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書

評

Ⅴ
･
H

･
メ
イ
ヤ
ー
著

『
四
人
の
詠
懐
詩
人

-
晩
発
･

陳
子
昂
･張
九
齢

･李
白
に
よ
る
連
作
詩
集
の
索
引
-
』

ア
リ
ゾ
ナ
州
立
大
学
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ

ー

一
九
八
七
年

二
四
〇
頁

F
o
ur

tnt

l

OSP
e
C
tiv
e
P

oet

s

･

A
Co

n

c

ord
a
n
c

eto
S
et

e
c
t
e
d
P

oem
s

b
y

Roa
n
J
y
i.
C

h
e
r
n
T
Z
y
y
･
a
l
n

g,

l
a
n
g

Je
o
E

ing
,

a

nd
L
i
i

B
or
.

V
i
c

t
o
r.
ZJ
.
M
a

i
r

曾
て
吉
川
幸
次
郎
博
士
は

『
玩
籍
俸
』
(全
集
第
七
#
)
に
お
い
て
'

院
籍
の
詠
懐
詩
を
中
国
で
最
も
調
子
の
高
い
詩
と
解
さ
れ
た
｡
そ
れ

は
そ
の
詩
が
自
分
の
心
情
を
み
つ
め
､
題
材
に
し
て
い
る
馬
で
あ
ろ

う
｡
自
分
の
内
面
の
感
情
を
連
作
と
い
う
形
式
を
用
い
て
歌
-
こ
と

は
玩
籍
に
始
ま
る
｡

『
四
人
の
詠
懐
詩
人
』
と
題
さ
れ
た
こ
の
本
は
､
匪
籍
の

｢詠
懐

詩
｣
八
二
首
と
､
彼
に
績
い
て
詩
の
連
作
に
よ
-
自
分
の
心
情
を
表

現
し
た
､
陳
子
弟

｢感
遇
詩
｣
三
八
首
'
張
九
齢

｢感
遇
詩
｣

一
二

首
'
李
白

｢古
風
詩
｣
五
九
首
を
取
-
上
げ
て
い
る
｡

本
書
の
構
成
は
次
の
よ
う
に
為

っ
て
い
る
.

一
､
緒

論

二
､
序

論

パ
ー
ト
1

三
､
詩

の
英

謂

玩
籍
-
陳
子
昂
-
張
九
齢
-
李
白

パ
ー
ト
2

四
'
語
句
索
引
の
分
数
の
見
出
し

(註
･
大
分
類
)

五
､
分
類
さ
れ
た
語
句
索
引

六
､
詩
の
中
で
の
分
類
香
焼
の
つ
な
が
-

七
､
詩
の
句
教
の
パ
ー
セ
ン
ト

｢
こ
の
本
の
後
年
を
占
め
て
い
る
分
類
さ
れ
た
索
引
が
､
資
際
に

は
こ
の
本
の
存
在
理
由
で
あ
る
｡｣
(緒
論
)
と
著
者
が
明
言
さ
れ
る
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よ
う
に
､
こ
の
本
の
中
心
は
パ
ー
ト

2
の
五
㌧
分
類
さ
れ
た
語
句
索

引
に
あ
る
｡
そ
れ
は
本
書
を
構
成
す
る
各
項
が
､
絶
て
(パ
ー
ト

2
の

七
を
除
き
)
パ
ー
ト

2
の
五
と
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
見
て
取
れ

る
｡緒

論

･
序
論
は
本
書
の
構
成
と
共
に
､
目
的
を
語
る
｡
言
い
換
え

れ
ば
こ
の
索
引
作
製
の
理
念
を
述
べ
て
い
る
部
分
で
あ
る
.
こ
の
部

分
を
利
用
し
て
本
書
全
鰻
の
紹
介
を
し
て
お
き
た
い
｡

ま
ず
､
著
者
は
中
国
の
詩
を
､
社
交

･
遠
境
地
域
な
ど
で
の
戦
争

と
い
っ
た
'
贋
い
意
味
で
の
社
食
に
か
か
わ
る
詩
'
自
然
詩
､
友
情

の
詩
､
主
に
悲
健
で
あ
る
愛
情
を
歌
う
詩
､
遊
仙
な
ど
仙
界
を
あ
つ

か
う
詩
､
不
遇
を
訴
え
る
詩
､
風
刺
詩
の
七
つ
に
分
け
る
｡
そ
の
総

て
が
西
洋
的
な
観
鮎
か
ら
す
る
と
深
み
に
狭
け
る
が
､
こ
の
四
人
は

例
外
だ
と
し
､
そ
の
理
由
と
し
て
彼
ら
の
詩
が
内
省
的
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
す
る
｡
(序
論
)

さ
ら
に
彼
ら
の
文
学
史
上
の
位
置
と
四
人
を

一
つ
の
集
園
と
す
る

こ
と
の
愛
営
性
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
｡
著
者
は
序
論
で
'
彼
ら
相

互
の
関
係
に
つ
い
て

『唐
詩
晶
桑
』
に
載
る
李
白

｢古
風
｣
(巷
四
)

に
封
す
る
朱
薫
と
劉
克
荘
の
評

(院
籍

･
陳
子
昂

･
李
白
の
三
者
に

書

評

つ
い
て
述
べ
る
｡)
､

『唐
詩
別
裁
集
』
の
陳
子
昂

｢感
遇
｣
(竜
一
)

の
註

(除
籍

･
陳
子
昂
に
つ
い
て
述
べ
る
o)
を
引
用
さ
れ
る
｡
さ
ら

に
評
者
が
つ
け
加
え
れ
ば
､
『
唐
詩
別
裁
集
』
の
張
九
齢

｢感
遇
｣

(竜
一
)
の
註
も
陳
子
昂
と
張
九
齢
の
関
わ
-
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
｡

