
劫

･
音
詩
に
お
け
る

｢
夕
日
｣

に
つ
い
て

森

博

行

京
都

大

畢

中
国
の
詩
に
ー
熟
語
と
し
て

｢
夕
日
｣
を
意
味
す
る
語
が
最
も
早

-
現
わ
れ
た
も
の
の
一
つ
は
､
三
園
時
代
の
魂
の
徐
幹
の

｢情
詩
｣

(玉
重
新
詠
巻
1
)
と
題
す
る
詩
の
次
の
句
で
は
な
い
か
と
思
う
.

微
風
起
閏
聞

落
日
照
階
庭

微
風

開
聞
に
起
-

落
日

階
庭
を
照
ら
す

き
ざ
は
し
の
前
庭
を
照
ら
す

｢落
日
｣
が
即
ち

｢
夕
日
｣
で
あ
る
｡

し
か
ら
ば
､
貌
以
前
の
詩
に
お
い
て
は
ど
う
な

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ

つヽ
○中

国
文
筆
史
上
ー
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
最
古
と
い
わ
れ
る
詩
経
に

貌

･
晋
詩
に
お
け
る

｢夕
日
｣
に
つ
い
て

(蘇
)

つ
い
て

ー

『
毛
詩
』
に
よ
っ
て
調
べ
て
み
る
と
､
例
え
ば

其
雨
其
雨

具
呆
出
目

東
方
之
日
今

彼
妹
老
子

在
我
室
今

其
れ
雨
ふ
れ
よ
其
れ
雨
ふ
れ

よ
と
い
う
に

江
①

果
具
と
し
て
出
づ
る

目

(衛
風

･
伯
今
)

東
方
の
日
よ

う
るわ

ひ
と

彼
の
妹
し
き
子
は

我
が
室
に
在
-

(奔
風

･
東
方
乏
日
)

ll

や
あ
る
い
は

美
嚢
如
膏

日
出
有
曜

薫
裏
は
膏
の
如
-

かが
や

日
出
で
て
曜
き
有
-

(槍
風

･
美
装
)

如
月
之
恒

月
の
恒
な
る
が
如
-
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如
日
之
升

目
の
升
る
が
如
し

(小
雅

･
鹿
鳴
之
什

･
天
保
)

な
ど
と
ー

｢
朝
日
｣
が
う
た
わ
れ
る
こ
と
は
あ

っ
て
も
､

｢
夕
日
｣

が
う
た
わ
れ
る
こ
と
は
全
然
な
い
｡

｢
鶏
は
噂
に
棲
-

日
の
夕
な
る
ま
ま
に

牛
と
羊
は
下
-
来
る
｣

(王
風

･
君
子
子
役
)

と
夕
ぐ
れ
が
う
た
わ
れ
て
も
､

｢
日
の
夕
｣

の

｢
日
｣
は
t

sun
で
は
な
-

d
a
y
を
意
味
し
､

｢
夕
日
｣

が
詩
の

は
か

表
面
に
登
場
す
る
こ
と
は
な
い
｡
又

｢
其
の
夕
陽
を
度
れ
ば

酪
居

ま
こと

お
お

允

に

荒

い

な
-
｣
(大
雅

･
生
民
之
什

･
公
劉
)
と
い
う
､
こ
の
｢
夕
陽
｣

は

ー

｢
毛
俸
｣
に

｢
山
の
西
を
夕
陽
と
日
う
｣
と
注
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
､
や
は
り

｢
夕
日
｣
で
は
な
い
｡

詩
経
の
作
者
ら
は
ー
｢朝
日
｣
に
封
す
る
関
心
を
示
し
て
も
､
｢
夕

日
｣
に
封
す
る
関
心
は
､
全
-
示
さ
な
か
っ
た
如
-
感
じ
ら
れ
る
｡

次
に
楚
辞
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
｡
楚
辞
の
種
々
の
作
品

群
の
う
ち
､
先
ず

｢
離
騒
｣
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
､

朝
襲
靭
於
蒼
梧
今

朝
に
租
を
蒼
梧
に
萌
し

夕
余
至
乎
粁
圃

欲
少
留
此
富
強
今

日
忽
忽
其
婿
暮

吾
令
義
和
粥
節
今

望
幡
峨
而
勿
迫

路
重
畳
共
修
遠
今

吾
播
上
下
而
索

夕
に

余
れ
は
牒
圃
に
至
る

し
_まら少

-
此
の
蛋
項
に
留
ま
ら
ん
と
欲
す
れ
ば

日
は
忽
忽
と
し
て
其
れ
渚
に
暮
れ

ん
と
す

とど

吾
は
義
和
を
し
て
節
を
辞
め

崎
幌
を
望
ん
で
迫
る
勿
か
ら
し
む

路
は
鼻
鼻
と
し
て
其
れ
惰
連
な
-

吾
は
婿
に
上
下
し
て
求
索
せ
ん
と
す

と
い
う
､
太
陽
が
だ
ん
だ
ん
と
崎
臆
の
山
(日
の
入
る
山
-
王
逸
注
)

に
沈
ま
ん
と
す
る
さ
ま
を
う
た
う
句
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡

更
に
ー

｢
離
騒
｣
以
外
の
作
品
よ
-
､
い
-
つ
か
取
-
出
し
て
み

る

と白
日
碗
晩
其
清
人
今

日
日
腕
晩
と
し
て
其
れ
渚
に
人
ら
ん
と

し

明
月
錦
錬
而
減
穀

明
月
鏑
鎌
し
て
減
穀
す

歳
忽
忽
而
適
意
今

歳
は
忽
忽
と
し
て
蓮
-
轟
き

老
再
再
而
愈
弛

老
は
再
再
と
し
て
愈

い
よ
弛
む
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(宋
玉

･
九
拝

･
其
七
)

日
杏
香
以
西
類
今

日
は
杏
香
と
し
て
以
て
西
に
頚
れ

路
長
速
而
宕
迫

路
は
長
途
に
し
て
碧
迫
す

(劉
向

･
九
歎

･
遠
逝
)

や
ど

目
敏
敬
其
西
舎
今

日
は
敬
敬
と
し
て
其
れ
西
に

舎

ら

ん
と
し

陽
炎
数
而
復
顧

陽
は
姦
旗
と
し
て
復
た
顧
み
る

(同

･
九
歎

･
速
済
)

な
ど
と
あ
る
｡

｢離
騒
｣
を
含
め
て
こ
れ
ら
の
句
は
､
日
が
西
に
沈
む
と
い
う
こ

と
を
う
た
っ
て
は
い
る
が
､

｢
日
｣
や

｢
白
日
｣
と
い
う
語
そ
の
も

の
は
ー
無
論

｢
夕
日
｣
を
意
味
し
な
い
｡

楚
新
中
に
は
､
詩
経
と
ち
が
っ
て
､

1
見

｢
夕
日
｣
に
封
す
る
関

心
が
現
わ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
う
け
ら
れ
る
が
､
そ
の
関
心
の

所
在
は
､

｢
夕
日
｣
そ
の
も
の
に
あ
る
と
い
う
よ
-
､
既
に
小
池

一

郎
氏
が

｢
『
暮
れ
る
』
と
い
う
こ
と
-
古
代
詩
の
時
間
意
識
1
｣
(中

魂
･

音
詩
に
お
け
る

｢夕
日
｣
に
つ
い
て

(蘇
)

国
文
寧
報
第
二
十
四
射
所
収
)

と
題
す
る
論
文
の
中
で
考
察
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
ー
む
し
ろ
日
が

｢
暮
れ
る
｣
と
い
う
こ
と
に
あ

っ
た
よ
う

に
思
-
｡
移
行
の
相
に
お
い
て
太
陽
が
う
た
わ
れ
る
こ
と
は
､
右
に

教
例
引
用
し
た
通
-
で
あ
る
が
ー
熟
語
と
し
て

｢
夕
日
｣
を
意
味
す

る
語
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
｡

次
に
､
楚
辞
以
外
の
漢
代
の
詩
に
つ
い
て
こ
れ
を
み
る
と
､

日
雀
障

日
は
雀
隠
し

時
不
再

時
は
再
び
な
ら
ず

(鹿
川
王
去

･
歌
二
首

･
其
二
･
楽
府
詩
集
巷
八
四
)

暖
暖
白
日

暖
暖
た
る
白
日

引
曜
西
傾

曜
き
を
引
い
て
西
に
債
-

(秦
嘉

･
胎
婦
詩

･
王
墓
新
詠
巻
九
)

な
ど
と
い
う
の
が
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
句
が
ー
太
陽
が
西
に
没
す
る
こ

と
を
う
た
っ
て
い
て
も
､

｢
日
｣
､
｢白
日
｣
が

｢
夕
日
｣
で
な
い
こ

と
は
ー
楚
辞
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
｡
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以
上
み
た
通
-
､

貌
以
前
の
詩
に
は
ー
熟
語
と
し
て

｢
夕
日
｣
を

注
②

表
わ
す
語
は
現
わ
れ
な
い
の
で
あ

る

が

ー
こ
の
小
論
に
お
い
て
は
ー

｢
夕
日
｣
が
､
魂
及
び
育
代
の
詩
に
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
､
う

