し
ん
で
来
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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と
こ
ろ
が
こ
こ
で
も
う
一
つ
気
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
漢
詩
和
訳
集
に
は
原
詩
と
訳
詩
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
書
き
下
し
文

を
載
せ
る
例
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
原
詩
と
訳
詩
で
十
分
な
た
め
で
あ
る
が
、
い
ま
考
え
た
い
の
は
、
小
論
で
見
て

き
た
漢
詩
和
訳
の
歴
史
は
、和
訳
と
訓
読
書
き
下
し
文
と
の
せ
め
ぎ
合
い
の
歴
史
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
あ
っ

て
は
、
書
き
下
し
文
が
国
訳
と
呼
ば
れ
て
通
行
し
、
和
訳
詩
は
七
五
調
や
五
七
調
の
文
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
た
。
両
者
は
文
語
体
で
あ

る
と
い
う
点
で
、
大
き
く
異
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
言
う
な
れ
ば
漢
詩
和
訳
は
、
訓
読
書
き
下
し
文
を
書
き
整
え
た
も
の
で
あ
っ

た
と
さ
え
言
え
よ
う
。
そ
れ
が
口
語
自
由
詩
に
和
訳
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
漢
詩
和
訳
は
文
語
体
や
訓
読
書
き
下
し
文
と
は

距
離
を
広
げ
た
が
、
そ
の
後
も
な
お
原
詩
を
書
き
留
め
続
け
て
い
る
。
な
ぜ
原
詩
を
書
き
添
え
る
習
慣
が
続
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

　

結
果
か
ら
考
え
て
、
口
語
訳
に
せ
よ
文
語
訳
に
せ
よ
、
原
詩
を
伴
う
漢
詩
和
訳
集
と
は
、
訓
読
書
き
下
し
文
が
形
を
変
え
た
も
の
と

見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
書
き
下
し
文
が
も
つ
原
文
と
文
語
文
の
要
素
を
、
原
詩
と
和
訳
に
分
割
し
た
の
が
漢
詩

和
訳
集
な
の
で
あ
る
。
読
者
は
、
書
き
下
し
文
か
ら
語
義
や
用
字
の
解
釈
、
擬
音
語
や
双
声
・
畳
韻
の
語
な
ど
を
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
和
訳
の
み
で
は
こ
れ
ら
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
訳
詩
に
は
原
詩
を
伴
わ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
翻
訳
詩
に

添
え
ら
れ
た
原
詩
で
確
認
し
て
い
た
の
は
、
書
き
下
し
文
が
も
つ
要
素
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
見
て
、
漢
詩
和
訳
は
原
詩
か
ら
独
立
し
て
い
な
い
と
い
う
の
は
間
違
い
で
は
な
い
。
し
か
し
漢
詩
和
訳
が
原

詩
か
ら
独
立
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
果
た
し
て
責
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
漢
詩
の
和
訳
に
原
詩
が
付
さ
れ
る
の
は
、

古
来
私
た
ち
が
漢
詩
・
漢
語
に
親
し
み
、
原
詩
を
比
較
的
容
易
に
理
解
で
き
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
言
語
体
系
・
文
化
的
背
景
が
近

接
し
て
い
る
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。
上
述
の
通
り
、
私
た
ち
は
原
詩
と
と
も
に
漢
詩
の
和
訳
を
味
わ
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
詩
と
訳

詩
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
た
文
学
的
世
界
を
よ
り
深
く
鑑
賞
し
た
い
と
い
う
欲
求
を
満
た
し
て
い
る
。
原
詩
こ
そ
味
わ
う
べ
き
対
象
と
考

え
る
立
場
な
ら
ば
、
原
詩
を
傍
ら
に
置
き
な
が
ら
、
訳
詩
を
味
読
す
る
の
は
責
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
た
だ
し
原
詩
に
加
え
ら
れ
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た
訳
詩
は
補
助
的
な
存
在
に
な
る
だ
ろ
う
。
反
対
に
訳
詩
を
原
詩
か
ら
独
立
し
た
文
学
作
品
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
訳
詩
は
二
次
的
に

創
作
さ
れ
た
、
原
詩
と
は
切
り
離
し
て
読
む
べ
き
別
個
の
作
品
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
今
度
は
翻
訳
と
い
う
範
疇
か
ら
は

外
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
和
訳
と
漢
詩
が
共
生
関
係
に
あ
る
こ
と
は
、
日
本
語
が
漢
語
か
ら
独
立
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
言
語
体
系
・
文
化
的
背
景
の
近
接
す
る
二
つ
の
言
語
が
と
も
に
完
全
に
独
立
し
、
無
関
係
で
あ
る
べ
き
理
由

は
言
語
学
的
に
考
え
て
も
存
し
な
い
。
漢
詩
和
訳
に
お
い
て
原
詩
と
そ
の
和
訳
詩
を
併
記
す
る
習
慣
は
、
奇
妙
な
習
わ
し
の
よ
う
で
あ

る
が
、
ま
た
重
要
な
意
義
が
潜
む
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

四
、
詞
人
に
よ
る
和
訳

〔
中
田
勇
次
郎
『
詞
選
』〕

　

話
を
戻
し
て
、
も
う
少
し
漢
詩
和
訳
史
を
辿
る
こ
と
に
し
よ
う
。
日
夏
・
森
の
口
語
訳
自
由
詩
へ
の
訳
詩
は
、
土
岐
や
佐
藤
春
夫
ら

の
文
語
訳
を
承
け
た
流
れ
で
あ
っ
た
が
、『
鶯
の
卵
』『
車
塵
集
』
よ
り
分
派
し
た
系
統
と
し
て
、
詞
を
訳
し
た
詞
人
た
ち
の
流
れ
を
指

摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
既
に
小
林
健
志
が
三
十
冊
以
上
の
小
冊
子
を
作
り
、
多
数
の
訳
詞
を
行
な
っ
た
こ
と
は
指
摘
し
た
。
小
林
が

こ
の
志
延
舎
文
庫
を
贈
呈
し
続
け
た
一
人
、
中
田
勇
次
郎
は
昭
和
十
七
年
に
『
詞
選
』（
弘
文
堂
書
房
）
を
出
版
し
て
い
る
。
京
都
市

立
美
術
大
学
元
学
長
の
中
田
は
、
詞
学
を
中
心
と
し
た
中
国
文
学
の
研
究
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
中
国
書
道
史
の
研
究
者
と
し
て
も
高

名
な
人
物
で
あ
る
。
京
都
大
学
で
鈴
木
虎
雄
・
青
木
正
児
に
学
ん
で
い
る
か
ら
、
訓
読
書
き
下
し
文
に
つ
い
て
も
両
家
の
影
響
が
考
え

ら
れ
る
。
ま
ず
、
中
田
の
訳
詞
論
を
見
て
み
よ
う
。

　

文
学
作
品
と
い
う
も
の
は
一
つ
の
芸
術
的
な
感
動
を
与
え
る
と
こ
ろ
に
大
き
い
意
義
が
あ
る
の
で
、
韻
文
に
よ
っ
て
は
訓
読
だ

け
で
は
原
詩
が
訳
さ
れ
た
と
は
な
ら
な
い
場
合
が
多
い
。
そ
れ
は
、
韻
文
で
は
声
調
や
情
意
を
主
と
す
る
か
ら
で
、
ほ
ん
と
う
に

訳
す
に
は
や
は
り
原
文
の
そ
う
い
う
面
を
も
十
分
生
か
し
て
ゆ
く
の
が
の
ぞ
ま
し
い
と
お
も
う
。（
中
略
）
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詞
は
小
唄
や
端
唄
に
た
と
え
ら
れ
、
用
途
の
上
か
ら
は
主
と
し
て
宴
席
の
な
ぐ
さ
み
で
あ
る
が
、
言
葉
は
品
が
よ
く
て
む
し
ろ