著
者
は
彼
ら
の
文
学
が

1
蓮
の
繋
が
-
を
持
つ
こ
と
を
､
過
去
の
諸

家
の
指
摘
に
よ
っ
て
謹
明
す
る
｡
確
か
に
彼
ら
は
相
互
に
影
響
関
係

を
持
ち
､
ま
た
内
省
的
な
詩
人
た
ち
で
あ
る
｡
し
か
し
､
彼
ら
だ
け

を
中
園
に
お
け
る
内
省
的
な
詩
人
と
さ
れ
る
こ
と
に
､
評
者
は
疑
問

を
感
じ
る
O
少
な
-
と
も
匪
籍
に
倣
い
､
連
作
に
よ
-
自
己
の
内
面

を
歌
っ
た
の
が
こ
の
三
人
だ
け
で
な
い
の
は
指
摘
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
｡
例
え
ば
陶
淵
明

｢飲
酒
｣
二
〇
首
'

｢薙
詩
｣

〓

一

首
や
庚
信

｢擬
詠
懐
｣
二
七
首
な
ど
は
容
易
に
思
い
浮
か
ぶ
で
あ
ろ

-
｡
こ
の
よ
う
な
詩
人
の
存
在
､
殊
に
内
省
的
な
詩
人
と
い
う
こ
と

に
関
し
て
､
前
者
に
全
-
言
及
が
な
い
の
は
､
メ
イ
ヤ
ー
氏
が
講
者

と
し
て
預
想
さ
れ
た
､
中
国
文
学
研
究
者
'
比
較
文
学
研
究
者
､

一

般
の
文
学
愛
好
者
の
三
者

(緒
論
)､
特
に
後
の
二
者
に
対
し
て
中
国

文
学
の
紹
介
を
兼
ね
る
と
い
う
意
識
を
お
持
ち
な
ら
不
親
切
だ
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
､
彼
ら
四
人
の
詩
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入
の
相
互
の
文
学
の
共
通
性
を
よ
-
精
密
に
探
る
方
法
と
し
て
､
こ

の
索
引
を
作
製
し
た
と
い
-
本
書
の
債
値
を
減
ず
る
も
の
で
は
決
し

て
な
い
｡

本
書
の
紹
介
を
梧
け
た
い
｡
パ
ー
ト
2
の
六
は
､
そ
れ
ぞ
れ
の
詩

を
パ
ー
ト
2
の
五
の
分
類
索
引
の
項
目
香
坂
で
表
わ
し
た
部
分
で
あ

る
O
詩
の
意
味
の
路
が
-
を
示
す
た
め
に
､
索
引
の
番
観
で
詩
を
復

原
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
｡

一
見
無
味
乾
燥
な
数
字
の
羅
列
の
よ
う

で
は
あ
る
が
､
対
句
の
意
味
の
構
成
要
素
の
調
査
な
ど
に
大
襲
便
利

で
あ
る
｡
だ
が
何
よ
-
も
､
パ
ー
ト
1
の
三
､
彼
ら
の
詩
の
英
講
と

重
ね
合
わ
せ
る
と
､
索
引
項
目
の
意
味
が
よ
-
よ
-
理
解
で
き
る
と

思
わ
れ
る
｡
そ
の
馬
も
あ
-
､
英
講
は
原
詩
と
の
封
暦
を
第

l
の
原

則
と
し
､
文
学
的
で
あ
る
よ
-
も
直
諸
を
旨
と
す
る
こ
と
が
宣
言
さ

れ
て
い
る

(序
論
)｡
し
か
し
後
に

一
例
を
挙
げ
る
よ
う
に
､
評
者
に

は
若
干
語
句
の
所
属
す
る
索
引
項
目
と
詳
と
が
ず
れ
て
い
る
よ
う
に

感
じ
ら
れ
る
部
分
が
あ

っ
た
｡

以
上
の
よ
う
に
本
書
は
分
数
索
引
を
中
心
に
､
そ
れ
を
よ
-
よ
-

使
用
し
､
よ
-
よ
-
説
明
す
る
馬
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

そ
し
て
そ
の
-
え
で
こ
の
索
引
に
よ
っ
て

｢四
人
の
相
互
の
関
係
の

細
か
な
調
査
｣
(序
論
)
を
行
な
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
分
類
さ
れ
た
語
句
索
引
に
つ
い
て
､
著
者
は

｢
ア
ル
フ
ァ
ベ

ッ
ト
順
や
部
首
に
よ
っ
て
捜
す
こ
と
の
出
来
る
便
利
な
索
引
と
は
な

っ
て
い
な
い
｡｣
(語
句
索
引
の
分
類
の
見
出
し
)
と
､
こ
の
索
引
が
従

来
の

一
字
索
引
と
は
全
-
異
な
る
形
式
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ

れ
る
｡
索
引
は
二
六
項
目
の
大
き
な
概
念
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
-

(パ

ー
ト
2
の
四
)
､
そ
の
中
に
合
わ
せ
て
二
四
七
に
分
け
た
意
味
の
項
目

を
立
て
る
｡
そ
し
て
四
人
の
詩
の
語
嚢
は
意
味
別
に
そ
れ
ぞ
れ
の
項

目
に
纏
め
ら
れ
る
｡
抜
き
出
さ
れ
た
語
糞
は
誰
の
何
首
目
の
詩
か
を

示
す
た
め
に
､
玩
籍
は
R
､
陳
子
昂
は
C
､
張
九
齢
は
l
､
李
白
は

L
と
し
､
香
焼
を
後
に
附
す
o
例
え
ば
R
l
と
は
院
籍

｢詠
懐
詩
｣

の
第

一
首
の
中
の
語
嚢
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
｡

こ
-
い
う
方
法
に
よ
-
､
四
人
の
詩
を
別
々

に
考
察
す
る
の
で
は
な

-
､
い
わ
ば

l
九

l
首
の
一
つ
の
連
作
詩
集
と
し
て
､
彼
ら
の
語
嚢

の
共
通
性
と
と
も
に
､
そ
れ
以
上
に
言
葉
の
奥
に
潜
む
意
識
の
共
通

性
を
探
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
｡

｢表
題
の
索
引
(註
･
二
六
の
大
分
数
の
項
目
)
を
讃
み
､
そ
れ
か
ら

細
か
な
調
査
の
項
目
を
選
ぶ
｡｣

(語
句
索
引
の
分
類
の
見
出
し
)
と
､
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著
者
は
索
引
使
用
の
方
法
を
説
明
さ
れ
る
｡

