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書

評

武
部
利
男
諾

『
自
禁
天
詩
集
』

東
京

六
興
出
版

一
九
八
一
年

一
月

三
四
六
頁

か
な
書
き
に
よ
る
､
日
栄
天
の
詩
の
詳
詩
集
､
こ
れ
が
本
書
の
特

徴
で
あ
る
が
､
こ
の
意
表
を
つ
い
た
讃
詩
法
が
､
こ
の
書
に
封
す
る

許
債
の
分
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
｡
ひ
ら
が
な
､
そ
れ
も
平
易
な
､

現
代
日
本
語
を
用
い
た

一
つ
の
詩
集
と
し
て
の
成
果
と
､
中
国
の
字

で
書
か
れ
た
詩
を
､
牛
ば
日
本
語
化
し
て
い
る
中
国
の
字
を
あ
え
て

全
面
排
除
し
て
､
ひ
ら
が
な
で
全
文
を
通
す
必
要
性
と
､
こ
の
二
つ

に
問
題
の
焦
鮎
は
絞
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡

中
国
の
詩
を
で
き
る
だ
け
平
易
に
口
語
詳
し
よ
う
と
い
う
試
み
は
､

か
な
-
以
前
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
漬
け
ら
れ
て
来
て

い
る

(漢
詩

の
聯
諸
の
歴
史
に
つ
い
て
は
'
武
部
氏
に
詳
細
な
論
文
が
あ
る
｡

｢
文
学
｣

一
九
八
〇
年
十
二
月
)｡
漢
詩
に
勤
し
､
訓
読
､
語
揮
'
説
明
的
讃
詩
と

い
う
段
階
を
経
て
も
､
な
お
不
十
分
な
従
来
の
方
法
で
は
､
専
門
家

に
と
っ
て
は
と
も
角
'
非
専
門
家
に
は
､
原
詩
よ
り
更
に
複
雑
難
解

に
な

っ
て
し
ま

っ
て
､
ま
す
ま
す
敬
遠
の
傾
向
を
強
め
る
因
と
な
る
｡

し
か
し
､
既
成
の
中
国
の
詩
の
柄
評
の
概
念
か
ら
す
れ
ば
､
徹
頭
徹

尾
か
な
が
き
､
固
有
名
詞

(時
に
は
普
通
の
名
詞
も
ま
じ
る
が
)
に
は
カ

タ
カ
ナ
が
用
い
ら
れ
る
と
は
い
う
も
の
の
､
詳
詩
の
文
は
ひ
ら
が
な

で
貫
-
と
い
う
の
は
､
完
全
な
型
破
-
と
い
え
よ
う
｡
段
階
式
の
､

普
遍
的
な
方
法
に
不
便
を
感
じ
た
著
者
が
開
著
し
た
､
新
し
い
評
詩

の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
｡
筆
者
は
始
め

一
議
し
た
時
､
分
-
易
-
､
読

み
易
い
諾
詩
の
文
だ
と
の
印
象
と
と
も
に
､
そ
れ
以
上
に
心
う
た
れ

た
の
は
､
上

･
下
の
文
字
の
対
照
で
あ
る
｡
上
段
は
､
カ
タ
カ
ナ
ま

じ
-
の
ひ
ら
が
な
､
そ
れ
も
縦

･
横
と
も
か
な
-
ゆ

っ
た
-
と
し
た

空
間
を
も

っ
て
､
パ
ラ
パ
ラ
と
並
ん
で
い
る
の
に
勤
し
､
下
段
に
は
､

ご
つ
ご
つ
と
四
角
ぼ

っ
た
難
し
い
字
が
ぎ

っ
し
-
と
窮
屈
に
整
列
し

て
い
る
様
は
､
二
つ
の
園
の
文
字
の
違
い
と
い
っ
た
単
純
さ
以
上
の

も
の
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡

こ
う
し
た
種
類
の
著
書
は
､
批
評
の
論
鮎
を
ど
こ
に
お
け
ば
よ
い

の
か
難
し
-
､
こ
の
諾
詩
集
が
出
版
さ
れ
た
ほ
ぼ

一
ケ
月
後
に
､
著

者
が
亡
-
な
ら
れ
た
と
い
う
特
殊
な
事
情
も
絡
ん
で
､
複
雑
な
思
い
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を
禁
じ
え
な
い
｡

讃
詩
の
文
だ
け
を
迫

っ
て
行
け
ば
､
そ
の
リ
ズ
ム
は
､
五
七
調
か

七
五
調
の
い
ず
れ
か
の
調
子
が
ほ
と
ん
ど
な
の
で
､
時
に
ひ
ら
が
な

の
表
記
で
､
何
を
意
味
す
る
の
か
首
を
か
し
げ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
､

リ
ズ
ミ
カ
ル
な
口
調
の
よ
さ
に
の
せ
ら
れ
て
､
な
か
な
か
面
白
い
評

だ
な
､
で
終

っ
て
し
ま
い
そ
う
で
あ
る
｡
が
､
原
詩
と
封
照
し
た
う

え
で
'
諸
の
適
否
を
論
ず
る
と
な
る
と
､
注
は
ほ
と
ん
ど
付
い
て
い

な
い
し
､
原
詩

1
行
に
封
し
､
五
言
詩
な
ら
五
七
調

l
句
､
七
言
詩

な
ら
七
五
調
二
句
､
が
諸
詩
の
原
則
ら
し
い
こ
と
は
は
ば
察
し
え
て

も
､
全
て
に
詳
細
な
換
討
を
加
え
る
と
な
る
と
､
繁
墳
な
作
業
で
あ

る
ば
か
-
で
な
-
'
詳
詩
の
文
が
忘
れ
ら
れ
て
そ
の
味
が
薄
-
な
る

こ
と
確
章
で
あ
る
O

筆
者
は
こ
う
し
た
謬
詩
集
の
成
果
よ
-
も
､
そ
の
必
要
性
に
少
か

ら
ず
疑
問
を
抱
い
て
い
た
の
だ
が
､
こ
の
書
評
を
書
-
に
あ
た
っ
て

各
方
面
か
ら
拝
借
し
た
資
料
を
謹
ん
で
い
る
う
ち
に
､
是
非
論
以
前

の
こ
と
と
し
て
､
こ
の
諾
詩
の
リ
ズ
ム
の
よ
さ
と
､
五
七
調
､
七
五

調
の
諸
の
定
型
が
､
著
者
の
年
数
を
か
け
た
苦
心
の
結
果
生
れ
た
も

の
だ
と
い
-
こ
と
を
知

っ
た
の
で
あ
る
.
そ
こ
で
著
者
の
詩
の
稀
等

書

評

の
足
跡
､
そ
れ
は
同
時
に
本
書
が
い
か
に
し
て
成
っ
た
か
の
背
後
事

情
で
も
あ
る
が
'
そ
れ
を
紹
介
し
'
多
少
の
批
判
を
加
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
書
評
に
か
え
た
い
と
思
う
｡

○

こ
の
詳
詩
集
は
､
著
者
が
過
去
に
幾
つ
か
の
雑
誌
に
載
せ
た
も
の

を
基
礎
に
し
て
お
-
､
そ
の
主
な
雑
誌
は

｢
V
I
K
I
N
G
｣
で
あ

る
(以
後
t
V
の
略
解
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
-
)｡
｢
お
も
い
ね
ん
ぐ
｣
(秦