和
歌
に
近
い
。
唐
五
代
詞
は
古
今
集
の
よ
う
に
宋
詞
は
新
古
今
集
の
よ
う
に
と
い
う
の
が
い
つ
も
の
私
の
考
え
で
あ
る
。
た
だ
詞

の
中
の
豪
放
派
の
も
の
は
昔
か
ら
の
訓
読
調
が
よ
く
、
楽
府
や
民
謡
系
の
も
の
は
そ
の
土
俗
の
香
の
す
る
民
謡
調
が
よ
く
、
俗
曲

に
近
い
も
の
は
口
語
が
よ
い
と
お
も
う
。
要
す
る
に
訓
詁
の
末
梢
に
走
ら
な
い
で
詞
の
こ
こ
ろ
を
よ
く
消
化
し
て
ほ
ん
と
う
の
日

本
の
も
の
に
し
て
訳
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。（「
歴
代
名
詞
選
を
訳
し
て
」、『
漢
詩
大
系
・
唐
詩
選
』
下
・
月
報
、
集
英
社
、
昭

和
四
〇
）

引
用
文
後
半
の
「
唐
五
代
詞
は
古
今
集
の
よ
う
に
」
と
い
う
部
分
よ
り
「
俗
曲
に
近
い
も
の
は
口
語
が
よ
い
」
ま
で
で
は
、
詞
の
時
代

や
形
式
な
ど
に
合
わ
せ
て
和
訳
詞
の
調
子
や
様
式
を
変
え
る
べ
き
こ
と
を
言
う
。
青
木
や
岡
田
が
訓
読
よ
り
も
直
読
と
、
直
截
に
主
張

し
た
の
と
は
異
な
り
、
中
田
は
訓
読
も
場
合
に
よ
っ
て
は
取
り
入
れ
る
と
い
う
柔
軟
な
姿
勢
で
あ
る
。
こ
れ
は
詞
と
い
う
分
野
が
、
詩

と
は
異
な
り
、
詞
体
や
韻
律
・
用
語
の
変
化
に
富
み
、
詩
の
よ
う
に
等
し
並
み
に
訳
出
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
時
に
口
語
的
表
現

も
含
ま
れ
る
た
め
、
訓
読
に
無
理
が
生
じ
る
場
合
の
あ
る
こ
と
な
ど
、
い
く
つ
か
理
由
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

『
詞
選
』
は
、
清
・
張
恵
言
の
編
に
な
る
、
唐
よ
り
宋
の
詞
人
四
十
四
家
一
一
六
首
を
収
め
た
書
で
あ
る
。
中
田
は
一
一
六
首
に
つ

い
て
、
返
り
点
・
押
韻
符
号
を
付
し
た
原
詞
と
訳
詞
・
語
注
を
作
り
、
作
者
小
伝
と
詞
評
も
添
え
て
い
る
。
い
ま
五
代
・
李
煜
の
「
浪

淘
沙
」
を
引
く
。
書
き
下
し
文
は
筆
者
が
加
え
た
。

　
　
　

浪
淘
沙

　
　

簾
外
雨
潺
潺　
　
　
　

簾
外
に
雨
潺
潺
と
し
て　
　
　
　
　
　

小を

簾す

の
外と

に
雨
し
た
た
る
や

　
　

春
意
闌
珊　
　
　
　
　

春
意
闌
珊
た
り　
　
　
　
　
　
　
　
　

春
ご
こ
ろ
た
け
に
け
ら
し
な

　
　

羅
衾
不
耐
五
更
寒　
　

羅
衾
は
耐
へ
ず
五
更
の
寒
き
に　
　
　
　

五あ
か
つ
き更

の
さ
む
さ
に
あ
へ
ぬ
き
ぬ
ぶ
す
ま

　
　

夢
裡
不
知
身
是
客　
　

夢
裡
知
ら
ず
身
は
是
れ
客
な
る
を　
　
　

夢
の
ま
に
か
り
そ
め
の
身
を
わ
す
れ
に
し
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一
晌
貪
歓
。　
　
　
　

一
晌
歓
を
貪
る　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ
か
の
ま
の
よ
ろ
こ
び
い
と
ど
は
か
な
し
や

既
に
原
詞
自
体
が
叙
情
性
に
富
む
作
で
あ
る
が
、訳
詞
は
更
に
雅
語
を
や
わ
ら
か
く
用
い
五
七
調
に
仕
上
げ
て
い
る
。「
け
ら
し
な
」「（
わ

す
れ
）
に
し
」「
い
と
ど
」
な
ど
と
い
っ
た
語
は
、
訳
詞
の
韻
律
を
整
え
て
い
る
も
の
の
、
い
さ
さ
か
解
り
に
く
い17

。『
古
今
集
』
の
よ

う
に
繊
細
か
つ
優
美
な
表
現
を
探
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
佐
藤
『
車
塵
集
』
よ
り
十
三
年
、
日
夏
『
海
表
集
』
に
遅
れ
る
こ
と
五
年
に

し
て
、
雅
言
を
駆
使
し
た
文
語
体
が
よ
り
進
展
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
比
較
の
対
象
と
し
て
小
林
健
志
の
「
浪
淘
沙
」
訳
を
掲
げ

て
み
る
（『
李
後
主
詞
集
―
―
附
小
傳
』
所
収
）。

簾
の
外
に
雨
し
と
し
と
と
／
春
の
気け

配は
い

は
盛
り
を
過
ぎ
ぬ
／
羅き

ぬ

の
衾ふ

す
ま

も
夜
明
け
の
寒
さ
に
堪
え
ね
ど
／
夢
に
こ
そ
わ
が
身
の
異と

つ

国く
に

に
在
る
を
忘
れ
て
／
一し

ば
し晌

楽
し
み
に
耽ふ

け

る
な
れ

小
林
の
訳
は
、
一
部
の
漢
語
を
そ
の
ま
ま
取
り
込
ん
で
原
詞
の
趣
き
を
残
し
、
意
味
は
理
解
し
や
す
い
が
、
原
詞
に
近
い
逐
語
訳
で
あ

る
。
中
田
訳
が
い
か
に
原
詞
か
ら
離
れ
、
用
語
に
彫
琢
を
加
え
て
い
る
か
が
わ
か
る
。
し
か
し
中
田
の
訳
詞
に
は
『
鶯
の
卵
』
や
『
車

塵
集
』
の
よ
う
な
、
原
詞
に
な
い
語
を
加
え
る
と
い
っ
た
創
作
的
な
面
は
な
く
、
表
現
の
洗
練
に
傾
注
し
て
い
る
。
中
田
や
小
林
の
訳

は
、
創
作
の
手
を
加
え
る
こ
と
な
く
、
原
詞
の
も
つ
世
界
を
日
本
語
に
よ
っ
て
再
現
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

〔
花
崎
采
琰
『
涙
眼
集
』『
中
国
の
女
詩
人
』〕

　

そ
し
て
詞
を
訳
し
た
詞
人
と
し
て
も
う
一
人
、
花
崎
采
琰
に
触
れ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
花
崎
は
、
こ
れ
ま
で
に
見
た
中
田
・

小
林
・
日
夏
の
三
家
と
交
流
が
あ
っ
た
の
で
、
ま
ず
は
こ
の
点
を
見
て
い
こ
う
。
花
崎
が
初
め
て
出
版
し
た
訳
詞
集
『
涙
眼
集
』（
四