た
わ
れ
て
い
る
か
､
そ
し
て
そ
の
こ
と
は

一
腹
如
何
な
る
意
味
を
も

つ
の
か
､
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
｡

二

先
ず
､
冒
頭
に
示
し
た
徐
幹
の

｢情
詩
｣
の
全
文
を
み
よ
う
｡

鏡
匝
上
産
生

給
羅
失
常
色

金
翠
暗
無
精

嘉
肴
既
忘
御

旨
酒
亦
常
停

顧
晴
空
寂
寂

惟
聞
燕
雀
聾

憂
思
蓮
相
嘱

中
心
如
宿
醍

鏡
匝

上
に
塵
の
生
ず

給
羅

常
色
を
失
い

金
翠

暗
-
し
て
精
無
し

嘉
看

既
に
御
す
る
を
忘
れ

旨
酒

亦
た
常
に
停
む

顧
陪
す
れ
ば
空
し
-
寂
寂
た
-

惟
だ
燕
雀
の
撃
を
聞
-
の
み

しき
り

つらな

憂
思
蓮
に
相
喝
-

中
心

宿
撃
の
如
し

高
殿
欝
崇
崇

虞
庭
湊
伶
伶

微
風
起
閏
欄

落
日
照
階
庭

践
傾
雲
最
下

噴
歌
偽
筆
檀

君
行
殊
不
返

我
飾
馬
誰
柴

鑑
薫
圃
不
用

高
殿

密
と
し
て
崇
崇
た
-

虞
庭

湊
と
し
て
冷
冷
た
-

微
風

開
聞
に
起
-

落
日

階
庭
を
照
ら
す

雲
量
の
下
に
峠
帽
し

噂
歌
し
て
華
極
に
僑
渇

た

君
行
き
て
殊
え
て
返
ら
ずさ

か

我
が
飾
-
誰
が
為
に
か
柴
ん
な
る

と

鐘
薫

固
じ
て
用
い
ず

こ
の
詩
を

一
議
し
て
気
の
つ
-
こ
と
は
ー
詩
的
結
晶
の
純
度
は

一

慮
除
外
す
る
と
し
て
､
論
理
展
開
の
明
噺
な
詩
的
構
成
で
あ
る
｡

開
頭
四
句
に
場
所
的
時
間
的
状
況
を
設
定
し
ー
次
に
ー
全
鰹

(高

殿

･
虞
庭
)
か
ら
部
分

(雲
屋
の
下
)

へ
の
配
線
の
移
行
に
よ
っ
て

女
主
人
公
を
登
場
さ
せ
､
績
い
て
二
句
毎
に
､
鐘
薫
-
鏡
匠
､
給
羅

-
金
翠
ー
嘉
肴
-
旨
酒
と
い
-
額
似
の
物
を
､
賦
的
な
羅
列

･
積
み

重
ね
に
よ
る
叙
述
に
よ
っ
て
配
置
し
､
終
聯
に

｢憂
思
連
に
相
喝
-

中
心
宿
酷
の
如
し
｣
と
ー
主
人
公
の
悲
嘆
で
､
こ
の
詩
は
結
ば
れ
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て
い
る
｡

こ
の
詩
に
ー

｢建
安
の
初
め
に
望
び
て
ー
五
言
騰
踊
す
O
文
帝

･

陳
思
は
､
轡
を
縦
ま
に
し
て
節
を
馳
せ
､
王

･
徐

･
鷹

･
劉
は
､
路

な

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

を
望
ん
で
髄
を
守
-
｡
-

中
略
-

懐
い
を
造

し
事
を
指
す
に
1

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

繊
密
の
巧
を
求
め
ず
ー
群
を
駆
せ
貌
を
逐
う
に
､
唯
だ
昭
噺
の
能
を

o
o

注
③

取
る
｡
此
れ
其
の
同
じ
き
所
な

-

｡
｣

(文
心
髄
龍
･
明
詩
篇
､
○
鮎
引

用
者
)

と
い
う
劉
蕊
の
指
摘
を
あ
て
は
め
て
も
'
常
を
失
し
て
は
い

な
い
で
あ
ろ
う
｡

そ
れ
は
さ
て
お
き
ー
問
題
は

｢落
日
｣
の
句
で
あ
る
｡
こ
れ
を
考

察
す
る
篤
に
､
開
頭
の
二
句

｢高
殿
哲
と
し
て
崇
崇
た
-

虞
慶
湊

と
し
て
伶
冷
た
-
｣
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
説
明
を
加
え
た
い
｡
『

玉

董
新
詠
』
の
注
樺
者
で
あ
る
清
の
呉
兆
宜
は
､
｢高
殿
｣
｢廉
廉
｣
の

語
に
ー
そ
れ
ぞ
れ
､
宋
玉
の

｢紳
女
賦
｣
(文
選
奄
十
九
)

の

0
0

宜
高
殿
以
虞
意
今

宜
し
-
高
殿
に
し
て
以
て
意
を
虞
-
す
べ

し

巽
放
縦
而
紳
寛

巽
と
し
て
放
縦
し
て
縛
寛
な
り

動
霧
穀
以
徐
歩
今

霧
穀
を
動
か
し
て
徐
歩
す
れ
ば

魂

･
晋
詩
に
お
け
る

｢夕
日
｣
に
つ
い
て

(蘇
)

沸
輝
聾
之
珊
刑

堤
を
沸
う
聾
の
刑
刑
た
-

｢
列
子

･
力
命
篇
｣
の

北
宮
子
改
野
､
衣
其
複
褐
有
狐
衆
之
湿
､
進
其
茂
叢
有
稲
梁
之
味
､

o
O

庇
其
蓬
室
若
虞
慶
之
蔭
ー
乗
其
華
絡
若
文
軒
之
飾

(北
宮
子
既
に

帝
-
1
其
の
福
裾
を
衣
て
狐
毅
の
湿
有
-
'
其
の
茂
寂
を
進
め
て

楢
梁
の
味
い
有
-
ー
其
の
蓬
室
に
庇
し
て
虞
匿
の
蔭
の
若
-
､
其

の
肇
格
に
乗
-
て
文
軒
の
飾
-
の
若
し
)

と
い
う
の
を
注
し
て
い
る
｡
｢高
殿
｣
｢高
度
｣
の
語
そ
れ
自
腹
の
語

義
の
解
樺
に
つ
い
て
は
ー
そ
れ
で
済
む
か
も
知
れ
な
い
｡
が
､
こ
こ

で
は
､
趨
飛
燕
姉
妹
の
謹
言
の
故
に
ー
成
帝
の
寵
愛
を
喪
失
し
ー
そ

の
馬
ー
太
后
の
世
話
を
す
べ
-
長
信
官
に
退
居
し
て
作

っ
た
と
い
わ

れ
る
班
僅
伊
の

｢自
傷
悼
賦
｣
(漠
書
巻
九
七
下
･
外
戚
俸
)
を
想
起
す

べ
き
で
な
い
か
｡
そ
れ
は
､
次
の
如
-
で
あ
る
｡
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じ

禁
閲
は
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す
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華
殿
塵
今
玉
階
落

中
庭
萎
今
緑
草
生

庶
室
陰
今
椎
優
暗

房
楕
虚
今
風
冷
冷

感
惟
裳
今
護
紅
羅

紛
締
捺
今
執
素
餐

耐
抄
抄
今
密
前
庭

君
不
御
今
誰
馬
柴

僻
観
今
丹
燥

思
君
今
履
素

仰
観
今
雲
星

空
沸
今
横
流

顧
左
右
今
和
顔

酌
羽
腸
骨
鏑
憂

惟
人
生
今

一
世

忽

一
過
今
昔
浮

己
猪
享
今
高
明

虚
生
民
今
極
体

第
二
十
五
研

こ
け

華
殿
は
塵
お
き

玉
階
は

落

む

し

中
庭
は
妻
と
し
て
緑
草
生
ず

く
も

展
墓
は
陰
-

稚
瞳
は
暗
-

房
機
は
虚

し
-

風
は
冷
冷
た
-

う
ご

ひら

椎
裳
を
感
か
し
て
紅
経
を
顎
け
ば

粉
と
し
て
締
捺
た
-
執
素
の
聾

しつ

軸
は
抄
抄
た
-
密
か
に
親
か
な
る
虚

君
の
御
せ
ざ
れ
は
誰
か
柴
と
馬
さ
ん

僻
し
て
丹
堤
を
税

君
が
履
碁
を
思
う

仰
い
で
雲
屋
を
配

ほし
い

隻
沸

横
ま
ま

に
流
るや

わ

左
右
を
顧
み
て
顔
を
和
ら
げ

羽
鱗
を
酌
み
て
憂
い
を
鏑
す

惟
え
は
人

一
世
に
生
-
る
や

忽
ち

1
た
び
過
ぎ
て
浮
ぶ
が
若
し

己
に
猪
-
高
明
を
享
け
た
れ
は

生
民
に
虞
-
て
休
を
極
め
-

勉
虞
精
今
極
禁

た
の
し

勉
め
て
精
を

虞

ま

せ
て
楽
し
み
を
極
む
れ

ば

輿
両
線
今

無
期

両
線
と
輿
に
す
る
こ
と
期
無
し

往
④

緑
衣
今
白
華

緑
衣
と
白
華
と

これ

自
古
今
有
之

古
自
-
之
有
-

班
健
仔
の
こ
の
賦
に
は
ー
｢高
殿
｣
｢農
産
｣
と
い
う
語
は
使
用
さ

れ
て
い
な
い
｡
し
か
し
ー
こ
の
賦
に
う
た
わ
れ
て
い
る

｢房
楠
は
虚

し
く
風
は
矧
潮

た
-
｣
ー
｢
仰
い
で
牽ー
首
叫を
観
る
｣
と
い
う
句
の
傍
線

を
引
い
た
語
は

｢
情
詩
｣
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
又
､
何
よ
り

も
ー
班
僅
仔
は
､
そ
れ
が
彼
女
の
貴
作
で
あ
る
か
ど
う
か
は
問
題
が

注
⑤

あ
る
と
し
て
も
､
こ
の
賦
と
同
時
に
製
作
さ
れ
た
と
さ
れ
る
ー
後
世

多
-
の
模
擬
作
品
を
生
ん
だ

｢
怨
歌
行
｣
(文
選
撃

l七
)

の
作
者
､

し
か
も
女
流
詩
人
と
し
て
有
名
で
あ
-
､
徐
幹
が
ー
彼
女
の
こ
の
賦

を
知

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
､
想
像
に
難
-
な
い
｡
も

っ
と
も
､

｢
情
詩
｣
の

｢
高
殿
｣
｢
虞
庭
｣
が
宮
城
の
そ
れ
で
あ
る
か
ど
う
か
は

わ
か
ら
な
い
が
｡

要
す
る
に
い
い
た
い
こ
と
は
ー
開
頭
の
二
句
は
ー
単
な
る
場
所
と
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し
て
の