中
吟

重
拭
｡
本
書
で
は
11<
頁
)
一
第
を
除
い
て
全
て

｢
Ⅴ
｣
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
｡
内
容
､
構
成
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
が
､

一
二
四

荒
の
詩
を
収
め
る
｡
そ
の
中
の
二
十
二
第
は
､
今
か
ら
二
十
五
年
前
､

一
九
五
七
年
八
月
に
､
東
京
創
元
社
出
版
の

｢白
楽
天
詩
集
｣
併
収

の
詩
を
再
藤
し
た
も
の
で
あ
る
(こ
れ
に
は
'
先
に
あ
げ
た

｢
お
も
い
ね

ん
ぐ
｣
重
院
も
含
ま
れ
て
い
る
.
以
後
こ
れ
ら
の
二
つ
の
｢自
棄
天
詩
集
｣

を
'
便
宜
上
｢蓄
版
｣
｢新
版
｣
と
呼
び
分
け
さ
せ
て
い
た
だ
-
)｡
｢奮
版
｣

は
､
説
諭
詩
二
十
篇

(秦
中
吟
六
篇
'
新
禦
府
十
一
篇
を
含
む
)､
感
傷

詩
二
嵩

(長
恨
歌
'
茸
琶
行
)､
の
計
二
二
筈
が
収
め
ら
れ
て
お
-
､

白
楽
天
の
代
表
作
と
い
わ
れ
る

｢長
恨
歌
｣

｢琵
琶
行
｣
以
外
は
､

訊
諭
詩
ば
か
-
で
､
著
者
の
若
き
頃
の
気
概
を
偲
ば
せ
る
も
の
で
あ
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る
.

1
九
五
二
年
代
か
ら
鋼
茅
を
開
始
し
て
(｢Ⅴ
｣
に
は
l
九
五
三
年

十
二
月
か
ら
連
載
し
始
め
て
い
る
.
五

〇
班
)
､

五
年
後
に

｢奮
版
｣
を

出
し
そ
の
成
果
を
世
に
問
う
て
後
､

な
ぜ
か
謬
詩
の
方
は
二
十
年
近

-
中
断
さ
れ
て
い
る
｡

諾
詩
の
再
開
は
､

一
九
七
五
年
か
ら
で
あ
-
､
そ
の
理
由
は

｢新

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

版
｣
の
あ
と
が
き
に
記
し
て
あ
る
の
で
省
略
す
る
が
ー
殆
ん
ど
毎
月

毎
競
､
謬
詩
を
載
せ
､

一
九
八
〇
年
三
月
(｢Ⅴ
｣
三
五
1
窮
)
ま
で
の
､

1
〇
二
黛
の
詩
､
及
び
秦
中
吟

'
新
禁
府
の
序
文
二
篇
と
､
｢蕃
版
｣

の
二
二
篇
を
加
え
て
編
集
し
､
一
九
八

一
年

一
月
に
､
こ
の

｢新
版
｣

を
刊
行
し
た

(秦
中
吟
'
新
禁
府
の
序
文
は
｢
Ⅴ
｣
に
は
載
せ
て
い
な
い
｡

｢新
版
｣
編
集
の
お
-
に
新
し
-
辞
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
)｡
こ
の
第
二
次

の

｢新
版
｣
に
収
め
た
詩
の
讃
詩
の
期
間
も
､

一
九
七
五
年
か
ら
八

〇
年
ま
で
で
あ
-
､
第

一
次
の
時
と
同
じ
-
五
年
だ
が
､
謬
詩
の
教

は
､
二

1
第
か
ら

一
〇
二
第

へ
と
五
倍
に
な
っ
て
い
る
O

｢蕃
版
｣
を
出
版
し
た
こ
と
は
､

｢
タ
ケ
べ
謂
ス
タ
イ
ル
｣
更
に

は

｢
タ
ケ
べ
き
-
｣
と
ま
で
同
人
に
許
さ
れ
る
翻
諸
法
が
､
形
式
的

に
は

一
つ
の
完
成
を
み
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
が
､
そ
の
後
の
二
十
年

の
沈
黙
は
､
詩
の
所
謂
に
つ
い
て
､
理
論
的
思
考
の
期
間
で
あ

っ
た

よ
う
だ
｡
詩
の
諸
は
そ
の
間

一
篇
も
襲
表
し
な
か
っ
た
が
､
湊
詩
の

踊
諸
に
つ
い
て
の
論
文
を
､
た
て
緯
け
に
二
篇
書
い
て
い
る
｡

一
九

六

一
年
九
月
に
､
雑
誌

｢無
限
｣
(八
競
)
に
､

｢漠
詩
の
研
講
に
つ

い
て
の
感
想
｣
､
同
じ
年
の
十
月
に
'

｢中
開
文
学
報
｣
(第
十
五
肋
)

に

､

書
評

｢倉
石
武
四
郎

･
須
田
碩

一
讃
歴
代
詩
選
｣
､

と
題
す
る

も

の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
武
都
民
の
鞘
等
理
論
の
第

一
期
の
論
文
で

あ
る
が
､
後
の
第
二
期
の
論
文
(｢文
筆
｣
所
載
)
の
と
こ
ろ
で
ふ
れ
る
｡

翻
諸
の
貴
慮
面
､
つ
ま
-
か
な
が
き
講
の
､
武
都
民
の
こ
の
昔
時

の
苦
心
の
跡
が
分
る
も
の
に
､
左
の
三
第
が
あ
る
.

｢新
豊
折
簡
素
｣

う
で

へ
し
お
っ
た

お
じ
い
さ
ん

｢縛
戎
人
｣

し
ぼ
ら
れ
た

え
び
す

｢頁
炭
素
｣

す
み
う
-
の

お
じ
い
さ
ん

例

え
ば
ー

｢膏
炭
素
｣
を
あ
げ
る
と
､

0
0
0

い
ち
ば
の

み
な
み
の

も
ん
の

そ
と

市
南
門
外
泥
中
歓

ぬ
か
る
み
み
ち
で

ひ
と
や
す
み

(
1
二
二
頁
)

0
0

0

0
0
0

き
い
ろ
い

き
も
の
の

ち
ゃ

ぼ

う
ず
と

黄
衣
使
者
自
杉
兄

0
0

0
0

0
0
0
0

し
ろ
い

ふ
-

き
た

へ
い
た

い
と

(
一
二
三
貢
)
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の
｡

印
の
と
こ
ろ
が
､
最
初
の
謬
(嫌
誌

｢塔
｣
一
九
五
二
年
十
一
月
､

0
0

二

親
)
は
､
｢ま
ち
の

み
な
み

の
-
-

｣

｢き
い
ろ
い

き
も
の

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

の

お
っ
か
い
と

し
ろ
い

き
も
の
の

わ
か
も
の
と
｣

に
な
っ

て
お
-
､
前
の
部
分
の
訂
正
は

｢
Ⅴ
｣
で
は
な
さ
れ
ず
'
｢

蓄
版
｣

で
行
わ
れ
て
お
-
､
後
の
部
分
は

｢
Ⅴ
｣

(
一
九
五
四
年
八
月
'
五
四

戟
)
で
､
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
注
に
つ
い
て
は
､

｢塔
｣
｢

Ⅴ
｣

で
も

1
つ
注
が
附
け
ら
れ
て
い
る
が
'
ひ
ら
が
な
の
注
で
あ
る
.