季
社
、昭
和
二
九
）
の
あ
と
が
き
に
、訳
詩
を
日
夏
に
見
せ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
立
命
館
大
学
詞
学
文
庫
蔵
『
涙
眼
集
』

に
は
花
崎
の
中
田
へ
の
宛
名
書
き
が
あ
る
か
ら
、
花
崎
が
中
田
へ
献
本
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
花
崎
が
次
に
出
版
し
た
『
新
訳
漱

玉
詞
』（
新
樹
社
、
昭
和
三
三
）
に
は
、
中
田
が
序
を
贈
っ
て
い
る
。
花
崎
の
跋
に
は
日
夏
と
小
林
の
名
が
見
え
る
の
で
、
次
に
引
用
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し
よ
う
。

最
近
日
夏
耿
之
介
先
生
が
李
清
照
を
書
い
て
ま
と
め
る
と
い
ゝ
よ
と
仰
言
つ
た
。
私
は
ひ
そ
か
に
心
お
ど
る
思
ひ
で
訳
詞
を
完
成

し
た
。
…
…
適
々
畏
友
小
林
健
志
氏
は
機
械
工
学
の
権
威
で
あ
り
な
が
ら
、
か
く
れ
た
詞
の
探
究
家
で
独
学
で
「
志
延
舎
文
庫
」

十
五
巻
を
編
輯
し
て
居
ら
れ
る
方
で
あ
る
が
、昭
和
三
十
二
年
秋
に
そ
の
蔵
書
中
に
李
文
裿
の
編
し
た
「
漱
玉
詞
二
巻
」
を
発
見
、

譲
り
受
け
て
こ
の
稿
を
始
め
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

　

中
田
・
小
林
・
花
崎
の
三
人
は
専
ら
詞
を
探
究
し
、
中
田
は
『
詞
選
』
を
昭
和
十
七
年
に
、
小
林
の
志
延
舎
文
庫
で
は
同
二
十
七
年

に
『
宋
代
の
抒
情
詩
詞
』
を
出
し
て
お
り
、
花
崎
『
涙
眼
集
』
は
同
二
十
九
年
の
刊
で
あ
る
。
日
夏
が
「
二
十
四
女
品
花
」
を
『
中
央

公
論
』
に
出
し
た
の
が
同
三
十
年
で
あ
る
か
ら
、
昭
和
三
十
年
頃
に
相
次
い
で
訳
詞
集
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
中
心

と
な
っ
た
一
人
が
花
崎
采
琰
な
の
で
あ
る
。
花
崎
は
明
治
三
十
六
年
に
生
ま
れ
、
好
学
に
し
て
文
雅
を
楽
し
ん
だ
生
涯
を
『
墜
露
の
よ

う
な
人
生
』（
東
方
文
芸
の
会
、
平
成
四
）
に
ま
と
め
て
い
る
。
そ
し
て
花
崎
が
運
営
し
た
会
員
組
織
、
東
方
文
芸
の
会
と
同
会
が
刊

行
し
た
会
誌
『
東
方
文
芸
』
が
、
訳
詞
の
普
及
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。『
東
方
文
芸
』
は
昭
和
二
十
六
年
よ
り
三
十

年
ま
で
十
五
号
を
刊
行
し
、
錚
々
た
る
寄
稿
者
を
集
め
た
。
花
崎
の
師
で
あ
る
今
関
天
彭
に
始
ま
り
、
魚
返
善
雄
・
松
枝
茂
夫
・
神
田

喜
一
郎
・
中
田
勇
次
郎
・
近
藤
春
男
・
日
夏
耿
之
介
の
ほ
か
、
久
松
潜
一
・
池
田
亀
鑑
と
い
っ
た
国
文
学
者
も
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
花

崎
と
小
林
健
志
も
寄
稿
者
で
あ
る18

。

　

花
崎
は
『
涙
眼
集
』『
新
訳
漱
玉
詞
』
刊
行
の
後
も
陸
続
と
訳
詞
集
・
訳
詩
集
を
編
ん
で
い
る
。
参
考
ま
で
掲
げ
て
お
こ
う
。『
中
国

詞
選
花
譜
』（
大
雅
洞
、
昭
三
六
）、『
全
訳
花
間
集
』（
桜
楓
社
、
昭
四
六
）
の
ほ
か
、
東
方
文
芸
の
会
発
行
に
な
る
『
愛
情
の
宋
詞
』

（
昭
五
六
）、『
晩
唐
五
代
流は

や
り行

歌う
　
た謡

』（
昭
五
七
）、『
中
国
の
女
詩
人
』（
昭
六
〇
）、『
中
国
悲
曲
飲
水
詞
』（
昭
六
〇
）、『
中
国
詩
詞

選
平
和
詞
・
山
水
詞
・
愛
恋
詞
』（
昭
六
二
）、『
康
煕
帝
御
製
「
広
群
芳
譜
」
に
よ
る
花
の
文
化
詞
』（
平
元
）
で
あ
る
。
主
婦
と
し

て
三
人
の
子
ど
も
を
育
て
上
げ
な
が
ら
の
、
半
世
紀
に
及
ぶ
訳
業
に
は
目
を
見
張
ら
さ
れ
る
。
花
崎
の
訳
詞
は
こ
の
よ
う
に
多
数
に
及
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び
、長
期
に
わ
た
る
の
で
、一
様
で
は
な
い
。
今
は
初
期
の
作
と
し
て
『
涙
眼
集
』
に
収
め
る
李
煜
「
浪
淘
沙
」、後
期
の
作
と
し
て
『
中

国
の
女
詩
人
』
所
収
の
薛
濤
「
春
望
詞
其
三
」
を
引
こ
う
。
前
者
は
小
林
の
訳
と
、
後
者
は
佐
藤
春
夫
訳
と
比
較
し
て
み
る
。

　
　
　
　

浪
淘
沙

簾
の
外
の
雨
し
と
ど
／
春
の
け
は
ひ
も
そ
こ
は
か
と
／
衾ふ

す
ま

の
う
す
も
の
／
五あ更
け
ゆ
く
寒
さ
に
耐
え
ず
し
て
／
夢
に
ゆ
め
み
る

う
つ
し
身
の
／
し
ば
し
歓
び
に
こ
そ
ひ
た
り
し
か

　
　
　
　

春
望
詞
其
三

は
な
ち
る　

ひ　

と
し
お
い
て
／
け
っ
こ
ん
は　

か
す
ん
で
し
ま
い
／
お
も
う
ひ
と　

と
は　

む
す
ば
れ
な
い
で
／
む
な
し
く
む

す
ぶ　

こ
い
お
ぐ
さ

花
崎
の
「
浪
淘
沙
」
は
小
林
訳
に
い
さ
さ
か
似
て
い
る
が
、
表
現
は
よ
り
柔
ら
か
い
。
小
林
訳
の
方
が
ど
こ
か
素
っ
気
な
く
感
ぜ
ら
れ

る
。
両
人
と
も
に
「
浪
淘
沙
」
を
五
音
や
七
音
に
整
え
て
い
な
い
の
は
、
詩
と
詞
の
形
式
上
の
差
異
に
基
づ
く
こ
と
で
は
あ
ろ
う
が
、

『
車
塵
集
』『
邦
訳
支
那
古
詩
』『
新
韻
律
詩
抄
』
と
い
っ
た
、
一
連
の
文
語
五
七
調
の
訳
詩
と
の
差
別
化
を
は
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
。
花
崎
・
小
林
と
も
に
、
他
の
訳
詞
に
お
い
て
も
五
七
調
へ
の
こ
だ
わ
り
は
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
花
崎
の
「
春
望