パ
ー
ト
2
の
四
の
大
分
類
の
項
目
は
､
例
え
ば
I
｢自
己
と
証
合
｣
､

Ⅳ
｢人
を
駆
-
立
て
る
衝
動
や
衝
撃
｣
な
ど
興
味
を
ひ
か
れ
る
も
の

も
あ
れ
ば
､
Ⅶ
｢肯
定
と
否
定
｣
､
誓

動
物
群
｣
､
E
r植
物
群
｣

な
ど
そ
こ
に
含
ま
れ
る
小
項
目

(パ
ー

ト

2
の
五
)
が
濠

想

L
や
す
い

も
の
も
あ
る
｡
そ
の
反
面
､
別

｢世
の
中
の
人
間
｣
と
氾

｢人
間
の

付
属
物
と
活
動
｣
､

湖

｢時
間
｣
と
肌

｢過
去

･
現
在

･
未
来
｣
の

よ
う
に
､
大
分
類
の
項
目
か
ら
だ
け
で
は
そ
の
含
む
意
味
の
範
囲
を

理
解
し
に
-
い
も
の
も
あ
る
｡

も
ち
ろ
ん
大
分
類
は
幾
つ
か
の
概
念
を
包
括
し
て
い
る
の
で
あ
る

か
ら
､
多
少
漠
然
と
し
て
-
る
の
は
仕
方
の
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
だ

が
そ
こ
に
含
ま
れ
る
小
項
目
を
見
て
も
､
Ⅷ

｢時
間
｣
に
(
一
四
七
)

(朝

･
夕
方
)
､
(
一
四
八
)
(夜
)､
(
一
四
九
)
八重
)
や

(
一
五
二
)

(
季
節
)
の
項
目
が
あ
る
の
は
理
解
で
き
て
も
､
(
一
五
三
)
(時
間

の
単
位

･
日
付
)
と
､
肌

｢過
去

･
現
在

･
未
来
｣
の

(
一
五
九
)

(後
の
時
代
)
と
の
直
別
な
ど
､
や
や
分
か
り
に
-
い
鮎
が
残
る
｡

具
線
的
に

(
一
五
三
)
に
は

｢寓
歳
｣
｢千
秋
｣
｢丁
亥
｣
が
､
(
一
五

九
)
に
は

｢後
世
｣
｢季
菓
｣
と
い
っ
た
言
葉
が
所
属
す
る
こ
と
を
詞

書

評

べ
て
初
め
て
､
項
目
の
意
圏
が
理
解
出
来
る
｡
し
か
し
こ
の
こ
と
は
､

む
し
ろ
著
者
が
最
初
に
項
目
が
あ
っ
て
そ
こ
に
言
葉
を
分
配
し
て
い

っ
た
の
で
は
な
く
､
言
葉
を
分
類
し
て
ゆ
-
な
か
か
ら
項
目
を
作
-

出
し
て
ゆ
-
と
い
う
､
詩
の
言
葉
の
分
析
を
誠
蜜
に
行
な
わ
れ
た
こ

と
を
暗
示
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
パ
ー
ト

2
の
四
､
大
分
類
は
確
か
に
四
人
の
共
通
性
を
探
る
一
つ
の
指
標
で

は
あ
る
が
､
あ
-
ま
で
も
調
査
の
準
備
段
階
に
お
い
て
役
立
つ
も
の

で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
は
こ
の
部
分
も
ま
た
､
パ
ー
ト
2
の
五
を
よ

-
よ
く
利
用
す
る
馬
に
存
在
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
O
著
者
も

｢読

者
が
そ
の

(註
･
分
類
項
目
)
個
々
の
要
素

(註
･
語
句
)
の
間
の
複
雑

な
相
互
関
係
の
完
全
な
意
味
を
獲
得
で
き
る
の
は
､
た
だ
輿
え
ら
れ

た
項
目
の
な
か
の
総
て
の
言
葉
を
読
み
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
で

あ
る
｡｣
(語
句
索
引
の
分
頬
の
見
出
し
)
と
説
明
さ
れ
て
い
る
｡

要
す

る
に
､
引
-
こ
と
を
期
待
し
て
作
ら
れ
た
索
引
で
は
な
-
､
項
目
と

項
目
に
所
属
す
る
言
葉
を
讃
む
こ
と
を
期
待
し
た
索
引
な
の
で
あ
る
｡

パ
ー
ト
2
の
互
の
二
四
七
の
項
目
は
､
｢中
国
の
思
考
と
債
値
に

基
づ
い
て
決
定
し
た
｣
(語
句
索
引
の
分
額
の
見
出
し
)
と
さ
れ
る
｡
出

来
る
限
-
言
葉
の
持
つ
意
味
を
尊
重
し
て
項
目
は
立
て
ら
れ
た
の
で
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あ
る
｡
ま
た
､

こ
の
項
目
中
に
分
類
さ
れ
た
言
葉
は
四
人
の
詩
の
な

か
か
ら
､
詩
に
お
け
る
意
味
と
含
意
と
を
優
先
し
て
採
り
出
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
｡
つ
ま
-
こ
れ
は
機
械
的
に
分
類
配
常
し
て
作
ら
れ

た
索
引
で
は
な
-
'
製
作
過
程
に
お
い
て
強
-
著
者
の
詩
に
封
す
る

考
え
や
解
帯
が
反
映
さ
れ
た
索
引
な
の
で
あ
る
｡
ゆ
え
に
こ
の
索
引

は
著
者
の
四
人
の
詩
人
に
封
す
る
論
考
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
の