｢高
殿
｣

｢廉
直
｣
を
配
置
し
た
と
い
う
に
止
ま
ら
ず
､
班

僅
仔
の

｢自
傷
悼
賦
｣
に
う
た
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
悲
劇
を
学
ん
だ

舞
童
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
､
と
い
う
こ
と
で
あ

る
｡
つ
ま
-
1

｢鐘
薫
｣
以
下
の
物
の
賦
的
修
辞
に
よ
る
句
が
ー
こ

の
よ
う
な
物
の
ー
例
え
ば

｢鐘
薫
園
じ
て
用
い
ず
｣
と
い
う
､
正
常

な
ら
ざ
る
状
態
に
あ
る
こ
と
を
措
寓
す
る
こ
と
に
よ
-
1

｢
君
行
き

て
殊
え
て
返
ら
ず
､
我
が
飾
-
誰
が
為
に
か
柴
ん
な
る
｣
と
い
う
ー

返
っ
て
来
ぬ
男
を
待
ち
わ
び
る
孤
猪
な
女
の
悲
し
み
を
ー
具
鰹
的
に

叙
述
す
る
役
割
を
荷

っ
て
い
る
の
に
射
し
て
ー
開
頭
二
句
の
情
況
設

定
は
､
場
面
が
正
常
な
ら
ざ
る
雰
囲
気
を
腫
胎
し
て
い
る
ー
と
い
う

こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

右
の
如
-
分
析
す
る
と
､
｢高
殿
｣
｢虞
庭
｣
の
聯
に
績
-

｢微
風

開
聞
に
起
-
｣
の
句
と
共
に
､

｢落
日
階
庭
を
照
ら
す
｣
と
い
う
句

は
ー
革
に
夕
ぐ
れ
の
情
景
を
鮎
描
し
た
と
い
う
に
止
ま
ら
な
い
と
看

取
さ
れ
る
｡
や
が
て
沈
み
ゆ
-
で
あ
ろ
う

｢落
日
｣
に
照
ら
し
出
さ

れ
る
き
ざ
は
し
の
前
庭
は
ー
孤
猪
に
-
ち
ひ
し
が
れ
た
女
性
の
悲
哀

を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
情
景
と
し
て
､
い
い
換
え
れ
ば
ー
こ
の
女
性

の
か
-
の
如
き
心
情
の
投
影
､
心
象
風
景
と
し
て
詠
ぜ
ら
れ
て
い
る

貌
･晋
詩
に
お
け
る
｢夕
日
｣
に
つ
い
て
(蘇
)

と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
｡

｢落
日
階
庭
を
照
ら
す
｣
と
い
-
表
現
は
､
今
日
か
ら
み
れ
ば
月

並
な
句
で
あ
る
が
､
昔
時
に
あ

っ
て
は
､

｢
明
月
清
景
澄
み

列
宿

正
に
参
差
た
-
｣

(曹
植
･
公
訴
詩
･
文
選
筆

二
T
)
､

｢
月
出
で
て
園

中
を
照
ら
し

珍
木
欝
と
し
て
蒼
蒼
た
-
｣

(劉
禎
･
公
訴
詩
･
文
選

巻
二
十
)
な
ど
に
み
ら
れ
る
月
光
に
照
ら
し
出
さ
れ
る
光
景
と
は
､

ま
た
異
っ
た
感
情
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
｡

魂
の
時
代
の
他
の
例
は
､
ど
う
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の
時
代
に
は
ー

｢
夕
日
｣
を
意
味
す
る
語
が
詩
に
現
わ
れ
る
の
は
､
ま
だ
資
に
少
な

い
の
で
あ
る
が
ー
玉
条
の

｢
七
哀
詩

･
英
二
｣
(文
選
撃

三
)
に
ー

次
の
よ
う
な
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡
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方
舟
潮
大
江

日
暮
愁
我
心

山
尚
有
飴
咲

荊
轡
は
我
が
郷
に
非
ず

と
ど
菖

何
為
れ
ぞ
久
し
-
滞
淫
ら
ん

方
舟
も
て
大
江
を
潮
れ
ば

日
暮

我
が
心
を
愁
え
し
む

山
山岡
に
飴
咲
有
-



中
開
文
革
報

巌
阿
智
重
陰

狐
狸
馳
赴
穴

飛
鳥
和
故
林

流
波
激
清
響

喉
援
臨
岸
吟

迅
風
梯
裳
枚

白
露
露
衣
襟

猪
夜
不
能
麻

績
衣
起
撫
琴

練
桐
感
人
情

鵠
我
襲
悲
昔

罷
旋
無
終
極

憂
思
壮
難
任

第
二
十
五
珊

巌
阿

重
陰
を
博
す

狐
狸

馳
せ
て
穴
に
赴
き

飛
鳥

故
林
に
招
け
る

流
波

清
饗
を
激
し

喉
接

岸
に
臨
ん
で
吟
ず

迅
風

裳
枚
を
沸
い

白
露

衣
襟
を
宿
す

猪
夜

森
ぬ
る
能
わ
ず

衣
を
満
-

起
き
て
琴
を
撫
す

林
桐

人
の
情
に
感
じ

我
が
馬
に
悲
音
を
襲
す

帝
旋

終
極
無
し

憂
患

牡
と
し
て
任
え
難
し

玉
条
の
こ
の
詩
中
に
は
ー
直
接

｢
夕
日
｣
を
指
す
語
は
ー
現
わ
れ

て
い
な
い
｡
し
か
し
ー

｢
山
南
に
飴
咲
有
-

巌
阿
重
陰
を
埼
す
｣

と
い
う
聯
の

｢飴
咲
｣
は
ー
明
ら
か
に

｢夕
日
｣
の
蔑
光
を
意
味
す

る

o

こ
の
二
句
に
つ
い
て
ー
小
川
嚢
樹
氏
は
ー

｢
山
岡

(尚
に
同
じ

-

引
用
者
)
は
丘
陵
で
す
｡
『
験
映

(嘆
に
同
じ
-

引
用
老
)
有
り
』

は
夕
ば
え
､
夕
日
の
残
光
で
あ
-
ま
す
｡
そ
れ
が
あ
た
っ
て
い
る
｡

厳
阿
ー
阿
と
い
う
の
は
角
(か
ど
)
ー
す
み
で
す
｡
岩
石
が
出
は
っ
た

と
こ
ろ
や
ひ
っ
こ
ん
だ
と
こ
ろ
が
あ
る
｡
そ
こ
へ
『垂
陰
を
埼
す
』

と
い
う
の
は
1
日
が
だ
ん
だ
ん
落
ち
て
い
き
ま
す
と
ー
山
の
下
の
ほ

う
か
ら
だ
ん
だ
ん
暗
-
な
っ
て
い
-
｡
重
陰
を
樹
す
と
い
う
の
は
ー

そ
う
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
.
｣
(｢朝
日
ゼ
･,,
チ
-
ル
｣
24
碗
)
と
説

明
さ
れ
て
い
る
｡

さ
て
ー
王
条
の
こ
の
詩
が
､
如
何
に

｢
知
的
操
作
｣
の

｢赦
密
な

構
成
｣
に
よ
っ
て
造
形
さ
れ
て
い
る
か
は
ー
伊
藤
正
文
氏
の

｢
王
粂

詩
論
考
｣
(中
国
文
学
報
第
二
十
筋
所
収
)
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
の
で
ー

こ
こ
で
は
､

｢
山
繭
に
飴
咲
有
-
｣
の
聯
が
､
作
者
玉
条
に
と
っ
て

如
何
な
る
も
の
と
し
て
眼
に
映
じ
た
か
､
と
い
う
こ
と
に
就
き
若
干

述
べ
て
み
た
い
.

王
条
の
こ
の
詩
を
論
じ
る
人
が
ー
た
い
て
い
曹
-
は
筆
を
惜
ま
ず
ー

そ
の
す
ぼ
ら
し
さ
に
つ
い
て
論
及
す
る
こ
の
二
句
の
優
れ
る
所
以
は
ー

従
前
の
詩
に
は
み
ら
れ
な
い
自
然
描
寓
の
細
撤
な
寓
棄
性
に
あ
る
よ

う
だ
が
ー
こ
の
句
の
特
色
に
つ
い
て
､
更
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
の
は
､
ま
だ
萌
芽
状
態
で
あ
る
と
は
い
え
､
こ
の
時
代
以
前
に

は
お
そ
ら
-
見
出
し
得
な
い
､

｢
夕
日
｣
を
自
然
の
美
し
い
光
景
と

し
て
認
識
し
鑑
賞
し
ょ
う
と
す
る
態
度
が
窺
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡

勿
論
ー
こ
の
二
句
に
は
､
劉
宋
の
謝
塞
蓮
の

時
尭
夕
澄
零

時
寛
-

夕
は
澄
み
零
れ

雲
韓
日
西
馳

雲
蹄
-

日
は
西
に
馳
す

密
林
含

飴清
密
林

飴
清
を
含
み

o
O

遠
峯
陰

牛規
遠
峯

牛
規
を
隠
す

(遊
南
亭

･
文
選
奄
二
二
)

や
､
同
じ
-
劉
宋
の
謝
荘
の

夕
天
舜
晩
気

軽
霞
澄
暮
陰

微
風
清

幽幌
夕
天

晩
気
零
れ

軽
霞

暮
陰
澄
む

微
風

幽
幌
を
清
-
し

0
0

飴
日
照

青林
除
目

青
林
を
照
ら
す

(北
宅
秘
園

･
古
詩
紀

･
宋
二
)

貌
･
菅
詩
に
お
け
る

｢夕
日
｣
に
つ
い
て

(蘇
)

に
み
ら
れ
る
よ
う
な
､
夕
ば
れ
の
澄
み
渡

っ
た
自
然
の
中
に
鑑
賞
さ

れ
る

｢
夕
日
｣
の
美
に
､
純
粋
に
陶
酔
し
よ
う
と
す
る
態
度
は
み
ら

れ
な
い
し
､
あ
る
い
は
､
陳
の
陰
鐙
の

棟
裡
蹄
雲
自

棟
裡

蹄
雲
自
-

o
O

窓
外
落
曙
紅

窓
外

落
曙
紅
し

(開
善
寺

･
古
詩
紀

･
陳
二
)