せ
ん
き
ん

あ
ま
-
も

あ
る
も
の
を

(注
)
き
ん

お
も
さ
の
た
ん
い

｢奮
版
｣
以
後
は
､
漢
字
ま
じ
-
の
注
と
し
､
注
も

一
つ
埼
し
て
い

る
｡
他
の
詩
に
関
し
て
も
､
注
は

｢新
版
｣
が
最
も
多
-
な
っ
て
い

る
｡原

詩
も
'

｢奮
版
｣

｢新
版
｣
に
､
文
字
の
異
同
が
あ
る
が
､
こ

こ
に
は
ふ
れ
な
い
｡
ひ
ら
が
な
講
の
一訂
正
加
筆
は
､
勿
論
第
二
期
の

詳
詩
の
こ
ろ
も
行
わ
れ
て
い
る
｡

ひ
ら
が
な
苛
に
封
す
る
讃
老
自
身
の
こ
-
し
た
苦
心
は
あ
っ
た
も

の
の
､

一
見
大
勝
無
謀
と
も
思
え
る
こ
の
試
み
を
､
支
え
績
け
た
の

は

｢
Ⅴ
｣
の
同
人
な
か
ま
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
｡
原
詩
を
併
記
し
な
い

書

評

ひ
ら
が
な
讃
､
注
は
附
い
て
い
る
時
も
あ
る
が
､
最
少
限
度
で
あ
-
､

そ
れ
も
ひ
ら
が
な
書
き
の
諾
､
問
題
も
式
も
隠
さ
れ
て
､
解
答
の
み

が
示
さ
れ
る
形
で
あ
る
｡
同
人
の
創
作
が
生
虞
面
目
に
並
ぶ
な
か
で
､

一
種
の
空
間
聾
術
か
と
思
わ
れ
る
こ
の
謂
詩
は
､

一
服
の
清
涼
剤
な

ど
と
い
っ
て
お
れ
な
い
面
が
あ

っ
た
｡
原
詩
及
び
注
に
封
す
る
同
人

の
再
三
の
要
望
に
も
鷹
じ
る
こ
と
な
-
意
志
を
曲
げ
ず
､
例
合
に
出

席
の
時
も
､
他
の
同
人
な
か
ま
が
日
栄
天
の
原
詩
を
持
参
す
る
こ
と

が
た
ま
に
あ
っ
て
も
､
自
分
で
持
ち
こ
む
こ
と
は
た
え
て
な
か
っ
た

ら
し
い
｡
恐
ら
-
そ
れ
は
評
者
の
意
圏
的
な
行
為
で
あ
-
､
同
人
な

か
ま
に
期
待
し
た
も
の
は
､
ひ
ら
が
な
で
意
が
通
じ
る
か
､
詩
に
な

っ
て
い
る
か
､
の
遠
慮
な
き
批
評
で
あ

っ
た
ろ
う
｡
原
詩
を
提
示
す

れ
ば
､
な
ま
じ
漢
字
文
化
圏
の
人
間
だ
け
に
､
か
え
っ
て
混
乱
が
生

じ
て
説
明
が
必
要
と
な
-
､
詳
者
の
目
的
は
達
成
さ
れ
な
い
こ
と
に

な
る
危
険
が
あ
る
｡
原
詩
は
謬
者
が
知

っ
て
い
る
の
だ
か
ら
'
詩
と

し
て
日
本
語
と
し
て
ダ
メ
な
部
分
の
指
摘
が
得
ら
れ
れ
ば
､
詳
者
が

原
詩
と
照
し
て
考
え
直
す
｡
自
身
で
も

｢詳
し
た
ら
聞
い
て
も
ら
っ

て
直
す
｣
(｢Ⅴ
｣
五
七
鱗
'
例
合
記
)
と
の
襲
言
が
あ
-
､
武
部
氏
所

蔵
の

｢
Ⅴ
｣
に
は
､
同
人
評
を
参
考
に
し
て
手
を
入
れ
て
あ
る
所
が
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か
な
-
あ
る
｡

日
本
語
と
い
ヶ
こ
と
ば
の
文
化
を
志
向
さ
れ
る
専
門

家
た
ち
の
意
見
､
い
や
智
慧
と
申
す
べ
き
か
､
は
得
が
た
き
収
獲
と

し
て
大
切
に
活
用
さ
れ
て
い
た
｡
か
つ
て
富
士
正
晴
氏
は
､
｢奮
版
｣

の
書
評
(｢Ⅴ
｣
八
六
親
)
の
な
か
で
､

｢
V
I
K
I
N
G
へ
入
っ
て
､

ぼ
-
が

一
番
と
-
を
し
て
る
と
思
い
ま
す
､
と
の
武
都
民
の
こ
と
ば

の
意
味
が
分
ら
な
い
｣
と
書
か
れ
た
が
､

一
筋
の
書
物
と
し
て
ま
と

め
た
こ
と
の
外
に
､

｢
と
-
を
し
て
る
｣
と
資
感
す
る
事
情
が
言
わ

せ
た
､
寡
獣
な
武
部
氏
の
精

一
杯
の
感
謝
の
こ
と
ば
で
は
な
か
っ
た

の
だ
ろ
う
か
｡

さ
て
次
に
､

｢奮
版
｣

｢新
版
｣
の

｢自
禦
天
詩
集
｣
は
､
著
者

の
翻
謬
詩
の
､

1
次
､
二
次
の
成
果
と
し
て
世
に
問
わ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
は
言
-
ま
で
も
な
い
が
､
中
国
の
詩
の
､
か
な
が
き
覇
講

と
い
う
立
場
か
ら
い
え
ば
､
そ
の
詳
詩
は
白
楽
天
か
ら
始
ま
っ
た
も

の
で
な
い
こ
と
を
､
少
し
述
べ
て
お
こ
-
0

同
じ
唐
代
の
詩
人
だ
が
､
武
都
民
の
専
門
で
あ

っ
た
李
白
の
詩
を
､

か
な
が
き
翻
諸
の
最
初
の
封
象
と
さ
れ
た
o

｢静
夜
思
｣

｢子
夜
具

歌
｣

｢迭
友
人
｣

｢塞
下
曲
｣

｢秋
登
宣
城
謝
眺
槙
｣
の
五
首
の
詩

で
あ
-
､

五
言
詩
だ
が
､
五
七
調
型
の
諸
に
は
な
っ
て
い
な
い

(
一

九
五
1
年
1
月
'

｢Ⅴ
｣
二
五
窮
)｡
そ
の
後
二
年
牛
は
ど
(
一
九
五
二
年

～
五
四
年
)
は
､
白
楽
天
の
詩
の
翻
評
が
績
き
､
次
に
杜
甫
の
詩
の
評

を
試
み
た
時
期
が

一
年
ほ
ど
あ
る
(
一
九
五
五
年
)｡

｢石
壕
吏
｣
｢茅

屋
為
秋
風
所
破
歌
｣

｢兵
奉
行
｣

｢新
婚
別
｣
等
の
四
第
の
詩
だ
が
'

こ
れ
ら
も
五
七
調
､
七
五
調
型
の
謬
詩
で
は
な
い
｡
以
後
は
白
楽
天

の
詩
に
専
念
の
時
期
が
績
-
が
､
こ
の
李
白

･
杜
南
の
詩
に
つ
い
て

は
､
う
ま
-
い
か
な
か
っ
た
と
､
後
に
述
懐
さ
れ
て
い
る
.