で
あ
る
｡

メ
イ
ヤ
ー
氏
の
作
製
さ
れ
た
こ
の
索
引
に
つ
い
て
､
具
鮭
例
を
あ

げ
つ
つ
そ
の
特
色
を
紹
介
し
た
い
｡

玩
籍

｢詠
懐
詩
｣
五
八
(即
ち
t
R
五
八
.
以
下
同
じ
)
に

｢非
子
馬

我
御
｣
の
句
が
あ
る
｡

メ
イ
ヤ
ー
氏
は

｢非
子
｣
を

(
一
五
)
(
人

物
)
で
は
な
-
､
(
一
七
七
)
(
運
搬

･
族
の
方
法
)
に
所
属
さ
せ

る
｡

同
じ
-

(R
二
二
)
｢伶
倫
｣
は
詩
に
於
て
楽
器
を
演
奏
す
る
動
作
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る

｢弄
｣
(L
五
五
)
や

｢弊
｣
(R

一
･
L
五
五
)

と
と
も
に

(
一
八

〇
)
(
音
楽
)

に
採
ら
れ
て
い
る
｡

こ
れ
は
含
意

に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
た
例
で
あ
る
｡

一
方
詩
の
な
か
で
の
意
味
に
よ

っ
て
言
葉
が
分
類
さ
れ
て
い
る
と
い
-
こ
と
を
端
的
に
示
す
の
は
次

の
例
で
あ
る
｡

｢烈
烈
有
哀
情
｣
(R
六
一
)

の

｢烈
烈
｣
は

(
1
0

四
)
(
悲
し
み
･
悲
哀
)
に
､
｢烈
烈
褒
定
辞
｣
(R
六
〇
)
は

(
≡

こ

へ
立
派
な

･
勇
猛
心

･
厳
格
な
挙
動
)

と
別
の
項
目
に
な
っ
て

い
る

｡
こ
の
よ
う
に
同
じ
言
葉
が
別
の
所
属
に
な
っ
て
い
る
も
の
は

他
に

｢聾
色
｣
が
あ
る
｡

(R
四
一
)
は

(三
七
)

(
肉
欲
の
喜
び

･

放
蕩
)
に
､

(R
七
七
)
は

(八
四
)

(
調
和

･
森
似
と
相
違

･
l
敦

と
不

一
致
)
に
分
属
し
て
い
る
｡
｢偶
像
｣
も
ま
た
(R

一
〇
)は

(七

一
)
(
強
要
す
る

･
暴
力
)
に
､
(R
七
七
)
は

(
一
三
九
)
(
苧

っ
)

に
分
け
ら
れ
て
い
る
｡

項
目
に
つ
い
て
も
少
し
言
及
し
た
い
｡
(二
四

〇
)
(植
物
)
と
別

に

､
著
者
は

(二
四

l
)
(
桃
李
)
を
立
項
さ
れ
る

｡
こ
れ
は

(
一

一

)
(
な
-
)
や

(二
四
四
)
(芳
香
)
な
ど
の
項
目
と
と
も
に
､
著

者
の
索
引
作
製
の
意
圏
を
強
-
反
映
し
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
項
目
に

採
ら
れ
て
い
る
言
葉
､
例
え
ば

｢桃
李
時
｣
(C
二
六
)
に
代
表
さ
れ

る
よ
-
な
､
彼
ら
の

｢桃
李
｣
と
い
う
言
葉
に
込
め
ら
れ
て
い
る
意

識
を
み
る
と
､
全
十
三
の
用
例
か
ら
､

｢彼
ら
が
は
か
な
さ
に
心
を

惹
か
れ
て
い
た
｡｣
(序
論
)
と
､
四
人
の
共
通
性
を
指
摘
さ
れ
る
こ

と
に
納
得
で
き
る
｡

ま
た

(三
)

(
修
辞
的
疑
問
)
は

四
人
の
詩

に
用
い
ら
れ
る
全
て
の
疑
問
の
言
葉
が
集
め
ら
れ
､
そ
の
教
の
多
さ
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は

｢彼
ら
は
過
度
に
修
辞
的
疑
問
を
好
む
｡｣

(序
論
)

と
い
う
指
摘

に
封
鷹
し
て
い
る
o
こ
れ
ら
の
指
摘
は

一
字
索
引
で
は
気
付
-
こ
と

の
難
し
い
こ
と
で
あ
-
､
こ
の
講
む
索
引
の
優
れ
た
成
果
で
あ
る
｡

ざ
ら
に
'
四
人
の
詩
の
教
の
差
が
大
き
い
こ
と
を
考
慮
し
ー
四
人

共
通
と
い
う
枠
組
み
を
取
-
去
-
､
彼
ら
の
-
ち
の
二
者
或
い
は
三

者
の
共
通
性
を
示
す
も
の
を
捜
せ
ば
'
ざ
ら
に
幾
つ
か
の
項
目
を
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡

例
え
ば

(二

一
八
)

(慶
大
な
空
間

･
開
い

た
空
間
)
は

｢八
荒
｣
(R
三
九
･
七
九
･
L
四
三
･
四
五
｣)
や

｢境
野
｣

(氏

l
六
二

七
･
五
四
)
な
ど
の
言
葉
を
と
る
が
､
す
べ
て
玩
籍
と
李

白
だ
け
で
占
め
ら
れ
､
彼
ら
二
人
が
あ
る
種
の
共
通
す
る
指
向
を
持

っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
(
一
八
九
)
(
王
朝

･
王
国

･
皇
帝

･
王

･
君
主

･
首
都
と
そ
の
境
界
)
に
展
す
る

｢成
陽
｣
(R
五
･
C

二
一
･
L
八
)
は
皆
華
や
か
な
都
合
の
イ
メ
ー
ジ
を
盛
-
込
ん
で
お
り
､

言
葉
と
イ
メ
ー
ジ
の
共
通
性
を
追
求
す
る
と
い
う
本
書
の
目
的
を
具

像
化
し
た
言
葉
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
こ
の
索
引
は
著
者
の
ね
ら
い
通
-
の
成
果
を
示
す
項