詞
」
に
な
る
と
、
全
て
ひ
ら
が
な
に
開
い
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
『
中
国
の
女
詩
人
』
序
文
で
、
武
部
利
男
に
倣
っ
た
旨
が
記

さ
れ
て
い
る
。
武
部
利
男
の
訳
詩
は
、
昭
和
三
十
二
年
に
『
白
楽
天
詩
集
』（
東
京
創
元
社
）
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

参
考
ま
で
「
炭
売
り
の
翁
」
冒
頭
部
を
引
い
て
お
こ
う
。

す
み　

う
り
に　

ゆ
く　

お
じ
い
さ
ん
／
シ
ュ
ウ
ナ
ン
ザ
ン
の　

や
ま
な
か
で
／
た
き
ぎ
を　

き
り
だ
し　

す
み
を　

や
き
／
か

お
は　

い
ち
め
ん　

ち
り
と　

は
い
／
け
む
り
の
た
め
に　

す
す
だ
ら
け
／
あ
た
ま
の　

び
ん
は　

ご
ま
し
お
で
／
り
ょ
う
て
の　

ゆ
び
は　

ま
っ
く
ろ
け

武
部
の
訳
詩
は
、
白
居
易
の
詩
が
平
明
で
あ
る
こ
と
も
手
伝
い
、
平
仮
名
の
七
五
調
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
に
読
み
聞
か
せ
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る
よ
う
な
わ
か
り
や
す
さ
を
感
じ
る
。
前
掲
鈴
木
虎
雄
『
白
楽
天
詩
解
』
と
比
べ
る
と
尚
更
で
あ
る
。
花
崎
は
武
部
に
倣
い
訳
詩
に
平

仮
名
を
用
い
た
意
図
に
つ
い
て
、「
漢
詩
と
云
う
と
む
や
み
に
固
苦
し
く
む
ず
か
し
い
と
思
い
込
む
一
般
の
人
々
に
平
易
に
情
感
を
伝

え
た
い
と
願
う
」
た
め
と
述
べ
る
。
確
か
に
花
崎
訳
は
女
性
詩
に
う
か
が
え
る
柔
ら
か
さ
を
表
現
し
て
い
よ
う
。
し
か
し
『
車
塵
集
』

の
「
春
望
詞
」
が
漢
字
を
各
句
一
・
二
字
に
絞
り
込
み
、
配
置
に
も
意
が
注
が
れ
た
の
と
は
趣
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
。

五
、
歌
人
と
漢
詩
和
訳

〔
井
伏
鱒
二
『
厄
除
け
詩
集
』〕

　

こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
て
、井
伏
鱒
二
『
厄
除
け
詩
集
』
に
触
れ
て
い
な
い
こ
と
を
不
審
に
思
わ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
井
伏
鱒
二
『
厄

除
け
詩
集
』（
野
田
書
房
）
が
出
版
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
十
二
年
で
あ
る
か
ら
だ
。
最
後
に
『
厄
除
け
詩
集
』
を
取
り
上
げ
、
そ
の
位

置
付
け
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

『
厄
除
け
詩
集
』
の
訳
詩
は
唐
詩
ば
か
り
十
七
首
を
収
め
る
が
、
こ
れ
ら
の
訳
詩
に
基
づ
く
粉
本
の
存
す
る
こ
と
は
、
既
に
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
指
摘
を
行
な
っ
た
の
は
、
土
屋
泰
男
「
井
伏
鱒
二
『
厄
除
け
詩
集
』
の
「
訳
詩
」
に
つ
い
て
」（『
漢
文
教
室
』
一

七
七
、大
修
館
書
店
、平
成
六
）
と
寺
横
武
夫
「
井
伏
鱒
二
と
「
臼
挽
歌
」」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
五
九
―
六
、至
文
堂
、平
成
六
）

で
あ
る
。
土
屋
は
静
嘉
堂
文
庫
蔵
『
唐
詩
選
和
訓
』
を
粉
本
と
し
て
『
厄
除
け
詩
集
』
と
比
較
し
、寺
横
は
岡
山
大
学
小
野
文
庫
蔵
『
唐

詩
五
絶
臼
挽
歌
』
と
写
本
『
臼
挽
歌
』（
原
本
散
佚
）
を
粉
本
と
し
て
比
較
す
る
。『
唐
詩
選
和
訓
』『
唐
詩
五
絶
臼
挽
歌
』『
臼
挽
歌
』

の
い
ず
れ
も
が
俳
人
の
中
島
魚
坊
（
享
保
一
〇
―
寛
政
五
）
の
手
に
な
る
も
の
の
、
三
本
の
先
後
関
係
や
『
厄
除
け
詩
集
』
と
の
類
似

性
は
甲
乙
付
け
が
た
く
、
に
わ
か
に
結
論
を
得
が
た
い
。

　

両
論
文
と
も
に
『
厄
除
け
詩
集
』
の
訳
詩
全
十
七
首
に
つ
い
て
粉
本
と
比
較
検
討
し
て
い
る
の
で
、
以
下
で
は
両
論
文
に
導
か
れ
つ

つ
検
討
を
進
め
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
十
七
首
の
う
ち
第
一
首
か
ら
第
十
首
ま
で
は
『
唐
詩
選
和
訓
』『
唐
詩
五
絶
臼
挽
歌
』『
臼
挽
歌
』
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と
非
常
に
よ
く
重
な
る
が
、
第
十
一
首
か
ら
第
十
七
首
は
あ
ま
り
類
似
の
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
差

は
、
初
め
の
十
首
が
井
伏
の
「
田
園
記
」
に
載
せ
ら
れ
た
文
中
詩
で
あ
り
、
後
の
七
首
が
同
じ
く
「
中
島
健
蔵
に
」
の
文
中
詩
で
あ
る

こ
と
に
拠
る
と
言
う
。
そ
こ
で
『
厄
除
け
詩
集
』
第
四
首
の
「
春
暁
」
と
第
十
五
首
の
「
勧
酒
」
を
見
て
み
た
い
。『
唐
詩
選
和
訓
』『
唐

詩
五
絶
臼
挽
歌
』
の
引
用
は
両
論
文
に
拠
り
、
写
本
『
臼
挽
歌
』
は
『
唐
詩
五
絶
臼
挽
歌
』
に
多
く
の
部
分
が
重
な
る
の
で
省
く
。

　
　
　

春
暁　
　
　
　

唐
詩
選
和
訓　
　
　
　
　
　
　
　
　

唐
詩
五
絶
臼
挽
歌　
　
　
　
　
　
　
　

厄
除
け
詩
集

　
　

春
眠
不
覚
暁　

春
ノ
子
ザ
メ
ニ
只
ウ
ツ
ウ
ツ
ト　
　

春
の
寝
覚
の
う
つ
ゝ
て
聞
ハ　
　
　
　

ハ
ル
ノ
ネ
ザ
メ
ノ
ウ
ツ
ツ
デ
聞
ケ
バ

　
　

処
処
聞
啼
鳥　

西
ヤ
東
ト
鳥
サ
エ
ヅ
ル
ヨ　
　
　
　

早
何
方
も
鳥
鳴
こ
ろ
よ　
　
　
　
　
　

ト
リ
ノ
ナ
ク
ネ
デ
目
ガ
サ
メ
マ
シ
タ

　
　

夜
来
風
雨
声　

夜
ノ
嵐
ニ
雨
降
リ
出
テ　
　
　
　
　

よ
る
の
あ
ら
し
に
雨
う
ち
そ
へ
て　
　

ヨ
ル
ノ
ア
ラ
シ
ニ
雨
マ
ジ
リ

　
　