白
楽
天
の
評
は
､
初
め
か
ら
定
型
で
あ
-
､
五
言
詩
は
五
七
調

一

句
､
七
言
詩
は
七
五
調
二
句
を

一
般
的
原
則
と
し
て
お
-
､
結
果
と

し
て
ス
ム
ー
ス
に
い
っ
た
こ
の
詩
人
の
詩
を
緯
け
る
こ
と
に
な
っ
た

の
だ
ろ
-
.
自
詩
と
李

･
杜
の
詩
の
爾
評
の
成
功
不
成
功
は
､
詩
人

の
詩
の
本
質
的
な
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
て
､
か
な
が
き
謂
詩
が
､

全
て
の
詩
人
の
詩
に
適
用
で
き
る
も
の
で
な
い
､
い
い
か
え
れ
ば
限

界
が
自
ず
と
あ
る
こ
と
を
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

○

そ
れ
で
は
本
書
の
内
容
に
ふ
れ
な
が
ら
､
少
し
詳
し
-
述
べ
て
み

よ
う

(本
書
に
は
'
寛
文
生
氏
の
解
説
'
著
者
の
あ
と
が
き
も
附
さ
れ
て
い

る
の
で
参
照
ざ
れ
た
い
)｡

｢奮
版
｣
と
異
な
-
1

｢新
版
｣
は
､
Ⅰ
か
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ら
Ⅴ
ま
で
の
五
章
に
分
け
て
編
集
さ
れ
て
お
-
､

-
訊
諭
詩

秦
中
吟
十
第

新
楽
府
二
九
篇
を
含
む

計
四
四
篇

Ⅱ
閑
適
詩

四
四
篇

Ⅲ
感
傷
詩

長
恨
歌
､
琵
琶
行
を
含
む

一
八
篇

Ⅳ雄
律
詩

一
六
篇

Ⅴ
そ
の
他

二
第

(｢白
香
山
詩
集
｣
の
後
集
)

と
な
っ
て
お
-
､
白
楽
天
自
ら
が
分
類
し
た
鮭
に
倣
っ
て
い
る
｡

詩
の
選
樺
は
､
そ
の
詩
の
内
容
が
第

l
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
､
謬

詩
上
の
問
題
､
そ
れ
に
右
の
そ
れ
ぞ
れ
の
分
類
に
入
る
詩
の
数
な
ど

も
､
絡
-
ご
ろ
に
は
考
慮
さ
れ
た
よ
-
だ
｡

｢
Ⅴ
｣
連
載
の
詩
を
見

る
と
､
最
後
の
1
年
-
ら
い
は
､
説
諭
詩
以
外
の
詩
､
特
に
閑
適
詩

が
多
-
な
っ
て
お
-
､
訊
義
塾
の

｢膏
版
｣
に
比
べ
､
説
諭
､
閑
適

重
税
塑

(そ
れ
ぞ
れ
四
四
篇
)
に
な

っ
て
い
る
｡

詩
の
形
式
か
ら
い
え
ば
､
五
言
絶
句
と
七
言
律
詩
は
な
-
､
恐
ら

ヽ
ヽ
ヽ

く
こ
の
詩
型
は
､
ひ
ら
が
な
諸
と
し
て
日
本
語
に
こ
な
れ
難
か
っ
た

た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

ひ
ら
が
な
諸
の
詩
が
､
抵
抗
な
-
､
退
屈
す
る
こ
と
な
-
譲
め
る

の
は
､
こ
の
構
成
法
と
あ
な
が
ち
無
関
係
で
は
な
い
｡
著
者
が
詳
詩

書

評

の
定
型
と
し
た
五
七
調
､
七
五
調
が
貴
に
う
ま
-
排
列
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
｡

Ⅰ
説
諭
詩

Ⅰ
閑
適
詩

Ⅲ
感
傷
詩

Ⅳ薙
律
詩

Ⅴ
そ
の
他

秦
中
吟
ま
で

五
言
詩

新
楽
府
二
九
篇

七
言
詩

五
言
詩

五
言
詩

長
恨
歌
､
琵
琶
行

七
言
詩

七
言
絶
句

五
言
詩

五
七
調

七
五
調

五
七
調

五
七
調
縫
績

七
五
調

七
五
調

五
七
調

五
言
詩
､
七
言
詩
の
あ
る
程
度
の
連
唐
と
交
替
は
､
五
七
調
の
簡
潔

で
､
力
強
い
調
子
と
'
七
五
調
二
句
の
や
や
長
い
説
明
的
で
､
流
暢

な
調
子
と
の
､
襲
化
の
妙
に
富
む
も
の
が
あ
る
｡

ま
た
五
言
詩
を
五
七
調

一
句
､
ひ
ら
が
な

一
二
字
､
七
言
詩
を
七

五
調
二
句
､
ひ
ら
が
な
二
四
字
､
と
い
う
の
は
､
五
言
と
七
言
の
漢

字
の
僅
か
二
字
の
差
が
､
ひ
ら
が
な
で
は
､

一
二
字
と
二
四
字
､
つ

ま
-
二
倍
の
差
に
も
な
っ
て
い
る
｡
ま
た
五
言
詩

一
句
は
､
漢
字
の

二
倍
､
七
言
詩

一
句
は
､
湊
字
の
三
倍
牛
の
ひ
ら
が
な
で
辞
さ
れ
て

い
て
､
以
上
の
こ
と
を
考
え
る
と
､
湊
字
と
ひ
ら
が
な
の
差
を
､
著
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者
が
か
な
-
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
だ
が
こ
う
し
た
文

字
の
加
減
だ
け
で
は
､
な
お
詳
し
き
れ
な
い
も
の
が
あ
-
､
こ
れ
ら

の
映
鮎
を
補
う
も
の
と
し
て
､
細
か
-
分
け
ら
れ
た
段
落
と
､
五
七

調
七
五
調
と
い
う
の
を
更
に
分
解
す
る
方
法
と
が
､
と
ら
れ
た
も
の

か
と
思
う
｡

段
落
に
つ
い
て
は
､
謬
詩
と
同
様
に
､

｢新
版
｣
ま
で
に
か
な
-

手
を
加
え
て
い
る
O
五
七
調
七
五
調
の
リ
ズ
ム
の
分
解
と
い
う
の
は
､

例
え
ば
､

H

五
言
詩

む
ぎ
か
-
を
み
る

観
刈
穿

7
〕

5

5

2

7
5iiiiiii
-

5

4

3

⇔

七
言
詩

び
わ
の
う
た

ジ

ソ
ヨ
ウ
の

琵
琶
行

ま

ち

お
お
か
わ
の

は
と
-
に

か
え
で
の

つ
め
た
-

こ
よ
い

と
も

お
-
る

は
っ
ぱ
と

お
ぎ
の

は
な

あ
き
の

か
ぜ
が

ふ
-

韓
陽
江
頭
夜
迭
客

楓
菓
荻
花
秋
索
索

108

ひ
ま
な
つ
き

ご
が
つ
に
は

ゆ
う
べ
か
ら

い
ち
め
ん
に

いな

かに

な

いが

ば
い

い
そ
が
し

い

み
な
み
か
ぜ

ふ
き

こ
む
ぎ
は

き
い
ろ

田
家
少
閑
月

五
月
人
倍
忙

夜
来
南
風
起

小
蓼
.背
馳
茨

5

7

1

1

5

iiiiiiiiiiiiid

3
2

4

3

7

Giiiiiiiii

ii-

5

2

5

; 〕 7 ; 〕 7 ; 〕7 ≡ 〕7

… 〕5 … 〕5 ;〕5 5

五
七
調
､

七
五
調
の
､
五
は
2
･3
か
3
･2
に
分
け
ら
れ
､
七
は

5
･2
､
2
･5
､
4
･3
に
分
け
ら
れ
る
｡
文
法
的
な
基
準
で
は
な
い



が
､
句
讃
鮎
を
用
い
な
い

一
字
の
空
白

(
ポ
ー
ズ
)