や
､
同
じ
-
陳
の
江
線
の

0
0

翠
観
迎
斜
照

翠
観

斜
照
を
迎
え

丹
棲
望
落
潮

丹
槙

落
潮
を
望
む

(侍
宴
玄
武
観

･
古
詩
紀

･
陳
八
)

の
句
に
み
ら
れ
る
如
き
､

｢夕
日
｣
の
赤
と
い
う
色
彩
の
あ
ざ
や
か

さ
を
配
覚
的
に
と
ら
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
｡
王
条
の

｢
七
哀

詩
｣
が
､

｢蘇
旋
｣
に
お
け
る

｢
猪
夜
｣
の

｢憂
思
｣
を

一
篤
の
主

題
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
ー
な
お

｢
日
暮
我
が
心
を
愁
え
し
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第
二
十
五
研

む
｣
と
い
う
詩
人
の
胸
中
に
わ
だ
か
ま
る
､
た
そ
が
れ
時
か
ら
夜

へ

か
け
て
一
層
か
も
し
だ
さ
れ
る
悲
愁
の
心
象
風
景
と
し
て
も
う
た
わ

れ
て
い
る
｡

だ
が
し
か
し
ー
そ
れ
に
し
て
も
ー
こ
の
二
句
は
ー
既
に
一
章
の
と

こ
ろ
で
み
た
楚
辞
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
ー

｢
夕
日
｣
を
移
行
性
に
お

い
て
の
み
と
ら
え
る

(
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
更
に
後
述
)
の
と
は
ち

が

っ
て
､
い
わ
ば

一
種
の
静
止
状
態
､
給
蓋
的
な
様
相

(
こ
の
こ
と

は
､

｢情
詩
｣
の

｢落
日
｣
の
句
に
つ
い
て
も
い
え
る
)
を
帯
び
て

う
た
わ
れ
て
お
-
1
そ
こ
に
は
､

｢
夕
日
｣
を
美
し
い
も
の
と
す
る

認
識
が
働
ら
き
ー

｢
夕
日
｣
を
鑑
賞
し
よ
う
と
す
る
志
向
が
垣
間
み

ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

三

吉
川
幸
次
郎
氏
は
ー

｢新
し
い
夕
陽
｣
(吉
川
幸
次
郎
全
集
第
二
十
巻

所
収
)

と
題
す
る
文
章
の
中
で
ー
詩
経
ー
楚
軒
に
は

｢
夕
陽
｣
は
全

-
な
-
､

｢漢
の

『
古
詩
十
九
首
』
に
も
夕
陽
は
現
わ
れ
な
い
｣
と

述
べ
ら
れ
た
後
ー

｢
三
園
六
朝
に
至
っ
て
､
三
世
紀
の
哲
学
者
除
籍

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

が
ほ
ろ
び
ゆ
-
王
朝
の
運
命
を
い
た
ん
で
､

灼
灼
西
森
日

灼
灼
と
西
に
香
る
る
日

飴
光
照
我
衣

飴
光

我
が
衣
を
照
ら
す

0
0
0
0
0

と
比
愉
す
る
の
が
､
夕
陽
を
い
う
詩
の
古
い
例
と
し
て
､
か
ろ
う
じ

て
思
い
う
か
ぶ
.｣
(
○
鮎
引
用
者
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
.
こ
の
章
で

は
､
比
愉
乃
至
象
徴
と
し
て
の

｢
夕
日
｣
に
つ
い
て
先
ず
述
べ
､
そ

れ
か
ら
表
現
上
の
問
題
に
つ
い
て
少
々
言
及
し
て
み
た
い
｡

次
に
示
す
詩
は
ー
晋
の
陸
磯
の

｢擬
東
城

1
何
高
｣
(文
選
撃
二
十
)

と
題
す
る
詩
で
あ
る
｡

西
山
何
其
峻

曾
曲
琶
雀
鬼

零
露
禰
天
墜

青
葉
葱
林
表

寒
暑
相
因
襲

時
逝
忽
如
頼

三
間
績
飛
轡

o
O

大
童
嵯
落
嘩

局
馬
牽
世
務

西
山

何
ぞ
其
れ
唆
な
る

曾

曲

密
と
し
て
埋
鬼
た
-

あ
まね

零

露
は
天

に

禰
-
し
て
墜
ち

悪
業
は
林
に
葱
り
て
表
う

寒
暑

相
田
襲
し

時
の
逝
-
こ
と
忽
ち
に
し
て
頼
る
る
が
如
し

三
間
は
飛
轡
を
結
び

大
童
は
落
曙
を
嵯
-

易
為
れ
ぞ
世
務
に
牽
か
れ

20



中
心
若
有
達

京
洛
多
妖
麗

玉
額
停
頓
難

関
夜
撫
鳴
琴

高
音
清
且
悲

長
歌
赴
促
節

哀
響
逐
高
教

一
喝
寓
夫
欺

再
唱
梁
塵
飛

思
蔑
河
曲
鳥

隻
遊
里
水
沼

中
心

違
う
こ
と
有
る
が
若
き

京
洛

に
は
妖
麗
多
-

玉
顔

填
毅
に
俸
し

閑
夜

鳴
琴
を
撫
せ
ば

裏
書

清
-
し
て
且
つ
悲
し

長
歌

促
節
に
赴
き

哀
響

高
教
を
逐
う

一
唱
す
れ
ば
高
夫
歎
じ

再
唱
す
れ
ば
梁
塵
飛
ぶ

思
う

河
曲
の
鳥
と
鳥
-

讐
遊
し
て
豊
水
の
帽
に
遊
は
ん
こ
と
を

全
篇
引
用
し
た
が
､
こ
の
論
考
で
特
に
問
題
に
な
る
の
は
ー

｢寒

暑
相
田
襲
し

時
の
逝
-
こ
と
忽
ち
に
し
て
致
る
る
が
如
し

三
間

は
飛
轡
を
結
び

大
童
は
落
曙
を
嵯
-
｣
の
四
句
で
あ
る
｡
こ
の
部

分
の
語
句
に
つ
い
て
少
し
説
明
を
加
え
て
お
こ
う
｡

｢
三
間
｣
と
い
う
の
は
､
楚
辞
の

｢漁
父
｣
の
冒
頭
に

｢
屈
原
既

に
放
た
れ
､
江
薄
に
遊
び
ー
行
-
珍
-
浄
畔
に
吟
ず
｡
顕
色
惟
樺
L
t

魂

･
音
詩
に
お
け
る

｢夕
日
｣
に
つ
い
て

(蘇
)

こ
れ

形
容
枯
稿
せ
り
｡
漁
父
見
て

之

に

問
う
｡
日
-

『
子
は
三
間
大
夫
に

非
ず
や
』
｡
-
…
｣

と
あ
る

｢
三
間
大
夫
｣
屈
原
の
こ
と
で
あ
-
､

｢飛
轡
を
結
ぶ
｣
の
語
は
､
李
善
が
注
に
引
-
如
-
､

｢余
が
馬
を

み
ず
か

む
す

威
池
に

飲

い

余
が
轡
を
扶
桑
に

絶

ぶ

｣
を
踏
ま
え
て
い
よ
う
｡

次
に
ー

｢大
童
｣
の
語
｡
こ
の
語
は
､

『
周
易
』
の

｢離
｣
の
卦

か
たむ

ほとぎ

て
つ

の

｢
九
三
｡
日

長

-

の
離
な
-
｡
缶

を

鼓
ち
て
歌
わ
ざ
れ
は
ー
大

童

なげ
き

の

嵯

あ

ら
ん
.
凶
な
-
｡
｣
(訓
読
は
ー
高
田
虞
治
氏

･
後
藤
基
巳
民

謡

『
易
経
上
』

(岩
波
文
庫
)
に
基
づ
-
O

｢離
｣
の
卦
の
右
に
引
用

し
た
箇
所
に
つ
い
て
ー
高
田

･
後
藤
両
氏
の
謡
で
は
ー
次
の
よ
う
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

め
い

九
三
は
下
卦
の
極
､
そ
の

明

が
ま
さ
に
壷
き
ん
と
す
る
時
で
あ
る

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

か
ら
ー
た
と
え
て
い
え
ば
､
日
が
す
で
に
西
に
傾
む
い
た
残
-
の

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

明
る
さ
､
人
生
に
即
し
て
い
え
ば
裏
鉄
の
老
年
で
あ
る
｡
し
か
し

ほとぎ

生
者
必
滅
の
道
理
を
悟
れ
ば
ー
缶

(

酒
を
入
れ
る
瓦
器
)
を
叩
い

て
歌
い
つ
つ
ー
残
-
の
幕
命
を
禁
し
む
が
よ
い
｡
そ
れ
が
で
き
な

だ
いて
つ

け
れ
ば
ー
や
が
て
は
い
た
ず
ら
に
大
童

(八
十
歳
の
老
人
)
の
老

衰
を
嵯
-
こ
と
に
な
っ
て
凶
で
あ
る
｡｣
(二
六
五
頁
｡
○
鮎
引
用
老
)
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こ
の
講
を
読
め
ば
ー

｢落
曙
｣
の
語
に
つ
い
て
､
そ
れ
が
如
何
な

る
意
味
を
も
っ
て
う
た
わ
れ
て
い
る
か
ー
も
は
や
何
も
説
明
す
る
必

要
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
｡
つ
ま
-

｢
夕
日
｣
を
人
間
の
老
衰
の
象
徴

と
看
供
す
わ
け
で
あ
る
｡

あ
る
い
は
別
に
､

｢寒
暑
相
因
襲
し

時
の
逝
-
こ
と
忽
ち
に
し

て
頼
る
る
が
如
し
｣
と
合
せ
考
え
て
､
時
の
短
促
の
象
徴
と
し
て
と

ら
え
ら
れ
､
う
た
わ
れ
て
い
る
と
看
倣
す
こ
と
も
で
き
る
｡
陸
機
が

模
擬
し
た

｢
古
詩
十
九
首

･
其
十
二
｣
(文
選
撃

丁九
｡
今
本
は
'
東
城

高
且
長
の
句
で
始
ま
る
)
の

｢
四
時
更
ご
も
襲
化
し

歳
暮

一
に
何
ぞ

速
や
か
な
る
｣
の
聯
も
､
右
の
判
断
の
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
又
､