目
を
持
っ
て
お
-
､
優
れ
た
特
色
の
あ
る
索
引
で
あ
る
｡
し
か
し
同

時
に
こ
の
特
色
が
索
引
の
問
題
鮎
の
原
因
に
も
な
っ
て
い
る
よ
う
に
､

書

評

評
者
に
は
感
じ
ら
れ
る
｡

先
に
述
べ
た
よ
う
に
著
者
は
こ
の
索
引
に
よ
-

｢
(彼
ら
四
人
の
)

テ
ー
マ
と
イ
メ
ー
ジ
が
繰
-
返
さ
れ
る
こ
と
に
注
意
を
促
す
｡｣

(序

読
)
と
い
う
こ
と
を
意
固
さ
れ
て
い
る
｡

テ
ー
マ
と
イ
メ
ー
ジ
､
つ

ま
り
彼
ら
の
詩
の
中
の
言
葉
の
意
味
の
共
通
性
に
つ
い
て
､
二
四
七

項
目
の
う
ち
､
評
者
が
教
え
た
と
こ
ろ
､
同

一
項
目
に
四
人
全
員
の

詩
の
語
句
が
所
属
し
て
い
る
の
は

一
〇
七
項
目
あ
っ
た
｡
彼
ら
の
詩

の
教
の
差
の
大
き
さ
を
考
慮
す
れ
ば

､
こ
の
数
は
著
者
の
意
圏
を
成

功
さ
せ
た
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
｡
だ
が

一
〇
七
項
目
を
検
討
し

て
み
る
と
､
四
人
の
共
通
性
を
示
す
と
い
う
よ
-
､
極
め
て
一
般
的

な
意
味
や
概
念
で
あ
る
が
ゆ
え
に
､
全
員
の
詩
の
語
句
が
所
属
し
た

と
考
え
ら
れ
る
項
目
も
あ
る
｡

例
え
ば
主
に
動
詞
と
な
る
言
葉
が
所
属
す
る
項
目
､
代
名
詞
や
名

詞
が
所
属
す
る
項
目
の
1
部
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
O
(五
)

(告
げ
る
･
話
す
)
は

｢言
｣
(R
三
四
･
1
七
･
L
二
五
二
二
二
)
や

｢日
吉
｣
(R
七
九
･
C
三
四
･
L

一
八
)
と
い
っ
た
言
葉
が
所
属
し
て

い
る
｡
(六
)
八開
-
)
は

｢閲
｣
し
か
所
属
す
る
字
が
無
-
十
二
例

採

っ
て
い
る
｡
他
に

｢見
｣
や

｢望
｣
な
ど
を
探
る

(三
八
)
(

見
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第
四
十
射

る
V
t
｢去
｣
を
代
表
と
す
る

(四
三
)
へ
行
-
)
､
こ
れ
に
封
鷹
す
る

(四
四
)
(来
る
･
到
着
す
る
)､
(
一
四
二
)
(
飛
ぶ
)､
(
一
七

〇
)

へ
埼
加

･
加
え
る
)､

(二
四
六
)

｢生
｣
｢襲
｣
｢起
｣
が
大
部
分
を

占
め
ろ
(開
け
る

･
始
め
る
)
な
ど
｡
ま
た

｢我
｣
｢吾
｣
を
筆
頭
と

す
る

(
二
二
)
八
一
･
二

･
三
人
稀
)
､
｢黄
｣
｢朱
｣
か
ら

｢
五
色
｣

ま
で
色
を
絶
て
集
め
た

(二
二
)
八
色
)
､
(
一
七
八
)
へ馬
)､
(二

一

四
)

八雲
)
な
ど
｡

こ
れ
ら
の
項
目
に
属
す
る
言
葉
は
極
め
て

一
般

的
な
語
桑
で
あ
-
､
こ
れ
ら
を
以
て
四
人
の
共
通
す
る
特
色
と
は
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
｡
さ
ら
に
､
四
人
の
共
通
性
を
暗
示
す
る
項
目
で

あ
っ
て
も
､
四
人
だ
け
の
特
色
と
は
考
え
に
-
い
も
の
も
あ
る
｡
メ

イ
ヤ
I
氏
は

｢沈
み
ゆ
-
日
は
彼
ら
の
1
般
的

テ
ー
マ
で
あ
る
o｣

(序
論
)と
指
摘
さ
れ
る
｡
た
だ
'
落
日
の
項
目
は
な
い
の
で
､
(
一
四

七
)
入朝

･
夕
方
)
の
な
か
の

｢
日
夕
｣

(
R
二
六
･
五
三
･
五
五
･
七

三
･
七
九
･
八
二
･
索
引
に
は
脱
落
し
て
い
る
が
三
七
)､

｢
日
暮
｣
(R

1

七
･
1
一
〇
･
一
二
･
L
八
)､
｢
日
西
｣
(
L
二
八
)､
｢西
傾
｣
(
R
二
四
)

な
ど
を
指
し
て
お
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
｡
だ
が
今
候
に
､
落
日
を
含

め
そ
の
時
間
を
示
す

｢夕
｣
を
評
者
の
手
近
に
あ
る
索
引
で
調
べ
て

み
る
と
､
謝
挑

一
八

(内
一
は

｢夕
陽
｣)
例
､
宋
之
間
二
二

(内
五
は

｢夕
陽
｣)
例
､
王
昌
齢

一
六

(内
二
は

｢夕
陽
｣)
例
を
数
え
る
こ
と
が

出
来
た
｡
こ
れ
で
は
四
人
だ
け
の
特
色
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
｡
他
に

｢美
人
｣
｢佳
人
｣
｢傾
城
｣
な
ど
の
言
葉
が
所
属

す
る

(
l
九
)
へ女
性
た
ち

･
そ
し
て
彼
女
ら
の
行
為

･
身
分
)､
(九

≡)
(
明
-

･
輝
き

･
光
)､

(九
四
)