の
意
味
は
､
聾

に
出
し
て
讃
む
と
､
意
外
な
重
さ
が
は

っ
き
-
す
る
｡

こ
う
し
た
武
部
氏
の
細
部
に
至
る
ま
で
所
産
の
ゆ
き
屑
い
た
等
詩

法
は
､
下
に
記
さ
れ
て
い
る
原
詩
に
比
し
て
も
む
だ
の
な
い
適
切
な

評
詩
の
文
と
相
侯

っ
て
､

一
般
的
に
は
成
功
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
｡

が
､
ひ
ら
が
な
評
に
詳
し
き
れ
ず
に
､
意
辞
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い

て
､
原
詩
を
見
る
ま
で
気
の
付
か
ぬ
面
も
あ
る
｡
そ
の
多
-
は
固
有

名
詞
の
問
題
な
の
だ
が
､
た
と
え
ば
幾
つ
か
例
を
示
す
と
､

か
ね
も
ち
の

ひ
と
の
て
に

お
し
ま
れ
て

い
に
し
え
の

あ
と
を
つ
ぐ

あ
れ
は
て
た

や
し
き
も

い
ま
に

わ
た
る
じ
ゃ
な
い
か

(秦
中
吟

傷
宅

い
な
か
に

きっ
た

ひ
と
は

か
し
こ
い(秦

中
吟

ひ
と
は

い
ま

な
く

み
や
こ
の

み
ち
よ(秦

中
吟

そ
の
た
め
に

ひ
な
び
た

こ
と
は

書

評

0
0
0

不
見
馬
家
宅

0
0
0

今
作
奉
誠
園

三
二
'
三
三

貢)

0

00

賢

哉
湊

二疎

彼
鴻
是
何
人

不
致
仕

三
七
頁
)

0
0

0

寂
実
東
門
路

無
人
鮭
去
塵

不
致
仕

三

七
頁
)

(J
rJ
rJ

所
以

緑
窓
琴

ひ

い
ち
に
ち

は
こ
-
が

つ
も
る

日
日
生
塵
土

(秦
中
吟

五
絃

四三
頁
)

00
0

お
な
じ
こ
ろ

ろ
う
や
の

な
か
で

山豆

知
閥郷
獄

し
ゅ
う
じ
ん
が

こ
ご
え
じ
に
す
る

中
有
凍
死
囚

(秦
中
吟

歌
舞

四
五
頁
)

0

0
0
0

き
ん
の

に
わ
と
-

ふ
す
ま
の

か
げ

金
鶏
降
下
養
魚
兄

よ
う
し
と

な

っ
て

お
き
に
い
-

(新
楽
府

胡
旋
女

六
一
'
六

〇
頁
)

0
0

せ
ん
に
ん
に

い
ば
れ
る
ほ
ど
だ

便
可
倣

松
喬

さ
か
ず
き
の

さ
け
も

い
ら
な
い

何
仮
盃

中
深

(春
日
閑
居

三
二
七
頁
)

な
ど
の
原
詩
の
｡

印
を
附
し
た
遠
-
､
何
か
]m
詩
に
今

一
工
夫
は

し
い
も
の
で
あ
る
｡

故
事
来
歴
を
持
つ
語
の
詳
し
足
-
な
さ
と
で
も

い
え
よ
う
か
｡
そ
の
他
に
､

O
O
O
O

シ

コ
ウ
や

ブ
テ
ィ
が

か
み
が
み
に

上
元
太

一
虚
所
蒔

お
い
の
-
し
て
も

か
い
が
な
い

(

新
楽

府

海
漫
漫

五
二
㌧
五
一
頁
)

な
ど
は
､
著
者
の
解
樺
が
入

っ
た
評
に
襲
え
ら
れ
て
お
-
､
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ひ
だ
-
の

う
で
は

し

っ
か
-
と

左
闇
想
眉
右
簡
折

ま

ご

の

か

た

に

よ
-
か
か
-

み
ぎ
の

う
で

は

と
ち
ゅ
う
か
ら

あ
あ

む
ざ
ん
に
も

お
れ
て
い
る

(新
楽
府

新
豊
折
簡
素

六
三
頁
)

は
､
七
言

一
句
に
射
し
て
､
七
五
調
四
句
､
四
八
字
の
長
い
諸
に
な

っ
て
い
る
｡
ま
た
､

は
じ
め
の

ひ
こ
ぼ
し

お
-
ひ
め
が

蓋
期
牛
女
馬
参
商

い
ま
じ
ゃ

み
つ
ぼ
し

な
か
ご
ほ
し

(新
発
府

太
行
路

七
一
'
七
〇
頁
)

み
つ
ぎ
も
の
と
は

な
い

も
の
を

任
土
貢
有
不
貢
無

み
つ
ぐ

わ
け
で
は

あ

-
ま
せ
ぬ

(新
禦
府

道
州
民

九
二
'
九
一
頁
)