花
落
知
多
少　

余
程
散
サ
ン
夜
ノ
花　
　
　
　
　
　

散
し
た
花
ハ
猶
い
か
斗　
　
　
　
　
　

散
ツ
タ
木
ノ
花
イ
カ
ホ
ド
バ
カ
リ

　
　
　

勧
酒

　
　

勧
君
金
屈
卮　
　

君
に
勧
む
金
屈
卮　
　
　
　

　
　

満
酌
不
須
辞　
　

満
酌
辞
す
る
を
須
ゐ
ず　
　

　
　

花
発
多
風
雨　
　

花
発
け
ば
風
雨
多
し　
　
　

　
　

人
生
足
別
離　
　

人
生
別
離
足
る　
　
　
　
　

　
　
　

唐
詩
選
和
訓　
　
　
　
　
　
　
　
　

唐
詩
五
絶
臼
挽
歌　
　
　
　
　
　
　

厄
除
け
詩
集

　
　

サ
ラ
バ
上
ゲ
マ
シ
ョ
此
盃
ヲ　
　
　

さ
ら
ハ
あ
け
ま
し
よ
此
盃
て　
　
　

コ
ノ
サ
カ
ヅ
キ
ヲ
受
ケ
テ
ク
レ

　
　

ト
ク
ト
御
請
ケ
ヨ
御
辞
儀
無
用　
　

て
ふ
と
お
請
よ
御
辞
儀
ハ
無
用　
　

ド
ウ
ゾ
ナ
ミ
ナ
ミ
ツ
ガ
シ
テ
オ
ク
レ

　
　

花
ノ
盛
リ
モ
風
雨
ゴ
ザ
ル　
　
　
　

花
か
咲
て
も
雨
風
に
ち
る　
　
　
　

ハ
ナ
ニ
ア
ラ
シ
ノ
タ
ト
ヘ
モ
ア
ル
ゾ

　
　

人
ノ
別
レ
モ
コ
ノ
心
ロ　
　
　
　
　

人
の
別
れ
も
此
こ
ゝ
ろ　
　
　
　
　

「
サ
ヨ
ナ
ラ
」
ダ
ケ
ガ
人
生
ダ
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「
春
暁
」
が
『
唐
詩
選
和
訓
』『
唐
詩
五
絶
臼
挽
歌
』
に
基
づ
く
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、「
勧
酒
」
は
そ
の
跡
形
も
な
い
。
井
伏
の
訳

詩
は
い
ず
れ
も
七
七
調
を
主
と
す
る
口
語
体
で
あ
り
、
カ
タ
カ
ナ
漢
字
交
じ
り
と
し
た
こ
と
に
よ
り
俗
謡
の
趣
き
を
よ
く
表
わ
し
て
い

る
。

　

今
は
井
伏
の
表
現
が
基
づ
い
た
、『
唐
詩
選
和
訓
』『
唐
詩
五
絶
臼
挽
歌
』
と
い
う
書
物
に
注
目
し
た
い
。『
唐
詩
選
和
訓
』
は
中
島

魚
坊
の
活
動
時
期
か
ら
考
え
て
、
近
世
後
期
に
流
行
し
た
『
唐
詩
選
』
和
訳
や
戯
訳
の
流
れ
の
中
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
、

『
唐
詩
五
絶
臼
挽
歌
』
は
五
言
絶
句
の
唐
詩
を
「
臼
挽
歌
」
と
し
て
戯
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。「
臼
挽
歌
」
は
そ
の
名
の
通
り
、
臼
を

挽
く
時
に
歌
っ
た
労
働
歌
・
民
謡
を
言
う
。
七
七
七
五
調
な
ど
を
用
い
、
啓
蒙
の
目
的
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
問
題
は
井
伏
が
こ
れ
ら
の

戯
訳
・
俗
謡
集
に
目
を
付
け
た
点
に
あ
る
。「
田
園
記
」
に
記
す
よ
う
に
、
当
初
は
た
と
え
偶
然
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
漢
詩
和
訳
史

の
中
で
考
え
る
な
ら
、
実
は
自
然
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

『
唐
詩
選
和
訓
』『
唐
詩
五
絶
臼
挽
歌
』『
厄
除
け
詩
集
』
の
よ
う
な
戯
訳
は
、
近
世
に
し
ば
し
ば
生
ま
れ
て
い
る
。
田
中
江
南
『
六

朝
詩
選
俗
訓
』（
安
永
三
年
刊
）
が
六
朝
詩
を
俗
謡
や
艶
詩
風
に
訳
し
て
い
る
し
、
柏
木
如
亭
『
訳
注
聯
珠
詩
格
』（
享
和
元
年
）
が
唐

宋
詩
一
二
八
首
を
市
井
語
に
よ
っ
て
散
文
体
に
訳
し
て
い
る
。
小
論
に
て
こ
れ
ま
で
に
列
挙
し
た
漢
詩
和
訳
集
で
は
、
戯
訳
や
労
働
歌

と
の
繋
が
り
は
見
出
せ
な
か
っ
た
が
、
民
謡
ま
で
範
囲
を
広
げ
る
と
、『
唐
山
感
情
集
』
が
江
戸
小
唄
・
隆
達
・
投
節
・
歌
沢
の
詩
形

で
訳
し
て
い
た
。
ま
た
中
田
勇
次
郎
は
楽
府
や
民
謡
系
の
も
の
は
民
謡
調
の
訳
を
推
し
て
い
た
し
、
小
林
健
志
も
一
部
都
々
逸
風
を
採

用
し
て
い
た
。
井
伏
の
後
に
は
作
家
の
海
音
寺
潮
五
郎
が
、『
詩
経
』（
講
談
社
、
昭
和
四
九
）
で
俗
謡
や
童
謡
、
八
木
節
や
狂
言
の
調

子
で
『
詩
経
』
を
訳
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
漢
詩
を
歌
謡
や
俗
語
に
訳
す
る
こ
と
は
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。『
厄
除
け
詩
集
』
を
こ
う
し
た
歌
謡
や

俗
謡
の
流
れ
を
受
け
た
訳
詩
と
し
て
考
え
る
こ
と
に
無
理
は
な
い
と
思
う
。
歌
謡
体
は
漢
詩
和
訳
の
一
つ
の
様
式
と
見
な
し
て
良
い
と

考
え
ら
れ
る
。
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更
に
言
え
ば
、
漢
詩
和
訳
の
起
源
は
歌
に
訳
さ
れ
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
漢
詩
を
和
歌
や
俳
句
に

直
す
こ
と
は
、
古
く
『
和
漢
朗
詠
集
』
や
『
梁
塵
秘
抄
』
に
始
ま
っ
て
お
り
、
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
も
芭
蕉
や
蕪
村
の
俳
句
、
正

岡
子
規
の
俳
句
・
短
歌
な
ど
が
あ
る19

。
し
か
し
漢
詩
の
和
歌
・
俳
句
へ
の
翻
案
は
膨
大
な
量
に
及
ぶ
と
思
わ
れ
、
い
ま
全
容
を
捉
え
る

こ
と
は
難
し
い
。
近
代
の
よ
く
知
ら
れ
る
例
と
し
て
、
正
岡
子
規
『
竹
の
里
歌
』（
俳
書
堂
、
明
治
三
七
）
に
杜
甫
の
諷
喩
詩
「
石
壕

の
吏
」
と
「
新
婚
の
別
れ
」
が
連
作
の
短
歌
に
さ
れ
、
会
津
八
一
『
鹿
鳴
集
』（
創
元
社
、
昭
和
一
五
）
に
「
印
象
」
と
題
し
て
唐
詩