五
臣

･
劉
良
の

｢
大
老
の
人
ー
日
の
暮
れ
を
嵯
嘆
し
て
其
の
時
を
惜

む
を
言
う
｣
と
い
う
注
樺
は
､
後
者
の
解
樺
に
傾
む
い
て
い
る
と
思

わ
れ
る
｡

た
だ
､
人
間
の
老
衰
と
時
の
短
促
と
は
､
相
互
に
密
接
に
関
連
し

て
い
る
か
ら
､
分
離
し
て
考
え
な
い
で
､
そ
の
両
方
の
意
味
を
含
め

て
考
え
た
方
が
よ
-
い
い
の
か
も
知
れ
な
い
｡
が
､
い
ず
れ
に
し
て

も
ー

右
の
よ
う
な
象
徴
と
し
て

｢落
揮
｣

は
う
た
わ
れ
て
お
-
I

｢落
曙
｣
を
含
む
二
句
は
ー
屈
原
は
遠
遊
し
て
長
生
を
求
め
た
が
(劉

良
は
ー

｢飛
轡
を
結
ぶ
と
い
う
は
渚
に
速
達
し
て
長
生
を
求
め
ん
と

す
る
を
言
う
｣
と
解
し
て
い
る
)
､
結
局
は
徒
労
で
あ
-
､
｢大
童
｣

の
人
の
如
-
1
時
が
過
ぎ
老
い
さ
ら
ば
え
て
ゆ
-
の
を
空
し
-
嵯
-

ば
か
-
で
あ
る
ー
と
い
う
解
樺
に
な
ろ
う
か
｡

右
の
よ
う
な
象
徴
乃
至
比
職
と
し
て
の

｢
夕
日
｣
の
例
は
他
に

促
促
薄
暮
景

促
促
た
る
薄
暮
の
景

整
聾
鮮
克
禁

重
要
と
し
て
克
-
禁
ず
る
こ
と
鮮
し

(陸
機

･
預
章
行

･
文
選
巻
二
八
)

22

如
彼
墜
景

曾
不
可
振

功
業
未
及
建

夕
陽
忽
西
流

彼
の
墜
景

の
如
-

す
な
わ

あ

曾
ち
振
ぐ
可
か
ら
ず

(同

･
答
何
長
淵

･
其
三
･
文
選
巻
二
四
)

功
業

未
だ
建
つ
る
に
及
ぼ
ざ
る
に

夕
陽

忽
ち
西
に
流
る

(劉
現

･
重
滑
虞
諸

･
文
選
巻
二
五
)



な
ど
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

｢薄
暮
景
｣
､

｢
夕
陽
｣
に
つ
い

て
､
李
善
注
に
そ
れ
ぞ
れ
､

｢
景
の
薄
暮
は
人
の
渚
に
老
い
ん
と
す

る
に
噴
-
る
也
｣
ー
｢夕
陽
の
西
に
流
る
る
は
婿
に
老
い
ん
と
す
る
人

に
愉
う
る
也
｣
と
あ
る
如
-
1
人
間
の
老
衰
の
比
境
と
し
て
う
た
わ

れ
て
お
り
ー

｢墜
景
｣

の
句
に
つ
い
て
は
､

五
臣

･
呂
向
の
注
に

｢湊
室
の
表
徴
す
る
こ
と
落
日
の
景
の
如
-
､
則
ち
振
げ
て
起
こ
す

可
か
ら
ざ
る
を
言
う
也
｣
と
あ
る
｡

更
に
ー
人
間
の
老
衰
は
押
し
っ
め
れ
ば
死
に
到
る
わ
け
で
あ
る
が
､

生
若
朝
風

死
猶
絶
景

生
は
朝
風
の
若
-

死
は
猶
お
絶
景
の
ご
と
し

(陸
機
･
滑
弟
土
龍
十
章

･
其
七
･
古
詩
紀
･
育
五
)

と
い
う
句
に
明
示
さ
れ
て
い
る
如
-
､
死
の
象
徴
と
し
て
も
と
ら
え

ら
れ
て
い
る
｡

と
こ
ろ
で
ー
右
に
示
し
た
旬
の
中
ー

｢
夕
陽
｣
の
語
を
除
い
た
､

｢薄
暮
景
｣
｢墜
景
｣
及
び

｢絶
景
｣
の

｢景
｣
の
字
は
､
元
来

｢光
｣

の
義
で
あ

っ
て
(｢景
､
光
也
｣
説
文
解
字

･
七
篇
上
)､

｢
日
｣
の
そ
れ

貌
･音
詩
に
お
け
る
｢夕
日
｣
に
つ
い
て
(蘇
)

で
は
な
い
｡
つ
ま
-

｢
～
景
｣
は
､

｢
夕
日
｣
そ
の
も
の
を
い
う
の

で
は
な
-
1

｢
夕
日
｣
の
光
で
あ

っ
た
｡
呂
向
が
ー

｢
墜
景
｣
の
注

に

｢落
日
の
景
｣
と
ー

｢落
日
｣
と

｢
景
｣
の
字
と
を
わ
ざ
わ
ざ
記

し
て
い
る
の
も
ー
こ
の
こ
と
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

私
は
､
し
か
し
､

｢
～
景
｣
が
､
正
確
に
は
ー

｢
夕
日
｣
の
光
を

い
う
語
で
あ

っ
て
も
､

｢
夕
日
｣
と
殆
ど
同
義
に
使
用
さ
れ
て
い
る

と
考
え
る
の
だ
が
､
そ
も
そ
も
､
こ
の
時
代
に
ー

｢
夕
日
｣
を
い
う

語
は
ー
ど
う
い
う
形
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
私
の
調

査
し
た
と
こ
ろ
で
は
､

｢夕
日
｣
を
い
う
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の

は
ー

｢
～
景
｣
を
含
め
て
計
算
す
る
と
十
例
あ
る
が
ー
今
ー
飯
に
引

江
⑥

用
し
た
も
の
を
除
い
た
残
-
の
例
を
示
す
と
次

の
如
-

で
あ

る

｡

(資
料
は
'
丁
福
保
編
纂

｢全
漢
三
園
晋
南
北
朝
詩
｣
に
よ
っ
た
)
0

0
0

虞
淵
引
絶
景

虞
淵

確
景
を
引
き

四
節
逝
若
飛

四
節

逝
-
こ
と
飛
ぶ
が
若
し

(陣
敗
･
頼
庭
中
有
杏
樹
)

0
0

憤
景
傾
墜

債
景

健
か
に
墜
ち
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夕
不
存
罷

0
0

沈
蟻
含
輝

芳
烈
如
蘭

凋
華
振
彩

0
0

墜
景
埠
灼

0
0

落
日
出
門
前

障
嘱
鬼
子
度

い
た

夕
に

罷
む
る
に

存

ら

ず

(陸
雲

･
答
兄
平
原
)

沈
蟻

輝
き
を
含
み

芳
烈

蘭
の
如
し

(同

･
失
題
八
草

･
其
五
)

凋
華

彩
を
振
い

墜
景

灼
き
を
埼
す

(郭
嘆

･
輿
王
使
君
)

落
日

門
前
を
出
で

せ
んし
よく

き
み

わ
た

暗
唱
し
て
子
の
度
る
を
見
る

(子
夜
歌
四
二
首

･
其

一
)

貌
代
に
も
ど
っ
て
こ
の
こ
と
を
調
べ
て
み
る
と
､徐
幹
の

｢情
詩
｣

の

｢落
日
｣
と
､
玩
籍
の

｢詠
懐
詩
｣
の

｢
西
額
日
｣
各

一
例
､
合

計
二
例
の
み
で
､

｢夕
日
｣
を
意
味
す
る
語
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
さ

え
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
魂

･
晋
ど
ち
ら
の
時
代
も
､

｢
～
日
｣
の
形
の
語

は
寛
に
極
少
な
の
で
あ
る
が
ー
こ
れ
は
ど
う
し
て
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡

次
に
､
こ
の
鮎
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
｡

左
に
掲
げ
る
詩
は
ー

王
条
の

｢従
軍
詩

･
其
三
｣
(文
選
筆

一七
)

で
あ
る
｡

24

以
上
ー

右
に
示
し
た
通
-
1

そ
の
多
-
は

｢

～
景
｣

で
あ
-
I

｢
～
日
｣
の
形
の
語
は
ー

｢子
夜
歌
｣
の

｢落
日
｣
の
わ
ず
か
一
例

の
み
で
あ
る
｡

従
軍
征
遮
路

討
彼
東
南
夷

方
舟
順
鹿
川

薄
暮
未
安
塩

白
日
牛
西
山

桑
梓
有
飴
曙

揺
蜂
爽
岸
鳴

孤
島
厨
厨
飛

軍
に
徒
い
て
遠
路
を
征
き

彼
の
東
南
の
夷
を
討
た
ん
と
す

方
舟
も
て
鹿
川
に
順
い

薄
暮

未
だ
抵
に
安
ん
ぜ
ず

白
日

西
山
に
半
ば
し

桑
梓
に
除
曙
有
-

蛙
蝉

岸
を
爽
ん
で
鳴
き

孤
鳥

新
願
と
し
て
飛
ぶ



征
夫
心
多
懐

側
恰
令
吾
悲

下
船
登
高
防

草
露
碍
我
衣

廻
身
赴
淋
寝

此
愁
普
告
誰

身
服
干
支
事

豊
得
念
所
私

郎
戎
有
授
命

義
理
不
可
蓮

征
夷

心
は
懐
い
多
-

側
恰
と
し
て
吾
れ
を
し
て
悲
し
ま
し
む

船
を
下
-
て
高
防
に
登
れ
ば

軍
需

我
が
衣
を
宿
す

身
を
廻
ら
し
て
妹
に
赴
む
き
て
療
ね
ん
と
す

る
も

此
の
愁

皆
に
誰
に
か
告
ぐ
べ
き

身
は
千
曳
の
事
に
服
す
れ
ば

わ
たく
し

豊
に

私
す
る
所
を
念
う
を
得
ん
や

戒
に
即
け
ば
授
命
有
-

茶
の
理

違
う
可
か
ら
ず

｢
白
日
｣
と
い
う
語
の
､
こ
の
句
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
表
現
が
ー
｢
～