な
ど
は
､
ひ
ら
が
な
詔
の
意
そ
の
も
の
が
通
じ
ず
､
何
か
の
補
足
を

必
要
と
す
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
｡

｢

Ⅴ
｣
同
人
評
で
指
摘
さ
れ
た
鮎
も
含
め
て
､
筆
者
の
気
の
付
い

た
鮎
を
幾
つ
か
挙
げ
て
お
い
た
｡

こ
の
諾
詩
集
に
は
､
五
七
調
七
五
調
リ
ズ
ム
と
は
別
に
等
詩
の
文

の
基
調
と
い
っ
た
も
の
が
章
毎
に
あ
-
､

-
説
諭
詩
は
､
力
強
-
訴

え
､

Ⅰ
閑
適
詩
は
､
ゆ

っ
た
-
と
の
び
や
か
に
､

Ⅲ
感
傷
詩
は
'
や

さ
し
-
も
の
悲
し
-
､

Ⅳ格
律
詩
は
､
し
ん
み
-
さ
ら
-
と
､
の
諸

を
志
さ
れ
た
か
と
思
わ
れ
､
特
に
Ⅳ
の
七
言
権
句
は
､
拝
惰
性
を
帯

び
美
し
い
｡

あ
き
の

は
じ
め

ラ
ク

ユ
ウ

エ
ソ
に

の
ぼ
る

立
秋
日
登
架
遊
園

ひ
と
-

で
か
け
て

い
け
の

は
と
-
で

う
ま
を

め
ぐ
ら
し

ラ
ク

ユ
ウ

エ
ソ

へ

ひ
そ
と

さ
び
し
い

は
や

お
と
ろ
え
た

だ
れ
が

ふ
た
つ
を

い
ち
ど
に

あ
き
を

キ

ョ
ク

コ
ウ

の

ひ
と
り
ご
と

の
ろ
の
ろ
と

の
ぼ
-
ゆ
-

す
ず
か
ぜ
と

わ
が

か
み
と

ひ
き
あ
わ
せ

つ
げ
る
の
か

猪
行
猪
語
曲
江
頭

過
馬
遅
遅
上
架
遊

蒲
楓
涼
風
輿
要
撃

誰
教
計
合

一
時
秋

110

こ
の
連
-
に
な
る
と
､
｢

Ⅴ
｣
連
載
五
十
回
､
詳
詩
の
教
も
百
首

以
上
の
キ
ャ
リ
ア
が
も
の
を
い
っ
て
か
､
同
人
評
も
も
は
や
聾
無
し

に
近
-
な

っ
て
い
る
｡



○

武
部
氏
は
､
こ
の

｢新
版
｣
刊
行
の
前
年
､

一
九
八

〇
年
二
月
に
､

第
二
期
の
研
詳
理
論
を
草
表
さ
れ
て
い
る
｡
刊
行
の
前
年
と
い
っ
て

も
､
八

〇
年
代
は
所
謂
の
賓
践
の
方
は
､
健
康
状
態
が
最
悪
の
た
め

休
ん
で
お
ら
れ
､

｢新
版
｣
所
収
の
詩
の
茅
が
全
都
完
成
し
､

一
段

落
の
時
期
と
な

っ
て
い
た
頃
で
あ
る
｡

｢蕃
版
｣
所
収
の
諾
詩
に
五
年
の
歳
月
を
か
け
､
出
版
し
て
後
三

年
目
に
'
第

l
次
の
稀
謂
理
論
を
ま
と
め
､
擁
諸
の
茸
践
の
方
は
二

十
年
の
空
自
が
あ

っ
た
が
､
再
開
し
て
後
五
年
目
に

｢新
版
｣
と
､

第
二
次
の
研
謬
理
論
を
本
格
的
に
執
筆
と
い
-
､
着
着
と
墜
資
に
ま

と
め
あ
げ
ら
れ
た
が
､

一
九
五
二
年
に
自
禁
天
の
詩
の
諸
に
手
を
染

め
ら
れ
て
以
来
､
通
算
三

〇
年
の
蓄
積
の
年
月
で
あ

っ
た
｡

｢藻
詩
翻
弄
の
お
ぼ
え
が
き
｣
(｢文
学
｣
一
九
八
〇
年
十
二
月
)
と
題

す
る

一
文
は
､
武
都
民
の
'
こ
の
三
十
年
に
わ
た
る
漢
詩
の
稀
諸
の

絶
括
の
意
を
持
つ
も
の
で
あ
る
.
そ
の
内
容
は
､
始
め
に
漢
詩
の
所

謂
の
歴
史
か
ら
入
-
､
そ
の
貴
鏡
と
理
論
の
両
方
面
に
分
け
て
､
過

去
の
業
績
を
畢
げ
な
が
ら
､
自
分
の
見
解
を
加
え
て
論
を
進
め
る

(直
接
の
関
連
は
な
い
の
で
'
省
略
す
る
が
､
所
謂
の
歴
史
を
知
る
上
で
は
参

書

評

考
に
な
る
論
文
で
あ
る
)｡

そ
し
て
次
い
で
､
二
五
年
前
の
武
部
氏
自

身
の
翻
詳
論

(前
掲
の
も
の
)
の
主
旨
を
紹
介
し
て
い
る
｡

H

｢歴
代
詩
選
｣
の
倉
石

･
須
田
の
稀
講
は
失
敗
で
あ
-
､
そ
の

原
因
を
､
古
典
的
日
本
語
と
五
七
調
七
五
調
リ
ズ
ム
の
使
用
､
の

二
鮎
で
あ
る
と
し
､
漢
詩
は
ー
散
文
､
平
易
､
通
俗
的
な
評
が
よ
い
｡

⇔原
詩
､
訓
読
､
日
本
語
謬
-
参
考
書
型
｡
日
本
語
を
主
と
し
て
､

原
詩
を
そ
え
る
-
覇
等
型
O
の
二
つ
に
分
類
し
､
詩
は
形
式
よ
-

も
リ
ズ
ム
が
大
切
で
あ
-
､
湊
詩
の
諸
は
､
書
物
の
形
式
や
評
の

形
式
に
と
ら
わ
れ
ず
に
､
内
容
が
大
切
で
あ
る
｡

と
述
べ
る
｡
そ
の
反
面
､
自
分
の
主
張
す
る
理
論
と
は
異
な

っ
て
､

白
楽
天
の
詩
の
翻
謡
は
五
七
調
か
七
五
調
の
定
型
評
に
な
-
､
理
論

と
資
践
の
矛
盾
を
自
ら
認
め
て
'
故
意
の
定
型
讃
か
ら
の
逃
避
よ
-

も
'
自
ず
と
定
型
茅
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
'

一
面
で
は
形
式

主
義
か
ら
の
脱
皮
と
解
樺
さ
れ
る
｡

ま

た

､

か
な
が
き
茅
の
理
由
は
､
分
-
易
さ
で
あ
-
､
漢
字
を
用

い
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
､
湊
字
の
日
本
語
と
し
て
の
ニ
ュ
ア

ン
ス
の
ず
れ
に
よ
る
､
な
ど
自
問
自
答
の
形
で
そ
の
可
否
を
述
べ
､

か
な
が
き
だ
け
が
漢
詩
の
諸
の
唯

一
の
方
法
で
は
な
い
と
結
論
す
る
｡
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白
楽
天
に
つ
い
て
試
み
た
だ
け
の
こ
と
で
､
李
白

･
杜
商
の
詩
に
つ

い
て
は
､
前
逃
し
た
よ
う
に
失
敗
だ
っ
た
､
と
い
う
.
ま
た
､
か
な

が
き
芋
の
思
い
つ
き
は
､
倉
石
武
四
郎
先
生
の
か
な
も
じ
運
動
に
解

襲
さ
れ
た
も
の
で
､
厳
密
な
逐
語
評
は
､
舌
川
幸
次
郎
先
生
の
影
響

だ
と
､
二
人
の
恩
師
の
名
を
あ
げ
て
論
を
結
ん
で
お
ら
れ
る
｡

平
易
､
通
俗
､
散
文
の
詳
O
内
容
の
重
鼠
｡
こ
れ
が
武
部
氏
の
覇

等
理
論
の
骨
格
で
あ
-
､
五
七
調
七
五
調
の
定
型
評
は
､
自
然
な
結

果
と
し
て
こ
う
な
っ
た
の
だ
と
い
う
｡

三
十
年
の
年
月
を
か
け
て
白
楽
天
の
詩
を

二

一四
篇
詳
し
､

｢新

版
｣
の

｢自
棄
天
詩
集
｣
と
し
て

一
班
の
書
に
ま
と
め
た
武
部
氏
の

こ
の
こ
と
ば
に
は
説
得
性
が
あ
る
｡

○

最
後
に
､

｢奮
版
｣
及
び

｢新
版
｣
の

｢白
楽
天
詩
集
｣
の
諾
詩

の
下
に
併
せ
載
せ
ら
れ
た
､
自
禁
天
の
原
詩
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き