九
首
が
短
歌
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
留
め
た
い
。

　

た
だ
し
こ
の
よ
う
に
漢
詩
を
和
歌
や
俳
句
に
直
し
た
も
の
は
、
近
代
に
あ
っ
て
は
土
岐
や
佐
藤
ら
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
七
五
調
や

五
七
調
の
文
語
定
型
訳
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
る
。
中
田
が
詞
を
訳
す
る
の
に
『
古
今
集
』
や
『
新
古
今
集
』
を
意
識
し
た
の
も
同

様
で
あ
る
。
井
伏
が
継
承
し
た
俗
謡
体
と
は
区
別
す
べ
き
流
れ
で
あ
る
が
、
本
来
の
歌
謡
と
い
う
意
味
を
重
ん
じ
て
本
項
に
て
述
べ
置

く
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
近
現
代
に
お
け
る
漢
詩
和
訳
の
変
遷
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
訓
読
書
き
下
し
文
へ
の
批
判
の
高
ま
り
や
、
文
語
体
叙
情
詩

訳
の
流
行
、
口
語
自
由
詩
訳
の
誕
生
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
和
訳
・
書
き
下
し
文
・
原
詩
は
相
互
に
補
完
し
、
時
に
は
反
発
し
な
が

ら
も
、
文
語
体
に
よ
る
叙
情
的
な
訳
詩
集
は
相
次
い
で
作
ら
れ
、
詞
学
家
た
ち
は
文
雅
な
世
界
を
繰
り
広
げ
、
近
世
に
引
き
続
い
て
戯

訳
は
作
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
多
様
な
漢
詩
和
訳
史
の
全
体
像
を
把
握
す
る
た
め
に
、
小
論
で
は
詩
人
や
詞
人
、
学
者
や
歌
人
の
訳

詩
に
整
理
し
て
、
流
れ
を
追
っ
た
。
近
現
代
に
お
い
て
漢
詩
は
、
詩
人
・
詞
人
・
学
者
・
歌
人
の
手
で
漢
詩
和
訳
と
い
う
方
法
に
よ
っ

て
受
容
さ
れ
、
世
に
広
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
詩
人
・
詞
人
・
学
者
・
歌
人
は
相
互
に
影
響
し
合
い
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
漢
詩
受
容

の
基
点
と
な
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
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近
現
代
に
限
っ
て
も
、
漢
詩
和
訳
の
世
界
で
は
多
彩
な
訳
者
た
ち
の
姿
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
、
豊
饒
な
作
品
群
が
生
ま
れ
て
い

た
。
漢
詩
和
訳
は
、
一
つ
の
文
学
分
野
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
な
よ
う
で
あ
る
。

【
近
現
代
漢
詩
和
訳
関
連
年
表
】

明
治
十
五
年
『
新
体
詩
抄
』
外
山
正
一
・
矢
田
部
良
吉
・
井
上
哲
次
郎
（
丸
家
善
七
）

　
　

二
二
年
『
於
母
影
』
新
声
社
（『
国
民
之
友
』
五
八
号
附
録
）

　
　

三
七
年
『
竹
の
里
歌
』
正
岡
子
規
（
俳
書
堂
）

大
正　

七
年
『A

 H
undred and Seventy Chinese Poem

s

（
古
今
詩
賦
）』A

rthur W
aley

（London : Constable

）

　
　
　

九
年
『
国
訳
漢
文
大
成
』（
国
民
文
庫
刊
行
会
）

　
　
　

十
年
「
読
騒
漫
録
」
青
木
正
児
（『
支
那
学
』
二
巻
二
号
）

　
　

十
四
年
『
鶯
の
卵
』
土
岐
善
麿
（
ア
ル
ス
社
版
）

　
　

十
五
年
『
白
楽
天
詩
解
』
鈴
木
虎
雄
（
弘
文
堂
）

昭
和　

四
年
『
車
塵
集
』
佐
藤
春
夫
（
武
蔵
野
書
院
）

　
　
　

七
年
『
支
那
女
流
詩
講
』
角
田
音
吉
（
立
命
館
出
版
部
）

　
　
　

八
年
『
詩
経
』
岡
田
正
三
（
第
一
書
房
）

　
　
　

十
年
『
邦
訳
支
那
古
詩
』
小
村
定
吉
（
椎
の
木
社
）

　
　
　

同
年
『
新
韻
律
詩
抄
』
佐
藤
一
英
（
小
山
書
店
）

　
　

十
二
年
『
厄
除
け
詩
集
』
井
伏
鱒
二
（
野
田
書
房
）

　
　
　

同
年
『
海
表
集
』
日
夏
耿
之
介
（
野
田
書
房
）
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十
四
年
『
唐
詩
及
唐
詩
人
』
小
杉
放
庵
（
書
物
展
望
社
）

　
　

十
五
年
『
鹿
鳴
集
』
会
津
八
一
（
創
元
社
）

　
　

十
七
年
『
詞
選
』
中
田
勇
次
郎
（
弘
文
堂
書
房
）

　
　

十
八
年
『
詩
経
』
目
加
田
誠
（
日
本
評
論
社
）

　
　

二
二
年
『（
支
那
歴
朝
）
閨
秀
詩
集
』
那
珂
秀
穂
（
地
平
社
）

　
　

二
三
年
『
玉
笛
譜
』
佐
藤
春
夫
（
東
京
出
版
）

　
　

二
七
年
『
新
唐
詩
選
』
吉
川
幸
次
郎
・
三
好
達
治
（
岩
波
新
書
）

　
　

二
八
年
『
二
十
四
女
品
花
附
美
人
十
二
咏
』
小
林
健
志
（
志
延
舎
文
庫
七
）

　
　

二
九
年
『
単
調
の
詞
』
小
林
健
志
（
志
延
舎
文
庫
一
〇
）

　
　
　

同
年
『
涙
眼
集
』
花
崎
采
琰
（
四
季
社
）

　
　

三
一
年
『
東
西
詩
抄
』
日
夏
耿
之
介
（
元
々
社
）

　
　

三
二
年
『
白
楽
天
詩
集
』
武
部
利
男
（
東
京
創
元
社
）

　
　

三
四
年
『
唐
山
感
情
集
』
日
夏
耿
之
介
（
弥
生
書
房
）

　
　

三
九
年
『
中
華
飲
酒
詩
選
』
青
木
正
児
（
筑
摩
書
房
）

　
　

四
〇
年
『
白
居
易
詩
抄
』
森
亮
（
平
凡
社
東
洋
文
庫
）

　
　

四
九
年
『
詩
経
』
海
音
寺
潮
五
郎
（
講
談
社
）

　
　

五
〇
年
『
堀
辰
雄
杜
甫
詩
ノ
オ
ト
』
堀
辰
雄
（
木
耳
社
）

　
　

六
〇
年
『
中
国
の
女
詩
人
』
花
崎
采
琰
（
東
方
文
芸
の
会
）

平
成　

五
年
『
タ
オ
―
―
ヒ
ア
・
ナ
ウ
』
加
島
祥
造
（
パ
ル
コ
出
版
）
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注

１　

「
国
訳
」
と
い
う
呼
称
及
び
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
古
田
島
洋
介
「
国
訳
と
は
何
ぞ
や
―
―
翻
訳
文
体
史
の
一
齣
」（『
比
較
文
学
研
究
』

八
〇
、
東
大
比
較
文
学
会
、
平
成
十
四
）
に
詳
し
い
。

２　

訓
読
の
記
憶
術
と
し
て
の
効
用
は
、
古
田
島
洋
介
「
漢
文
訓
読
の
〈
割
引
率
〉
―
―
記
憶
術
と
し
て
の
定
位
」（『
明
星
大
学
研
究
紀
要
（
日