(暗
闇

･
影

･
薄
暗
い
)
ち

｢
耀

｣
や

｢柴
｣
､
｢幽
｣
や

｢冥
｣
及
び
そ
の
熟
語
が
所
属
し
､
そ

の
用
例
を
考
え
る
と
彼
ら
の
共
通
性
は
浮
か
び
上
が
る
が
､
彼
ら
だ

け
の
言
葉
と
は
考
え
に
-
い
｡
(
一
一
五
)
(懐
古

･
旋
愁
)､
(
一
八

八
)
へ都
市

･
町

･
場
所

･
方
向

･
中
図
と
そ
の
細
分
)
､
(
1
八
九
)

(
王
朝

･
王
図

･
皇
帝

･
王

･
皇
主
)
も
前
者
は

｢九
州
｣
を
始
め

地
名
が
､
後
者
は
先
の

｢威
陽
｣
な
ど
首
都
や

｢燕
｣
｢逝
｣
な
ど
国

名
が
採
ら
れ
る
｡
こ
れ
ら
も
､
彼
ら
に
共
通
す
る
感
情
の
雰
囲
気
は

感
じ
さ
せ
ら
れ
は
す
る
が
､
彼
ら
だ
け
に
特
別
に
あ
ら
わ
れ
る
言
葉

と
は
考
え
ら
れ
な
い
｡
(二

一
五
)
(風
)
も
同
様
で
あ
る
｡

こ
の
二
四
七
の
項
目
の
中
に
も
､
項
目
の
含
む
概
念
が
贋
す
ぎ
た

り
､
項
目
間
の
区
分
が
不
明
確
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
｡
(二
二

〇
)
八
川
)
は

｢三
河
｣
｢折
洞
間
｣
を
取
る
｡
だ
が
こ
れ
は
川
の
流

れ
て
い
る
地
域
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
-
､
こ
の
項
目
の
範
囲
を
不
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明
確
に
し
､
｢江
南
｣
(1
七
)
や

｢雲
夢
林
｣
(
C
二
八
)が
入
っ
て
い

る
(
一
八
八
)
(都
市

･
町

･
場
所

･
方
向

･
中
開
と
そ
の
細
分
)
と

混
乱
す
る
｡
(二
二
五
)
(
山

･
丘

･
土
塊
)
に

｢射
山
阿
｣
(
R
七
八
)､

｢射
山
｣
(R
二
三
)が
､
(二
四
〇
)
へ植
物
)
に

｢建
木
｣
(R
二
六
)

｢射
干
｣
(R
二
六
･
四
五
)
が
所
属
す
る
｡

一
方

(
一
二
九
)
(
仙
界
)

も

｢蓬
莱
山
｣
｢崖
為
｣
や

｢畠
山
｣
､

｢崖
丘
樹
｣
を
採
-
､
仙
界

の
山
や
植
物
が
所
属
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
こ
れ
ら
は
著
者
が

明
ら
か
に
所
属
を
間
違
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
幾
つ
か
の
言
葉

(二

二

一
)
へ
泉

･
池

･
湖

･
小
川

･
急
流
)
に
あ
る

｢九
阿
｣
(R
八
二
)､

(
一
五
二
)

(季
節
)

に
あ
る

｢焦
｣

(R
三
三

･
｢
誰
知
我
心
焦
｣
)

と

｢寒
門
｣
(R
六
六
)､

(
一
七
三
)
へ食
物
と
飲
み
物
)
に
あ
る

｢想

凡
｣
(R
五
三
)
と

｢
九
枚
｣
(
R
五
七
)
な
ど
と
と
も
に
､
索
引
項
目

が
含
む
範
囲
を
酸
味
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

し
か
し
､
こ
の
間
題
で
評
者
が
最
も
残
念
に
思
う
の
は
､
(
1
五
)

(
人
物
)
と

(
T
五
二
)

(
季
節
)
の
項
目
で
あ
る
｡
前
者
は

(高

位

･
中
位

･
下
位

･
高
位
と
下
位
)
と
人
間
を

一
括
し
て
纏
め
て
い

る
｡

｢仲
尼
｣
｢老
聴
｣
等

｢聖
人
｣
｢君
子
｣
か
ら
､

｢軽
薄
｣
｢富

貴

｣

｢
工
吉
子
｣
ま
で
す
べ
て
が
含
ま
れ
る
｡

だ
が
詩
人
蓮
の
人
物

書

評

評
債
や
人
生
観
を
知
る
馬
に
は
､
つ
ま
-
よ
-
明
確
に
彼
ら
の
共
通

性
を
知
る
馬
に
は
､
こ
の
項
目
は
大
き
す
ぎ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
｡
後
者
も
同
様
に
､
春
夏
秋
冬
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
語
柔
が
こ

こ
に
所
属
し
て
い
る
が
､
や
は
-
四
つ
に
分
け
る
べ
き
で
は
な
か
っ

た
だ
ろ
-
か
｡
少
な
-
と
も
そ
う
す
れ
ば
､
秋
か
冬
に
所
属
可
能
な

(二

一
七
)
八
等

･
霜

･
露
)
と
の
混
乱
､
例
え
ば

｢霜
｣
の
熟
語
の

う
ち

｢秋
霜
｣
(R

一
二
･
L
三
七
)
だ
け
が
､
(
一
五
二
)
に
配
さ
れ

る
と
い
っ
た
こ
と
が
避
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

以
上
の
疑
問
は
分
額
項
目
に
封
す
る
も
の
で
､
完
成
し
た
索
引
に

封
す
る
疑
問
で
あ
っ
た
｡
次
に
あ
げ
る
二
つ
の
疑
問
は
所
属
し
て
い

る
言
葉
へ
の
疑
問
で
あ
-
､
索
引
の
製
作
過
程
に
封
す
る
疑
問
で
あ

る
｡
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
､
四
人
の
う
ち
最
も
詩
の
数
の
多
い
除
籍