た
い
と
思
う
｡

著
者
は
､
こ
の
二
つ
の
諾
詩
集
の
底
本
と
し
た
も
の
を
明
記
さ
れ

て
い
な
い
｡
問
題
は
そ
こ
か
ら
生
じ
て
い
る
｡
全
て
の
白
楽
天
の
詩

の
寛
際
の
評
に
あ
た
っ
て
は
､

｢国
許
漢
文
大
成
｣
の

｢白
楽
天
詩

集
｣
(江
立
名
編

｢自
香
山
詩
集
｣
佐
久
節
評
注
)
を
用
い
､
｢新
版
｣

に
併
記
し
た
原
詩
は
､

｢宋
本
｣
(
一
九
五
五
年
十
月
､
｢自
氏
長
慶

集
｣
北
京
文
学
古
籍
刊
行
敵
影
印
の
こ
と
か
)
に
よ
る
､
と
聞
い
て

い
る
｡
｢蓄
版
｣
と

｢新
版
｣
の
原
詩
も
文
字
に
異
同
が
あ
-
､
｢善

版
｣
も
､
郡
波
本
､
紹
興
本
､
大
成
本

(江
本
)
の
何
れ
の
系
統
と
も

い
え
ず
不
明
な
鮎
が
あ
る
｡

た
だ

｢奮
版
｣
と

｢新
版
｣
の
原
詩
の
相
異
だ
け
な
ら
ば
､
こ
う
し

た
謬
詩
集
の
性
質
上
､
そ
の
底
本
ま
で
云
々
す
る
こ
と
は
な
い
の
だ

が
､詳
詩
の
文
と
関
-
合
う
と
こ
ろ
が
あ
る
と
､事
は
さ
よ
う
に
簡
単

で
は
な
-
な
る
｡
か
な
が
き
諸
を
誤
諸
と
す
る
か
､
原
詩
の
校
訂
を

す
る
か
､
い
ず
れ
に
し
ろ
こ
の
ま
ま
で
は
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
｡

か
な
が
き
諸
の
方
で
は
意
謬
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
､
逐
語
的
に
は

漢
字
と
の
相
異
が
隠
さ
れ
て
し
ま
う
面
も
あ
る
が
､
こ
の
鮎
の
見
直

し
の
不
可
能
だ
っ
た
こ
と
を
最
後
ま
で
著
者
は
束
に
か
け
て
お
ら
れ

た
と
の
こ
と
な
の
で
､
訂
正
さ
れ
る
こ
と
は
今
や
無
-
な
っ
た
が
､

筆
者
の
束
の
付
い
た
と
こ
ろ
を
挙
げ
て
お
こ
-
.
(原
詩
｢新
版
｣
と
謬

詩
の
傍
に
｡
印
を
附
し
た
｡
｢蕉
｣
は
｢奮
版
｣､
｢成
｣
は
｢大
成
｣
の
略
)

,,
r,
rJ

r)

き
ぐ
ら
い
は

た
か
い
け
れ
ど
も

維
云
志
気
在

112



か
お
つ
き
は

ど
う
に
も
な
ら
ぬ

0
0
0
0
0

た
ま
し
い
だ
け
が

の
こ
さ
れ
て

は
ね
は

だ
れ
に
も

ひ
ろ
わ
れ
ず

｡

高

｢膏
｣
｢成
｣

(秦
中
吟

傷
友

三

四頁
)

○

身
死
魂
飛

骨
不収

｡
孤

｢奮
｣
｢成
｣

(新
楽
府

新
豊
折
簡
翁

六
七
㌧
六
五

頁)

て
に

い
っ
し
ゃ
-
の

ふ
だ
を

も
ち

む
ら
じ
ゅ
う

し
ら
せ
て

あ
る
い
て
た

(
新

楽
府

杜
陵
受

そ
れ
で
も

び
わ
を

だ
き

か
か
え

は
ん
ぶ
ん

か
お
を

か
-

し
て
る

-
≡

(略
)
-
-

0
0
0
0
0

こ
の

ジ
ソ
ヨ
ウ
は

か
た
い
な
か

お
ん
が
-
な
ど
は

あ
-

ま

せ

ん

…
-

(
略
)
-
‥
･

0
0

0

0
0

ち
を

は

い
て

な
く

は
と
と
ぎ
ず

か

な

し

げ

に

な
-

ざ

る

の

こ

え

手
持
勅
牒
梼

郷村

｡
尺

｢奮
｣
｢成
｣

二

五
'
二

四

頁)

0

猶

把
琵
琶
牛

遮

面

｡
抱

｢菖
｣

｢

成
｣

0

0

み
に

つ
け
る
の
は

か
わ
ご
ろ
も

け
が
わ
の

お
ぴ
を

し
め
る
の
だ

(新
楽
府

終
戎
人

(J
0
rJ
0

な
が
や
に

ひ
し
め
く

ひ
と
び
と
は

ど
こ
に
も

す
む
べ
き

は
し
ょ
が
な
い

(新
楽
府

両
朱
閣

遺
著
皮
来
賓
毛
帯

｢新
｣
｢奮
｣

｡
身

｢成
｣

一〇
二
､

一
〇
一

貫)

0

比
屋

疲
人
無

塵
居

｢新
｣
｢奮
｣

｡
奔

｢成
｣

1〇
九
'

1〇
八
貢
)

o
O

滞
陽
中
庭
無
音
柴

｡
地
僻

｢蕃
｣
｢成
｣

0

杜
随
時
笑
猿
哀
鳴

｡
血

｢善
｣
｢威
｣

な
ど
は

｢新
版
｣
｢奮
版
｣
と
も
に
､
｢大
成
本
｣
が
底
本
の
よ
う
で

あ
る
｡

｢奮
版
｣
以
後
､
謬
さ
れ
た
も
の
で

｢新
版
｣
の
原
詩
と
か
な
が
き

諸
の
-
い
ち
が

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
を
幾
つ
か
あ
げ
る
と
､

0

キ
ン
さ
ん

チ
ョ
ウ
さ
ん

こ
や

ま
ご
も

金
張
世
銀
原
意
貧

113

き
れ

い
な

か
ん
む
-

か
む
っ
て
る

0
0

0
0

コ
ウ

ケ
ン

り

っ
ぱ
な

ひ
と
な
の
に

｢新
｣

｡
黄

｢成
｣

(
荒

琶

行

二
九
二
･
三
〇
一
二
二
〇
二
頁
'
二
九
二
･
二
九
六
貢
)

な
ど
は
､

｢蕃
版
｣
の
底
本
が

｢大
成
本
｣
か
と
思
わ
せ
る
が
､

書

評

ま
ず
し
く

ぼ
ろ
の

き
も
の

き
る

(
コ
ウ
ケ
ソ
に
は
注
が
あ
る
)

(新
楽
府

澗
底
松

二
一'
一
一〇
貢
)
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0
0
0
0

と
も
だ
ち

が
い
な
い
と

い
う
な

0
0

勿
言
無
己
知

｢新
｣

｡
知
己

｢成
｣

(常
禁

里閑
居

一
六
九
貢
)

0
0
0

0

も
や

か
す
み

へ
だ
て
て

ゲ

ソ
ポ

燈雲

隔
玄
圃

｢新
｣

｡
霞

｢菖
｣

(致
陶
滞
鮭
十
六

首
之
十
一
一
九
四
頁
)

0
0
0

と
お
か
で
も

に
く
を

わ
す
れ
る

よ
な
か
の

よ
じ
の

み
ず
ど
け
い

さ
き
は
ど

な

っ
た

ば
か
-
だ
が

経
時
不思
肉

｢新
｣

｡
旬

｢成
｣

(食
夢

二
二
五
頁
)