本
文
化
学
部
・
言
語
文
化
学
科
）』
五
号
、
平
成
九
）
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

３

漢
詩
和
訳
全
般
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
に
は
、以
下
の
も
の
が
あ
る
。
村
山
吉
広
「
漢
詩
和
訳
の
辿
っ
た
み
ち
」（『
比
較
文
学
年
誌
』
二
一
、

早
稲
田
大
学
比
較
文
学
研
究
室
、
昭
和
六
〇
）、
木
村
哲
也
「
漢
詩
和
訳
覚
書
」（『
北
海
道
教
育
大
学
紀
要
・
人
文
科
学
・
社
会
科
学
編
』
四

九
―
二
、
平
成
一
一
）、
同
「
漢
詩
和
訳
覚
書
補
遺
」（『
人
文
論
究
』
六
七
、
北
海
道
教
育
大
学
、
平
成
一
一
）、
西
村
富
美
子
「
中
国
の
詩
の

翻
訳
に
つ
い
て　

漢
詩
和
訳
―
―
た
と
え
ば
白
楽
天
の
場
合
」（『
東
海
学
園
言
語
・
文
学
・
文
化
』
三
、
東
海
学
園
大
学
日
本
文
化
学
会
、
平

成
一
五
）。

４

『
明
治
大
正
訳
詩
集
』（
角
川
書
店
・
日
本
近
代
文
学
大
系
、昭
和
四
六
）
所
収
『
於
母
影
』
の
補
注
二
五
に
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

「『
於
母
影
』
の
世
に
出
た
当
時
（
明
治
二
二
年
）
は
、「
詩
」
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
ま
ず
漢
詩
と
取
る
の
が
一
般
的
大
勢
で
、
漢
詩
は
な
お
当

時
の
青
年
に
は
ご
く
普
通
の
も
の
で
あ
っ
た
。
…
…
『
於
母
影
』
の
訳
者
た
ち
も
、
女
性
の
小
金
井
喜
美
子
を
除
け
ば
、
他
は
み
な
自
身
、
漢

詩
を
作
っ
た
人
々
で
…
…
漢
詩
は
そ
の
当
時
、
わ
が
国
人
の
間
に
は
そ
れ
ほ
ど
ひ
ろ
く
一
般
的
に
な
お
生
き
て
現
に
働
い
て
い
た
の
で
あ
っ

た
。
…
…
『
於
母
影
』
の
読
者
、「
国
民
之
友
」
の
読
者
層
も
み
な
し
か
り
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。」
注
者
は
神
田
孝
夫
・
小
堀
桂
一
郎
で
あ
る
。

５　

慶
応
義
塾
大
学
国
文
学
研
究
会
『
森
鷗
外
・
於
母
影
研
究
』（
桜
楓
社
、
昭
和
六
〇
）
の
「
野
梅
」（
担
当
・
秋
山
稔
）
に
分
析
が
あ
る
。

６　

古
田
島
洋
介
「「
陰
の
仕
事
」
―
―
「
於
母
影
」
の
「
野
梅
」
を
め
ぐ
っ
て
」（
平
川
祐
弘
ほ
か
『
鷗
外
の
知
的
空
間
』
所
収
、
新
曜
社
、
平

成
九
）。
な
お
、「
意
」
訳
と
は
『
於
母
影
』
に
お
い
て
訳
者
が
分
類
し
た
訳
詩
法
分
類
の
一
つ
で
、
原
作
者
の
意
義
に
従
っ
て
訳
し
た
も
の
で

あ
り
、
字
句
や
韻
・
平
仄
に
従
う
も
の
と
は
区
別
さ
れ
る
。

７

吉
川
発
輝
『
佐
藤
春
夫
の
『
車
塵
集
』』（
新
典
社
、
平
成
元
）
に
拠
る
と
、
薛
濤
「
春
望
詞
其
三
」
の
訳
詩
は
大
正
十
年
に
文
藝
研
究
社

よ
り
出
さ
れ
た
『
蜘
蛛
』
と
い
う
雑
誌
が
初
出
で
あ
る
（
同
書
一
四
頁
）。
ま
た
、『
車
塵
集
』
所
収
の
訳
詩
十
九
篇
は
、
昭
和
二
年
か
ら
四
年
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に
か
け
て
雑
誌
『
大
調
和
』『
改
造
』『
ア
ル
ト
』『
三
田
文
学
』
に
発
表
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
同
書
一
六
頁
）。

８　

一
方
、
吉
川
発
輝
『
佐
藤
春
夫
の
『
車
塵
集
』』
は
、『
車
塵
集
』
が
全
て
女
流
詩
人
の
叙
情
詩
で
あ
る
理
由
を
、
佐
藤
が
「
当
時
ま
だ
谷
崎

夫
人
で
あ
っ
た
千
代
子
を
慕
い
誘
う
こ
と
に
あ
っ
た
」
と
見
て
い
る
（
同
書
一
四
頁
）。

９　

「
清
麗
な
邦
訳
」
と
評
し
た
の
は
池
内
紀
で
あ
り
（
講
談
社
文
芸
文
庫
『
車
塵
集
・
ぽ
る
と
が
る
文
』
解
説
、平
成
六
）、「
流
麗
な
調
子
で
、

抒
情
的
で
あ
る
」
と
述
べ
た
の
は
武
部
利
男
で
あ
る
（「
漢
詩
の
翻
訳
お
ぼ
え
が
き
」、『
李
白
の
夢
』
所
収
、
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
七
）。

10

張
競
「
大
正
文
学
と
中
国
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
―
―
佐
藤
春
夫
『
車
塵
集
』
の
「
秋
の
瀧
」
を
中
心
に
」（『
明
治
大
学
人
文
科
学
研
究

所
紀
要
』
五
十
、
明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
平
成
一
四
）。
こ
れ
は
同
氏
の
「
恋
の
心
象
と
し
て
の
薔
薇
―
―
佐
藤
春
夫
の
訳
詩
「
薔
薇

を
つ
め
ば
」
を
め
ぐ
っ
て
」（『
近
代
日
本
の
翻
訳
文
化
』
所
収
、
中
央
公
論
社
、
平
成
六
）
を
継
ぐ
論
究
で
あ
る
。

11

以
下
、
小
論
で
は
『
車
塵
集
』
に
用
い
ら
れ
た
文
体
の
流
れ
を
追
う
が
、『
車
塵
集
』
の
よ
う
に
女
流
詩
ば
か
り
を
集
め
た
も
の
と
し
て
は
、

三
年
後
に
角
田
音
吉
『
支
那
女
流
詩
講
』（
立
命
館
出
版
部
、
昭
和
七
）、
昭
和
六
十
年
に
は
花
崎
采
琰
『
中
国
の
女
詩
人
』（
東
方
文
芸
の
会
）

が
刊
さ
れ
て
い
る
。

12

「
ま
へ
が
き
」
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
こ
れ
ら
の
抒
情
詩
の
主
調
を
な
し
て
ゐ
る
何
か
せ
つ
な
い
気
持
は
、
私
に
と
つ
て

決
し
て
ひ
と
ご
と
で
は
な
か
っ
た
。
私
は
原
作
者
の
情
感
を
し
み
じ
み
と
い
た
は
り
な
が
ら
訳
し
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
私
自
身
を
い
た
は
る
こ

と
で
も
あ
つ
た
。
思
へ
ば
、
佐
藤
春
夫
氏
の
名
訳
が
つ
い
ゐ
る
薛
濤
の
詩
に
始
め
て
接
し
た
の
は
中
学
の
な
か
ば
で
あ
つ
た
ら
う
。
爾
来
幾
星