の
詩
を
主
に
し
て
指
摘
し
て
ゆ
き
た
い
｡

第

一
鮎
は
詩
に
お
け
る
意
味
の
纏
ま
-
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
の

疑
問
で
あ
る
｡
詩
句
の
中
か
ら

一
つ
ひ
と
つ
意
味
の
固
ま
-
を
取
-

出
す
こ
と
は
こ
の
索
引
の
出
吏
鮎
で
あ
る
｡
だ
が
そ
の
取
-
出
し
方

に
統

一
性
と
慎
重
さ
が
や
や
鉄
け
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
部
分

が
あ
る
｡
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例
え
ば
使
役
の
取
-
扱
い
を
挙
げ
る
と
､
(
一
〇
四
)
(悲
し
み
･

悲
哀
)
に

｢令
人
悲
｣
(R

二

二
ハ
一
)､

｢令
心
悲
｣

(R

一
四
)､

｢使
心
傷
｣
(R
七
九
)
と

｢使
｣
を
無
敵
し
て

｢心
憂
｣
(R
六
三
･

七
二
)
で
採
る
場
合
と
両
様
が
あ
る
｡

こ
れ
は
不
統

一
で
あ
る
し
､

使
役
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
な
い
な
ら
､
｢使
倭
傷
我
心
｣
(R
九
)
の

｢心
｣
だ
け
が
早
漏
で

(
一
〇
五
)
(
心

･
感
情
)
に
所
属
し
て
い
る

事
宴
な
ど
と
矛
盾
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

次
に
修
飾
被
修
飾
の
関
係
に
あ
る
言
葉
の
取
-
扱

い
が
あ
る
｡

｢蓬
葺
底
｣
(R
五
九
)
は

(
一
七
六
)

(建
物
)
に
所
属
す
る
｡
し

か
し
こ
の
句
と
封
に
な
っ
て
い
る
句
の

｢蓉
馨
食
｣
は

(二
四

〇
)

(植
物
)
と

(
一
七
三
)
(食
物
と
飲
み
物
)
に
分
け
ら
れ
て
い
る
｡

｢讐
飛
鳥
｣
(
R

〓
1)
は

(
l
〇
二
)
(
一
緒

･
組

･
仲
間
)
-

(
1

四
二
)
(
飛
ぶ
)
-
(二
三
六
)
(
鳥
数
)
と

1
字
ず
つ
に
分
解
さ
れ
て

い

る

｡
｢飛
鳥
｣
(R

一
三
)
も
同
様
で
あ
る
｡

だ
が

(
一
四
二
)
に

は

｢飛
｣
の
他
に

｢東
飛
鳥
｣
(R
三
六
)'
｢南
飛
鷲
｣
(R
五
一
)
が
､

(二
三
六
)
も

｢鳥
｣
と
共
に

｢飛
鷲
｣
(L
二
七
)
が
採
ら
れ
て
い

る
.
修
飾
の
言
葉
を
猫
立
さ
せ
る
の
か
､
被
修
飾
の
言
葉
に
附
け
る

の
か
の
原
則
に
混
乱
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

こ
の
混
乱
は
､
動
詞
と
下
に
績
-
目
的
語
と
の
関
わ
-
に
お
い
て
､

や
や
目
立
つ
｡

例
え
ば

｢滅
茶
券
｣
(R
六
七
)
は

(二
四
四
)
(
芳

香
)
に
所
属
す
る
｡
し
か
し
､
同
じ
(二
四
四
)
に
屠
し
て
い
る

｢微

芳
｣
(R

l
九
)

の
直
前
の
動
詞

｢振
｣
は
猫
立
し
て
､

(二
四
六
)

八開
-

･
始
め
る
)
に
所
属
す
る
｡
他
に
(R
四
二
)
の

｢須
艮
輔
｣

と
封
歴
す
る

｢侯
英
雄
｣
は
'
前
者
は
こ
の
三
字
で

(
1
九
四
)

(政
府

･
宮
廷
)
に
所
属
す
る
が
､
後
者
は

(七
七
)

(
待
機
)
と

(
こ

こ

(
立
派
な

･
勇
猛
心
)
に
分
か
れ
る
O

こ
れ
と
は
逆
に
目
的
語
が
動
詞
に
附
け
ら
れ
､
動
詞
の
意
味
の
項

目
に
所
属
さ
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
｡
(八
四
)
(
数
似

･
相
違
)

の
｢異
支
流
｣
(R
七
七
)'
(
一
四

一
)
(住
む

･
滞
在
す
る
)
の
｢宿

明
光
｣
(R
七
三
)､
｢虞
非
位
｣
(R
七
九
)な
ど
で
､
そ
れ
ぞ
れ
､
(二

二

〇
)
八
川
)
や

｢光
躍
｣
｢光
｣
な
ど
が
展
す
る

(九
三
)
(
明
-
･

輝
き

･
光
)
､

｢位
｣
は
仙
界
を
示
す
か
ら

(
二

一九
)

(
仙
界
)
へ

と
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

以
上
の
疑
問
は
索
引
を
作
る
最
初
の
作
業
に
対
し
て
生
じ
た
問
題

で
あ
る
｡
第
二
鮎
は
次
の
段
階
､
詩
か
ら
採
-
出
さ
れ
た
語
条
の
所

属
を
め
ぐ
る
疑
問
で
あ
る
｡
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ま
ず
典
嬢
に
封
す
る
不
注
意
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
｡
つ
ま

-
含
意
の
虞
置
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
｡
(R
五
一
)
は
｢混
沌
｣
｢候

忽
｣
が
登
場
す
る
｡
メ
イ
ヤ
ー
氏
は
(
二
二
一
)
(宇
宙
的
観
念

･
超

自
然
的
な
そ
し
て
高
尚
な
主
題
)
と

(
1
六
三
)
(
突
然

･
不
意
の
)