日
｣
の
形
の

｢
夕
日
｣
の
役
割
を
果
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
t

と
い
う
こ
と
で
あ
る
.
こ
の
こ
と
を
は
っ
き
-
さ
せ
る
馬
に
､
魂

･

晋
及
び
宋

･
南
斉

･
染

･
陳
各
時
代
の
右
の
如
き

｢白
日
｣
ー
及
び

｢
～
日
｣
の
語
の
使
用
数
を
表
示
す
る
と
ー
多
少
の
遺
漏
が
あ
る
か

も
知
れ
な
い
が
､
次
の
如
-
で
あ
る
｡
(資
料
は
'
や
は
-
丁
福
保
編
纂

｢全
漠
三
園
晋
南
北
朝
詩
｣
で
あ
る
)
0

こ
の
詩
の

｢白
日
西
山
に
牛
ば
し

桑
梓
に
飴
曙
有
-
｣
は
､
日

が
西
の
山
に
牛
ば
沈
み
か
か
-
､
桑
梓
の
樹
木
に
そ
の
際
光
が
残

っ

て
い
る
､
と
い
う
こ
と
を
う
た
っ
て
お
-
､

｢白
日
｣
の
句
全
鮭
で
､

｢
夕
日
｣
の
光
景
を
詠
じ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡

こ
の
こ
と
か
ら
額
推
で
き
る
の
は
､
熟
語
と
し
て

｢
夕
日
｣
を
意

味
す
る

｢
～
日
｣
の
形
の
語
が
ー
貌

･
晋
に
ご
-
少
数
で
あ
る
の
は
ー

魂
･音
詩
に
お
け
る
｢夕
日
｣
に
つ
い
て
(蘇
)

こ
の
表
を
看
れ
ば
､
魂

･
晋
は
､

｢
～
日
｣
に
較
べ

｢白
日
｣
の

使
用
数
が
は
る
か
に
多
い
こ
と

(宋
以
下
は
そ
の
道
に
な
っ
て
い
る
)

1

又
､
宋
以
下
の
各
時
代
に
較
べ
て

｢
～
日
｣
の
教
は
少
な
い
の
に
封

し
､

｢白
日
｣
の
方
は
､
ず

っ
と
多
い
こ
と
が
わ
か
る
｡

右
の
統
計
的
奉
賀
よ
-
想
像
し
て
ー
貌
･

晋
の
ど
ち
ら
の
時
代
も
､

例
え
ば

｢落
日
｣

(六
朝
を
通
じ
て
こ
の
語
の
使
用
が
も
っ
と
も
頻
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析

繁
で
あ
る
)
と
い
う
よ
う
な

｢
～
日
｣
の
形
の
語
は
ま
だ
定
着
せ
ず
ー

｢
夕
日
｣
を
表
現
す
る
場
合
ー

｢
白
日
｣
の
語
を
､
そ
れ
に
よ
っ
て

｢
夕
日
｣
を
表
わ
す
と
こ
ろ
の
他
の
語

(｢
西
山
｣
な
ど
)
と
結
び
つ

け
る
こ
と
で
充
足
し
ー

｢～
日
｣
の
形
の
語
を
殆
ど
必
要
と
し
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
育
代
に
ー
熟
語
と
し
て

｢
夕
日
｣
を

い
う
語
が
､
｢
～
日
｣
と
い
-
形
を
と
ら
ず
､
多
-

｢
～
景
｣
と
い
う

注
⑧

形
を
と
っ
た
の
も
ー
そ
の
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

｡

な
お
ー
右
適
し
た
如
き
句
全
鰹
で

｢
夕
日
｣
を
表
現
す
る
方
法
は
ー

ひ
と
-

｢白
日
｣
の
語
の
み
に
よ
る
の
で
は
な
-
､
例
え
ば
ー

｢
日

-かく

欧
に
逝
け
-
西
に
蔵
る

更
に
蘭
室
洞
房
に
合
す
｣
(曹
植

･
妾
薄
命

･

重
文
類
釆
巻
四
1
･
柴
部
丁

論
柴
)､

｢
日
の
落
つ
る
は
責
-
有
る
に

似
た
-

時
の
逝
-
は
恒
に
催
す
が
若
し
｣
(陸
機
･
析
楊
柳
行
･
楽
府

詩
集
撃

二
七
)
と
い
う
句
に
み
ら
れ
る

｢
日
｣
と
い
う
語
に
よ

っ
て
も

表
現
さ
れ
て
い
る
t
と
い
う
こ
と
を
附
け
加
え
て
お
く
｡

四

と
こ
ろ
で
ー
右
に
述
べ
た
こ
と
は
ー

一
鮭
何
を
意
味
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の
鮎
を
考
え
る
烏
に
は
､
貌

･
育
代
の

｢
白
日
｣

が
ど
の
よ
う
に
う
た
わ
れ
て
い
る
か
を
ー
具
鰻
的
に
み
て
み
る
必
要

が
あ
る
｡
以
下

｢白
日
｣
の
例
を
い
-
つ
か
左
に
掲
げ
る
と
次
の
如

く
で
あ
る
｡

1
白
日
西
南
馳

白
日

西
南
に
馳
せ

とど

光
景
不
可
撃

光
景

肇
む
可
か
ら
ず

(貌
･
曹
植

･
名
都
篇

･
文
選
巻
二
二
)

朝
陽
不
再
盛

2
白
日
忽
西
幽

恭
荷
既
適
任

3
白
日
己
西
懐

長
流
無
舎
逝

4
白
日
入
西
洋

朝
陽

再
び
盛
ん
な
ら
ず

ll.I

白
日

忽
ち
西
に
幽
る

(貌

･
院
籍

∴
詠
懐
詩
･
其
三
二
･
古
詩
紀
･
貌
九
)

泰
荷

既
に
任
に
過
ぎ

白
日

己
に
西
に
傾
-

(管
･
張
華

･
答
何
勧
･
其
二
･
文
選
巷
二
四
)

千

長
流

逝
き
舎

む
る
こ
と
無
-

白
日

西
洋
に
入
る
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(晋
･
主
波
･
従
事
洛
水
鏡
王
公
帝
国
詩
･
古
詩
紀
･
育
三
)

5
白
日
急
今
西
須

白
日

急
に
西
に
頼
れ

守
長
夜
今
思
君

長
夜
を
守
-
て
君
を
思
う

(貌
･
文
帝
･
寡
婦
･
古
詩
紀
･
貌
二
)

よも

紡
径
四
顧
望

紡
径
し
て
四
に
顧
望
す
れ
ば

6
白
日
入
西
山

白
日

西
山
に
入
る

(菅
･
楊
方
･
合
歓
詩
･
其
三
･
玉
董
新
詠
巻
一二
)

右
の

｢白
日
｣
の
句
の
う
ち
､
1
･
2
･
3
の
例
が
､
時
間
の
推

移
乃
至
老
い
の
象
徴
と
し
て
う
た
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
､
改
め
て
言

を
費
す
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
｡
4
の
例
は
､
詩
題
に
い
う
王
公
が

図

へ
帝
遠
す
る
こ
と
を
ー

｢長
流
｣
と
共
に
､

｢
白
日
｣
の
推
移
に

よ
っ
て
表
わ
し
1
5
･
6
の
例
に
つ
い
て
は
ー
そ
れ
が
夜
に
な
る
の

を
い
う
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
1
5
の
例
は
､
詩
題
に
い
-

｢寡

婦
｣
の
孤
猪
の
身
の
悲
哀

(
こ
の
詩
に
は

｢序
｣
が
あ
-
､
そ
れ
に

｢友
人
院
元
癒
早
-
亡
す
､
其
の
妻
の
孤
寡
な
る
を
傷
み
､
馬
に
比

の
詩
を
作
る
｣
と
あ
る
)
を

1
暦
感
じ
さ
せ
る
夜
の
お
と
ず
れ
が
ー

魂

･
音
詩
に
お
け
る

｢夕
日
｣
に
つ
い
て

(蘇
)

又
6
の
例
は
､
待
て
ど
も

｢
佳
人
｣
は
来
ず

(
｢
白
日
｣
の
句
に
績

い
て

｢
佳
人
の
来
る
を
観
ず

但
だ
飛
鳥
の
還
る
を
見
る
の
み
｣
と

あ
る
)
､
空
し
-
時
間
が
過
ぎ
ー
夜
が
お
と
ず
れ
よ
う
と
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
､
そ
れ
ぞ
れ
う
た
わ
れ
て
い
る
｡

以
上
ー
右
掲
し
た

｢白
日
｣
の
例
が
示
す
如
-
1
｢
白
日
｣
の
語
が

｢
夕
日
｣
を
表
わ
す
場
合
ー
そ
れ
は
1
時
間
の
推
移
を
表
現
す
る
も
の

で
あ
-
､
そ
の
際
､
そ
の
推
移
に
射
し
て
悲
し
み
の
感
情
が
託
さ
れ

て
い
る

(
こ
の
こ
と
は
､
｢
日
｣
と
い
う
語
を
使
用
し
て
い
る
場
合
も
ー

い
え
る
)
o
も

っ
と
も
､播
岳
の
｢
在
懐
蘇
作

･
英

二

(文
選
巻
二
六
)
に

｢朝
に
慶
雲
の
興
ら
ん
こ
と
を
想
い

夕
に
白
日
の
移
ら
ん
こ
と
を

ま遅
つ
｣
と
あ

っ
て
ー
｢白
日
｣
の
移
行
す
る
こ
と
に
必
ず
し
も
悲
哀
の

感
情
は
こ
め
ら
れ
て
お
ら
ず
､
た
だ
暑
い
日
中
が
過
ぎ
去
-
ー
早
-

｢
白
日
｣
が
西
に
移
-
珍
-
の
を
待
ち
望
ん
で
い
る
ー
と
い
う
ふ
う

に
詠
ぜ
ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
し
か
し
例
外
と
い
う
べ
き
で
あ
る
｡