霜
、
か
へ
り
み
す
れ
ば
、
少
年
の
日
の
夢
こ
と
ご
と
く
潰
え
去
つ
て
極
目
蕭
条
た
る
私
の
胸
裡
に
、
い
つ
で
も
、
あ
の
ほ
の
か
な
夢
を
再
び
抱

か
し
め
て
く
れ
る
の
は
、
支
那
女
流
詩
人
の
こ
こ
だ
く
の
詩
篇
で
あ
る
。」

13

長
尾
克
子
『
日
本
工
作
機
械
史
論
』（
日
刊
工
業
出
版
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
、
平
成
一
六
）
に
よ
る
と
、
小
林
は
大
正
四
年
埼
玉
県
に
生
ま
れ
、

東
京
大
学
工
学
部
を
卒
業
後
、
国
産
精
機
・
日
立
精
機
に
勤
務
。
そ
の
後
、
芝
浦
工
業
大
学
教
授
・
通
産
省
工
業
技
術
院
機
械
試
験
所
第
五
課

長
・
宮
野
鉄
工
所
取
締
役
な
ど
を
務
め
た
。
平
成
九
年
没
。

14

立
命
館
大
学
文
学
部
の
詞
学
文
庫
に
収
め
ら
れ
る
十
六
部
を
挙
げ
て
お
く
。『
二
十
四
詩
品
』（
志
延
舎
文
庫
其
一
、昭
二
六
）、『
孔
雀
東
南
飛
』

（
其
四
、
昭
二
六
）、『
画
品
と
艶
品
』（
其
五
、
昭
二
七
）、『
宋
代
の
抒
情
詩
詞
』（
其
六
、
昭
二
七
）、『
二
十
四
女
品
花
―
―
附
美
人
十
二
咏
』

（
其
七
、
昭
二
八
）、『
詞
品
―
―
附
霊
芬
館
詞
抄
』（
其
九
、
昭
二
九
）、『
単
調
の
詞
』（
其
十
、
昭
二
九
）、『
漁
夫
の
詞
―
―
附
散
曲
』（
其
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十
一
、
昭
二
九
）、『
物
語
の
詞
』（
其
十
二
、
昭
三
〇
）、『
続
詞
品
―
―
附
過
雲
精
舎
詞
抄
』（
其
十
三
、
昭
三
〇
）、『
李
後
主
詞
集
―
―
附
小
伝
』

（
其
十
四
、
昭
三
一
）、『
テ
ヘ
ラ
ン
の
唄
』（
ブ
ル
ク
シ
ュ
訳
小
林
健
志
重
訳
、
其
十
五
、
昭
三
二
）、『
こ
ぼ
れ
ば
な
し
』（
小
林
健
志
著
、
其

十
六
、
昭
五
二
）、『
西
洋
マ
ン
ガ
』（
小
林
健
志
選
訳
註
、
其
十
七
、
昭
五
三
）、『
小
唄
』（
小
林
健
志
著
、
其
十
八
、
昭
五
四
）、『
十
六
字
令
』

（
其
十
九
、
昭
五
五
）、『
続
十
六
字
令
』（
其
三
二
、
昭
五
九
）。
ほ
か
に
「
日
本
国
内
詞
学
文
献
目
録
」
松
尾
肇
子
編
・
日
本
詞
曲
学
会
補
編

（http://w
w

w
.ritsum

ei.ac.jp/~hagiw
ara/m

okuroku.htm
l

、
平
成
二
七
・
九
・
一
四
版
）
に
は
、『
続
詞
選
』（
其
八
、
昭
二
八
）
が
著

録
さ
れ
て
い
る
。

15　

『
日
夏
耿
之
介
全
集
』
第
八
巻
（
河
出
書
房
新
社
、
昭
和
五
三
）
に
附
さ
れ
た
訳
詩
作
品
一
覧
に
よ
る
。

16

『
白
居
易
詩
抄
』
に
は
、
森
が
参
照
し
た
書
と
し
てA

rthur W
aley "A

 H
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s" 1918

が
挙
げ
ら
れ

て
お
り
、「
ア
ー
サ
・
ウ
ェ
ー
リ
ー
の
中
国
詩
賦
英
訳
」
に
は
更
に
数
本
が
見
え
る
。
な
お
、「
逝
去
し
た
ウ
ェ
ー
リ
ー
」
に
は
『
白
居
易
詩
抄
』

刊
行
後
、
森
は
ウ
ェ
ー
リ
ー
に
一
本
を
送
り
、
ウ
ェ
ー
リ
ー
よ
り
礼
状
を
受
け
取
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

17

後
年
、
中
田
は
『
漢
詩
大
系
・
歴
代
名
詞
選
』（
集
英
社
、
昭
和
四
〇
）
を
作
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
原
詞
・
訳
詞
・
語
注
の
ほ
か
に
解

釈
を
加
え
、
詞
の
意
味
を
散
文
体
で
説
い
て
い
る
。

18

『
東
方
文
芸
』
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
は
、「
日
本
国
内
詞
学
文
献
目
録
」
に
著
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
拠
っ
て
本
文
に
挙
げ
た
主
な
寄
稿

者
の
投
稿
し
た
題
目
と
号
数
を
記
す
。
神
田
喜
一
郎
（「
閨
秀
詞
人
菊
舎
尼
」
六
号
、「
宋
詞
の
は
な
し
」
八
号
）、中
田
勇
次
郎
（「
魚
山
の
詩
余
」

一
二
号
、「
わ
が
国
に
て
歌
は
れ
た
詩
余
」
一
三
号
、「
飲
水
詞
を
読
み
て
」
一
五
号
）、
近
藤
春
男
（「
歌
者
の
詞
」
一
三
号
、「
詩
人
の
詞
」

一
五
号
）、
日
夏
耿
之
介
（「
わ
が
庭
こ
そ
わ
び
し
け
れ
（
壷
中
天
慢
の
訳
詞
）」
一
三
号
）、
小
林
健
志
（「
漁
父
」
一
二
号
、「
詞
物
語
二
題
」

一
三
号
、「
納
蘭
の
辺
塞
詞
」
一
五
号
）
が
あ
る
。
今
関
天
彭
・
魚
返
善
雄
・
松
枝
茂
夫
・
久
松
潜
一
・
池
田
亀
鑑
が
寄
稿
し
た
こ
と
は
、『
墜

露
の
よ
う
な
人
生
』
の
「
東
方
文
芸
の
会
」
の
章
に
記
さ
れ
て
い
る
。

19

漢
詩
和
訳
と
和
歌
や
俳
句
と
の
繋
が
り
に
つ
い
て
は
、佐
藤
春
夫
「
漢
詩
の
翻
訳
」、村
山
吉
広
「
漢
詩
和
訳
の
辿
っ
た
み
ち
」、吉
川
発
輝
『
漢

詩
と
俳
句
―
芭
蕉
・
蕪
村
・
一
茶
・
子
規
』（
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
昭
和
六
〇
）、『
訳
注
聯
珠
詩
格
』（
岩
波
文
庫
、
平
成
二
〇
）
揖
斐
高
解

説
な
ど
に
説
か
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
日
野
龍
夫
「
新
体
詩
の
一
源
流
―
―
漢
詩
和
訳
の
も
た
ら
し
た
も
の
」（『
国
語
国
文
』
七
二
―
三
、
中
央

図
書
出
版
社
、
平
成
一
五
）
は
、
近
世
に
お
け
る
漢
詩
長
詩
の
和
訳
が
新
体
詩
成
立
の
一
源
流
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。