0

五
聾
官

漏
初
明

後

｢新
｣

｡
鳴

｢成
｣

(
禁

中
夜

作事
典
元

九
三

〇
九
頁
)

0
0

ひ
と
-

か
ど
べ
に

た
た
ず
ん
で

猪

出
前
門

望
野田
｢新
｣

の
ら
を

は
る
か
に

み
わ
た
せ
ば

｡門
前

｢成
｣

(村
夜

三

一
三
頁
)

以
上
あ
げ
た
例
か
ら
､
茅
を
す
る
時
は
大
成
本
を
用
い
ら
れ
た
こ

と
は
確
認
で
き
る
が
､
著
者
の
生
前
に
､
講
話
の
疑
問
鮎
に
つ
い
て

ご
意
見
を
聴
け
な
か
っ
た
の
が
残
念
で
あ
る
｡
著
者
の
心
残
-
は
､

筆
者
に
と
っ
て
も
心
残
-
で
あ
る
｡

な
お
､
こ
の

｢新
版
｣
が
出
た
後
も
､
著
者
の
謂
詩
は
緯
い
て
お

-
､
亡
-
な
ら
れ
て
後
も
次
の
六
第
が

｢
Ⅴ
｣
に
連
載
さ
れ
て
い
る
｡

H

や
ま
い
の

あ
き
に

き
ゃ
-
を

ま
ね
い
て

病
中
逢
秋
招
客
夜
酌

Ⅴ
三
六

l
戟

l
九
八

1
年

一
月

33

な
か
は
ど
の

い
ん
じ
ゃ

中
隠

Ⅴ
三
六
二
親

一
九
八

一
年
二
月

(武
部
氏
二
十
二
日
死
去
)

臼

と
し
の

-
れ

歳
暮

Ⅴ三
六
三
競

一
九
八

l
年
三
月

鱒

に
し
の

や
-
ば
で

す
ず
ん
で
か
ら

か
え
る

府
西
亭
納
涼
帝

Ⅴ三
六
四
競

一
九
八

一
年
四
月

国

や
-
に
ん
の

い

え

官
舎Ⅴ

三
六
五
競

1
九
八

l
年
五
月

114

囲

み
な
み
の

あ
ず
ま
や
で

-
る

南
亭
封
酒
迭
春

さ
け
を

ま
え
に

は
る
を

お

Ⅴ
三
六
六
親

1
九
八

l
年
六
月

ち
な
み
に
､
最
終
の

｢
Ⅴ
｣
三
六
六
既
は
武
部
利
男
追
悼
親
で
あ

-
､
展
墓
氏
の

｢武
部
利
男
の
手
紙
｣
と
題
し
て
､
そ
の
内
容
が
公

開
さ
れ
て
い
る
の
で
､
こ
れ
ら
の
六
篇
の
詩
の
謬
さ
れ
た
日
が
大
愚

分
る
｡
そ
れ
に
よ
れ
ば
､



H

(
1
九
八
〇
年
)
l
〇
月
二
〇
日

⇔

l
〇
月
二

一
日

日

l
〇

月
二
三
日

輯

l
〇
月
二
五
日

斡

一
一
月
四
日
と
な
っ
て
お
-
､

そ
の
死
の
前
年
､
と
い
う
よ
-
四
ケ
月
は
ど
前
に
､
た
て
績
け
に
送

付
さ
れ
た
由
で
あ
る
｡
選
ん
だ
詩
は
も
の
静
か
な
題
材
の
詩
が
多
-
､

楽
天
が
五
十
歳
を
過
ぎ
て
以
後
の
作
で
あ
る
｡
｢大
成
本
｣
(｢自
香
山

詩
集
｣)
で
は
ー

｢新
版
｣
の
最
後
の
Ⅴ
章
の
二
篇
と
と
も
に
､

｢後

集
｣
の
竜

一
か
ら
墾

二
に
見
え
る
｡
こ
の
Ⅴ
章
の
詩
の
詳
詩
の
数
を

埠
し
て
､
清
爽
は
更
に
第
三
次
の

｢新
々

版
｣
の

｢白
楽
天
詩
集
｣

の
刊
行
を
予
定
し
て
お
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
｡

○

白
楽
天
の
詩
が
､
日
本
で
は
古
-
か
ら
他
の
唐
の
詩
人
に
も
ま
し

て

一
般
的
に
好
評
を
得
て
い
る
わ
-
に
は
､
そ
の
評
注
は
除
-
出
て

い
な
い
.
本
国
の
中
国
で
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
.
全
詩
に
何
と
か

曲
-
な
-
に
謬
注
が
施
さ
れ
て
い
る
の
は
､
先
に
ふ
れ
た

｢漢
文
大

成
本
｣
だ
け
で
あ
-
､
何
と
も
心
も
と
な
い
思

い
で
あ
る
｡

こ
の

｢新
版
｣
に
は
､
も
て
は
や
さ
れ
る
白
楽
天
の
一
部
の
詩
を
含
め
て
､

飴
-
も
て
は
や
さ
れ
な
い
詩
も
選
ん
で
あ
-
､

一
般
の
読
者
に
そ
う

し
た
詩
を
紹
介
す
る
の
に
､
か
な
が
き
評
は
有
数
に
作
用
し
て
い
る
O

書

評

一
一
あ
げ
な
い
け
れ
ど
も
､
な
-
も
が
な
の
注
や
､
ひ
ね
-
-
廻
し

す
ぎ
て
､
こ
れ
で
は
原
詩
の
方
が
す
っ
き
-
し
て
い
る
よ
う
な
評
注

に
比
べ
れ
ば
､
詩
人
の
意
圏
を
は
っ
き
-
把
え
た
名
茅
が
幾
つ
か
あ

る
が
､
か
な
が
き
詩
集
と
し
て
の
評
債
は
筆
者
に
も
下
せ
な
い
｡
た

だ
藻
字
の
側
に
'
よ
-
拘
泥
す
る
専
門
家
に
と
っ
て
は
､
こ
こ
ま
で

大
腰
な
飛
躍
の
勇
気
は
ま
だ
持
て
ず
､
途
惑
い
の
な
か
で
､
藻
詩
の

翻
講
の
未
来
の
方
向
を
､
我
我
の
前
に
提
起
し
残
し
て
い
か
れ
た
も

の
と
し
て
受
け
と
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
｡

(四
天
王
寺
閥
際
併
教
大
学

西
村
富
美
子
)

〔補
遮
〕

こ
の
書
評
の
校
正
中
に
武
部
氏
の
遺
稿
集

｢李
白
の
夢
｣
(序

小
川
環

樹
'
編
集

村
上
哲
見
)
が
､
筑
摩
書
房
か
ら
出
版
さ
れ
た

(十
月
三
十

日
)｡
筆
者
が
畢
げ
た

｢漢
詩
の
爾
評
に
つ
い
て
の
感
想
｣'

｢歴
代
詩
選

評
｣'
｢漢
詩
の
翻
詳
お
ぼ
え
が
き
｣
の
三
宗
の
論
文
'
及
び
新
版

｢自
禦

天
詩
集
｣
未
収
の
六
篇
の
詳
詩
は
補
遺
と
し
て
'
と
も
に
収
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
追
記
し
て
お
-
0
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