さ
て
ー
右
に
み
た
通
-
､

王
条
の

｢従
軍
詩
｣

の
例
を
除
い
た

｢
白
日
｣
の
句
の
全
て
が
ー

｢
夕
日
｣
の
光
景
を
措
-
こ
と
そ
れ
白

燈
を
目
的
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
､
こ
こ
で
想
起

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
ー
右
通
し
た

｢
白
日
｣
の
移
行
に
よ
っ
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射

て
時
間
の
推
移
を
表
わ
す
と
い
う
顎
憩
は
､
そ
の
淵
源
を
尋
ね
れ
ば
ー

宜
は
楚
辞
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

楚
軒
に
つ
い
て
は
ー
既
に
1

3
｢
日
は
忽
忽
と
し
て
其
れ
婿
に
暮

れ
ん
と
す
｣
(離
騒
)
t

S
｢白
日
暁
晩
と
し
て
其
れ
婿
に
人
ら
ん
と

す
｣
(九
拝
･
共
七
)ー

川
｢
日
は
香
香
と
し
て
以
て
西
に
香
る
｣
(九

歎
･
速
逝
)､

囲

｢
日
は
敬
敬
と
し
て
其
れ
西
に
舎
ら
ん
と
す
｣

(九

歎
･
速
済
)
な
ど
と
い
う
句
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
た
｡

と
こ
ろ

で
ー
こ
れ
ら
四
つ
の
句
は
1
日
が
沈
む
と
い
う
表
面
の
意
味
の
裏
に
､

ど
の
よ
う
な
意
味
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
-
か
｡
こ
れ
を
考
え
る

手
掛
-
と
し
て
､
漠
の
王
逸
が
､
こ
れ
ら
の
句
に
如
何
な
る
注
樺
を

施
し
て
い
た
か
を
み
る
こ
と
に
す
る
｡

Sの
場
合

言
己
誠
欲
少
留
於
君
之
省
間
以
須
政
教
､
日
又
忽
去
1
時
播
欲
暮
ー

年
歳
且
壷
ー
言
己
表
老
也

(言
う
こ
こ
ろ
は
己
は
誠
に
君
の
省
間
に
少
留
し
以
て
政
教
を

須
た
ん
と
欲
す
る
に
､
目
は
又
忽
ち
去
-
ー
時
は
渚
に
暮
れ
ん

と
欲
し
､
年
歳
は
且
に
轟
き
ん
と
す
る
な
-
｡
己
の
衰
老
す
る

を
言
う
也
)

佃の
場
合

年
時
欲
暮
､
才
力
衰
也

(年
時
暮
れ
ん
と
欲
し
て
ー
才
力
衰
う
る
也
)

用の
場
合

言
日
己
西
頼
､
年
歳
卒
壷
､
道
路
長
途
ー
不
得
復
遠
､
憂
心
迫
碧
､

無
所
労
志
也

(言
う
こ
こ
ろ
は
日
は
己
に
西
に
頼
れ
､
年
歳
は
卒
え
轟
き
ー

道
路
長
速
に
し
て
､
復
た
還
る
を
得
ず
､
憂
心
迫
馨
し
､
志
を

宙
ぶ
る
所
無
き
也
)

印
の
場
合

吉
日
敬
敬
西
下
ー
賂
舎
人
太
陰
之
中
､
其
飴
気
､
猶
筒
炎
炎
ー
而

顧
欲
達
也
ー
以
言
己
年
亦
老
暮
ー
亦
思
遠
返
散
郷
也

(言
う
こ
こ
ろ
は
日
は
政
敵
と
し
て
西
に
下
り
､
渚
に
太
陰
の

な
お

中
に
舎
-
人
ら
ん
と
し
､
其
の
飴
気
､
猶

筒

炎
炎
た
-
1
而
し
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て
顧
み
て
遠
ら
ん
と
欲
す
る
也
｡
以
て
己
は
年
亦
た
老
い
暮
れ
､

亦
た
故
郷
に
遠
返
せ
ん
こ
と
を
思
う
を
言
う
也
)

右
の
注
梓
に
よ
れ
ば
1
日
が
西
に
沈
む
と
い
う
の
は
1
年
の
暮
れ

る
こ
と
､
又
老
い
ゆ
-
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
勿
論
ー

年
の
暮
れ
る
こ
と
と
老
い
ゆ
-
こ
と
と
は
相
関
関
係
に
あ
る
｡

と
す
る
と
､
楚
辞
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
句
は
ー
例
え
ば
ー

｢老
は

再
再
と
し
て
其
れ
将
に
至
ら
ん
と
す
｣
(離
騒
)ー

あ
る
い
は

｢歳
は

脅
智
と
し
て
其
れ
嶺
る
る
が
若
-

時
も
亦
た
再
再
と
し
て
渚
に
至

ら
ん
と
す
｣
(九
章

･
悲
回
風
)
な
ど
と
ー

い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
､

結
局
殆
ど
同
じ
で
あ
る
と
判
断
し
て
も
差
し
っ
か
え
な
い
と
思
わ
れ

る
｡
日
が
沈
む
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
主
張
し
よ
う
と
意
圏
し
た
の

は
､
後
者
の
句
の
如
き
事
柄
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

か
-
て
､
｢
夕
日
｣
を
時
間
の
推
移
と
結
び
つ
け
て
-
た
-
1
｢夕

日
｣
を
老
衰
や
時
間
の
短
促
の
象
徴
と
し
て
う
た
う
と
い
う
車
憩
の

根
本
に
お
い
て
ー
魂

･
晋
の

｢夕
日
｣
は
､
楚
辞
的
な
観
念
か
ら
除

-
脱
し
て
は
い
な
い
と
い
え
る
の
で
あ
る
｡

な
る
ほ
ど
､
既
に
述
べ
た
如
-
1
王
条
の

｢
山
南
に
験
咲
有
-

親

･音

詩
に
お
け
る

｢夕
日
｣
に
つ
い
て

(蘇
)

巌
阿
重
陰
を
埼
す
｣
(七
哀
詩
)
と
か

｢
白
日
西
山
に
牛
は
し

桑
梓

に
飴
揮
有
-
｣

(従
軍
詩
)
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
ー

｢夕
日
｣
を
自

然
の
封
象
物
と
し
て
鑑
賞
し
ょ
う
と
す
る
態
度
が
き
ざ
し
て
い
る
｡

し
か
し
､
そ
れ
は
あ
-
ま
で
萌
芽
状
態
と
し
て
そ
う
な
の
で
あ

っ
て
､

王
条
の
こ
れ
ら
の
詩
に
し
て
も
､
詩
人
の
関
心
は
ー
既
に
憂
愁
な
夜

の
も
の
思
い
に
移

っ
て
し
ま

っ
て
お
-
､
｢飴
咲
｣
｢飴
曙
｣
の
句
も
ー

こ
の
意
味
に
お
い
て
は
､
夜

へ
の
い
わ
ば
橋
渡
し
と
し
て
う
た
わ
れ

て
い
る
側
面
が
強
い
｡
だ
か
ら
､
特
別
に

｢
夕
日
｣
の
光
景
に
強
い

注
⑨

関
心
を
示
し
て
ー
全
篇
夕
ぐ
れ
時
を
う
た
う
南
斉
の
謝

腕

の
よ
う
な

場
合
は
別
に
す
る
と
し
て
も
ー
例
え
ば
梁
の
沈
約
の

｢
登
玄
陽
模
｣

(古
詩
紀
･
梁
一
〇
)
と
題
す
る
詩

29
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し
て
互
に
濁
深
あ
-
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水
流
本
三
波

董
高
乃
四
臨

上
有
離
群
客

客
有
慕
帝
心

落
曙
映
長
浦

喚
景
燭
中
薄

雲
生
嶺
乍
黒

目
下
浜
牛
陰

信
美
非
吾
土

何
事
不
抽
暫

第
二
十
五
放

水
流

木
三
涯
な
-

童
高
う
し
て
乃
ち
四
に
臨
む

上
に
離
群
の
客
有
-

客
に
慕
蹄
の
心
有
-

落
嘩

長
浦
に
映
じ

かが
や

燥
景

中
帝
に

燭

-

雲
生
じ
て
嶺
乍
ち
窯
-

日
下
-
て
漢
牛
は
陰
る

信
に
美
な
る
も
吾
が
土
に

非
ず

良

何
事
ぞ
轡
を
軸
か
ざ
る
は

日
夕
陰
雲
起

登
城
望
洪
波

日
暮
天
無
雲

春
風
易
微
和

日
夕

陰
雲
起
-

城
に
登
-
て
洪
波
を
望
む

(播
岳

･
在
懐
除
作

･
其
二
･
文
選
巷
二
六
)

日
暮
れ
て
天
に
雲
無
-

あ
お

春
風

微
和
を
扇

ぐ

(陶
淵
明

･
擬
古
詩

･
文
選
巻
三
十
)

に
う
た
わ
れ
て
い
る

｢
落
曙
長
浦
に
映
じ

喚
景
中
韓
に
燭
-

雲

生
じ
て
嶺
乍
ち
窯
-

日
下
-
て
渓
半
ば
陰
る
｣
と
い
う
句
に
み
ら

れ
る
如
き
ー

｢
夕
日
｣
が
沈
む
ま
ま
に
や
が
て
夕
闇
の
と
ば
-
が
降

-
て
-
る
と
い
う
黄
昏
の
光
景
に
じ
っ
と
思
い
を
寄
せ
よ
う
と
す
る

態
度
な
ど
は
､
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
､

｢
夕
日
｣

を
い
う
語
に
限
定
せ
ず
ー
枠
を
た
そ
が
れ
時
を
い
う
語
に
漬
大
し
て

も

､

な
ど
､

｢
日
夕
｣
や

｢
日
暮
｣
の
句
は
､
夕
ぐ
れ
時
を
鮎
措
す
る
も

の
で
あ

っ
て
も
､
夕
ぐ
れ
の
光
景
そ
れ
自
腹
を
目
的
と
し
て
描
-
ち

の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
も
首
肯
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡

貌

･
育
代
に
は
､
例
え
ば

｢白
日
｣
と
い
-
語
の
使
用
に
み
ら
れ

る
如
-
1
移
行
の
相
に
お
い
て

｢
夕
日
｣
を
表
現
す
る
方
法
が
ー
相

督
大
き
な
比
重
を
占
め
､
な
お
楚
辞
の
影
響
が
色
濃
-
投
影
し
て
い

る
｡
け
れ
ど
も
､
熟
語
と
し
て

｢
夕
日
｣
あ
る
い
は
そ
の
光
を
表
わ

す
語
が
使
用
さ
れ
始
め
た
こ
と
に
示
さ
れ
る
如
-
､
楚
辞
と
は
異

っ

た

｢
夕
日
｣
に
封
す
る
認
識
形
態
ー

｢
夕
日
｣
を

一
種
の
静
的
な
状

30



態

の
下
に
お
き
､
鑑
賞
し
ょ
う
と
す
る
態
度

の
芽
ば
え
が
う
か
が
わ

れ
る
｡
こ
の
意
味
で
は
ー
貌

･
育
代
は
ー
楚
辞
的
な

｢
夕
日
｣
か
ら

の
離
脱

の
過
程

の
始
ま
-
で
あ

っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡

注①

以
下

『
詩
経

･
国
風
』

に
つ
い
て
は
'
吉
川
幸
次
郎
氏
注

『
詩
経

国
風
』

(岩
波
詩
人
選
集
)
に
よ
る
｡

0
0

㊤

但
し
'
詩
で
は
な
い
が
'

『
尚
書

･
尭
典
』
に

｢寅
故
約
日
､
平
秩

つ
つし
おく

西
成
｣
(約
日
を

黄

み

餓

-

'
西
成
を
平
秩
せ
し
む
)
と
あ
る
｡

清
水

茂
氏
の
指
数
に
よ
る
｡

④

訓
読
は
'
興
膳
宏
氏
評

『
文
心
離
龍
』

(世
界
古
典
文
学
全
集
25
筑

摩
書
房
)
に
よ
る
｡

④

｢
緑
衣
｣
は
'
詩
経

･
北
風
の
篇
名
で
､
そ
の
序
に

｢
緑
衣
'
衛
荘

妻
傷
己
也
へ
妾
上
暦
'
夫
人
失
位
､
而
作
是
詩
也
｣
と
あ
る
｡
｢
白
華
｣

は
､
詩
経

･
小
雅

･
魚
藻
之
什
の
篇
名
｡
そ
の
序
に

｢
白
華
'
周
人
刺

幽
后
也
'
幽
王
取
申
女
以
為
后
､
又
得
褒
似
而
酎
申
后
'
放
下
固
化
之
'

以
妾
薦
妻
へ
以
撃
代
宗
'
而
壬
弗
能
治
'
周
人
馬
之
作
是
詩
也
｣
と
あ
る
o

ど
ち
ら
も
'
妾
の
馬
に
正
夫
人
が
退
け
ら
れ
た
の
を
訊
刺
し
た
も
の
.

㊥

狩
野
直
幸
氏
は
'

｢
雨
藻
草
術
考
｣
に
お
い
て
'

｢怨
歌
行
｣
は
､

｢
全
-
六
朝
人
の
鰻
な
-
｣
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

⑥

但
し
'
例
え
ば

｢浮
景
忽
西
沈
｣

(張
載

･
七
哀
詩

･
其
二
)
の
句

に
み
ら
れ
る

｢
浮
景
｣
の
如
き
､
こ
れ
だ
け
で
は
必
ず
し
も

｢
夕
日
｣

の
光
を
意
味
し
な
い
語
は
入
れ
て
い
な
い
｡

狭
･晋
詩
に
お
け
る

｢夕
日
｣
に
つ
い
て

(蘇
)

⑦

各
時
代
の

｢
白
日
｣
の
使
用
例
を
以
下
に
示
す

(本
文
に
引
用
し
た

も
の
は
除
-
)｡

○
魂
の
例

l
白
日
暁
晩
忽
西
傾

霜
露
優
倭
塗
階
庭

(明
帝

･
燕
歌
行
)

(以
下

｢白
日
｣
の
語
は
○
○
で
表
記
す
る
)

2
原
野
何
者
候

3
驚
風
親
0
0

4
驚
風
瓢
0
0

5
風
塵
揚

塵
起

6
0
0
己
西
適

7
0
0
人
虞
淵

○
○
忽
西

匿

忽
然
蹄
西
山

光
景
馳
西
流

○
○
忽
己
冥

軟
禁
忽
忘
蹄

懸
革
息
脚
馬

(曹
植

･
滑
白
馬
王
彪

･
其
四
)

(同

･
滑
徐
幹
)

(同

･
整
復
引
)

(三
条

･
薙
詩
)

(同

･
律
詩
四
首

･
英
二
)

(経
襲

･
挽
歌
詩
)

8
0
0
没

時
晦
冥

(同

･
戦
額
陽
)

9
娯
楽
未
終
極

○
○
忽
鐘
蛇

(院
籍

･
詠
懐
詩

･
其
五
)

10
0
0
瀬
林
中

尉
翻
零
跡
側

(同

･
同

･
其
七

1
)

11

0
0
関
隅
谷

1
夕
不
再
朝

(同

･
同

･
其
八
1
)

○
晋

の
例

1
嘉
宴
既
終

○
○
西
節

(何
初

･
洛
水
租
壬
公
鷹
詔
)

2
0
0
既
没
明

燈
輝

夜
禽
赴
林
匹
鳥
棲

(陸
磯

･
燕
歌
行
)

3
閏
歩
不
能
移

○

○
奄
桑
檎

(李
顧

･
経
渦
跡
作
)

4
0
0
輪
西
阿

素
月
出
東
嶺

(陶
淵
明

･
雄
詩
十
二
首

･
英
二
)

5
春
遊
誠
可
禁

感
此
○
○
傾

(張
駿

･
東
門
行
)

6
驚
風
急
素
珂

○
○

漸
微
濠

(子
夜
歌

･
其
三
二
)

○
朱
の
例
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第
二
十
五
筋

1
0
0
億
晩
照

2
短
生
旗
長
世

3
厳
風
乳
山
起

4
君
才
走
何
如

○
南
努
の
例

1
賜
流
○

○
下

2
0
0

麗
飛
責

○

梁
の
例

1
陰
陰
色
晩

弦
月
升
初
光

(孝
武
帝

･
七
夕

･
其

1
)

恒
覚
○
○
歓

(謝
垂
運

･
預
孝
行
)

○
○

欲
還
次

(飽
照

･
冬
日
)

○
○
下
争
曙

(典
遥
遠

･
長
別
離
)

吹
添
景
雲
滋

(謝
跳

･
元
合
曲
)

参
差
皆
可
見

(同

･
晩
登
三
山
遠
望
京
邑
)

○
○
西
移

(昭
明
太
子

･
示
徐
州
弟

･
其
八
)

東
隅
誠
己
謝

0
0

西
景
逝
不
留

0
0

垂
景
迫
連
桑

思
仙
慕
雲
埼

憩
酒
完
未
悦

牛
景
方
自
歎

東
隅

誠
に
己
に
謝
し

西
景

逝
き
て
留
ま
ら
ず

(宋

･
博
亮

･
奉
迎
大
観
道
路
賦
詩
)

垂
景

連
桑
に
迫
-

思
仙

雲
埠
を
慕
-

(梁

･
沈
約

･
孝
和
蓑
陵
玉
葉
名
)

酒
に
惣
る
も
寛
に
未
だ
悦
ば
ず

牛
景

方
に
自
ら
欺
ず

2
0
0
西
落
楊

柳
重
合
情
弄
態
雨
相
知

(簡
文
帝

･
東
飛
伯
努
歌

･

其

一
)

3
香
風
起

○
○
低

(同
･採
蓬
曲
)

4
歓
楽
未
窮

己
○
○
下
西
山

(同

･
遊
人
)

5
千
里
何
粛
僕

○
○
陰
寒
樹

(江
掩

･
薙
鰹
詩

･
劉
大
尉
堀
)

6
曲
中
人
乗
取

誰
堪
○
○

(灰
肩
吾

･
詠
美
人
)

7
0
0
陰
城
棲

勤
風

掃
寒
木
(具
均

･
輿
柳
障
相
胎
答

･
其
四
)

8
飛
狐
○
○
晩

樹
海
愁
雲
生

(虞
義

∴
詠
震
将
軍
北
伐
)

○
陳
の
例

鷲
簸
青
松
続

鶏
峰

○
○
沈

(後
主

･
同
江
僕
射
遊
横
山
棲
霞
寺
)

㊥

な
お
､
晋
の
時
代

の
数
少
な
い

｢
夕
日
｣
の
使
用
例
の
た
い
て
い
が
､

象
徴
乃
至
比
境
と
し
て
う
た
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
､
育
代
以
後
の
六
朝

時
代
に

｢
夕
日
｣
を

｢
～
景
｣
で
表
現
す
る
場
合
､
｢～
景
｣
の
語
は
'

例
え
ば

(染

･
江
掩

･
採
石
上
菖
蒲
)

な
ど
､
時
の
短
促
や
老
い
の
象
徴
と
し
て
う
た
わ
れ
て
お
-
､
こ
の
こ

と
は
､
育
代
に

｢
～
景
｣
と
い
う
い
い
方
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
と

無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
O

㊥

謝
跳
と

｢
夕
日
｣
の
関
係
に
つ
い
て
は
'
興
膳
宏
氏

｢謝
跳
詩
の
拝

情
｣

(東
方
寧
第
三
十
九
輯
所
収
)
を
参
照
｡
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