に
所
属
さ
せ
て
お
ら
れ
る
｡
し
か
し
こ
れ
は
諸
家
の
註
す
る
よ
う
に

『
荘
子
』
の
寓
話
に
基
づ
-
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
所
属
は
そ
れ
ゆ

え
適
切
と
は
言
え
な
い
O
同
じ
よ
-
に
(二

一
四
)
八雲
)
に
展
す
る

｢朝
雲
｣
(R

二

･
C
二
七
)
も
宋
玉

『高
唐
賦
』
を
意
識
し
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
典
穣
無
税
の
所
属
決
定
で
あ
る
｡
ま
た
(二
三
六
)

(
鳥
類
)
は

｢街
羽
｣
(
R
八
)
を
採
る
｡
し
か
し

｢周
周
筒
衝
羽
｣

と
除
籍
は
羽
根
に
水
を
衝
ま
せ
て
､
相
手
に
飲
ま
せ
る
と
い
う
こ
と

を
言
う
の
で
あ
-
､
む
し
ろ
(
一
七
三
)
へ食
物

･
飲
み
物
)
の
方
が

よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

次
に
詩
の
中
で
の
意
味
と
､
所
属
と
が
ず
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
言
葉
を
幾
つ
か
挙
げ
て
お
き
た
い
｡
｢玄
髪
｣
(
R
二
七
)
は
(二

五
)
(老
年
時
代

･
髪

･
老
年
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
髪
)
に
腐
す
る
｡

｢素
林
｣
｢白
髪
｣
等
が
所
属
す
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
が
､
｢玄
髪

襲
未
森
｣
と
女
性
の
美
し
き
を
語
っ
て
い
る
句
で
あ
-
､
下
の

｢朱

書

評

顔
｣
と
同
じ
-

(二
三
)
へ
若
さ

･
美
し
い
外
観
)
か
､
(十
九
)
(
女

性
た
ち
)
の
方
が
適
普
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
ま
た

(七
七
)

(
待
機
)
も

｢携
手
等
歓
愛
｣
(R

一
二
)
の

｢等
｣
を
探
る
｡
し
か

し
著
者
自
身
が
パ
ー
ト

1
の
三
､
詩
の
英
諸
で
｡
･･･w
ere

e

qual"

と
さ
れ
る
よ
-
に
､

｢
ひ
と
し
い
｣
の
意
味
で
あ
ろ
う
｡

ま
た
､
先
の
第

一
鮎
の
疑
問
の
と
こ
ろ
で
､
修
飾
被
修
飾
の
言
葉

の
探
-
方
の
混
乱
を
指
摘
し
た
が
､
こ
こ
で
は
､
修
飾
語
と
被
修
飾

語
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
で
き
た
言
葉
の
所
展
に
混
乱
が
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
た
い
｡
(九
九
)
(高
-
そ
び
え
る
･
高
-

･
急
勾
配
)
に
は

｢高
樹
｣
(R

一
四
)､
｢喬
松
｣
(R
四
九
)
が
あ
る
｡

一
方
(二
四

〇
)

へ植
物
)
に

｢修
竹
｣
(R
四
五
)
が
採
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
は

､

同
じ

(二
四
〇
)
に
仙
界
の
山
で
あ
る
西
山
を
含
む

｢
西
山
草
｣
(R

八
二
)
が
あ
っ
て
､
(
一
二
九
)
(
仙
界
)
に

｢崖
丘
樹
｣
(
L
四
〇
)が

あ
る
と
い
う
こ
と
と
と
も
に
､
評
者
に
は
多
少
奇
妙
に
感
じ
ら
れ
る
｡

さ
て
､
評
者
は
以
上
の
三
つ
の
疑
問
を
こ
の
索
引
に
封
し
提
出
し

た
｡
そ
れ
ら
は
互
い
に
絡
み
合
っ
て
お
-
､
猪
立
し
て
述
べ
た
の
は

少
々
乱
暴
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
｡
た
だ
､
言
葉
の
採
-
出
し
方
､

詩
に
お
け
る
意
味
を
持
つ
言
葉
の
そ
の
意
味
の
決
定
の
原
則
､
そ
し
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て
言
葉
の
持
つ
意
味
を
ま
と
め
て
行
-
項
目
の
設
定
､
こ
れ
ら
に
封

す
る
疑
問
は
､
絶
て
こ
の
索
引
の
大
き
な
特
色
で
あ
る
､
意
味
別
の

分
類
で
あ
る
が
ゆ
え
に
生
じ
た
の
で
あ
る
｡
意
味
分
類
は
い
わ
ば
諸

匁

の
刀
と
も
言
え
よ
う
.

メ
イ
ヤ
ー
氏
は

｢私
は
方
法
論
を
確
立
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
こ

と
を
学
兄
し
た
o｣
(序
論
)
と
､
索
引
作
製
の
苦
心
を
表
白
さ
れ
る
｡

そ
れ
は
四
人
の
詩
人
が
内
省
的
で
､
解
樺
の
難
し
い
詩
を
作

っ
た
こ

と
も
原
因
で
あ
ろ
う
が
､
こ
の
研
究
方
法
が
従
来
に
な
い
､
新
し
い

研
究
方
法
で
あ

っ
た
こ
と
に
､
よ
-
大
き
な
原
因
が
あ
ろ
う
｡
し
か

し
新
し
い
方
法
で
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
､
何
よ
-
も
ま
ず
､
方
法
論
の

確
立
､
つ
ま
-
意
味
分
類
の
原
則
の
確
立
が
､
そ
の
原
則
に
封
す
る

説
明
と
と
も
に
必
要
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
､
評
者
に
は
思
わ

れ
る
｡

詩
か
ら
言
葉
を
採
-
出
し
､
言
葉
の
持
つ
意
味
を
分
類
し
､
詩
人

達
の
共
通
性
を
探
る
と
い
う
顎
憩
は
主
に
中
国
の
言
語
を
研
究
し
て

お
ら
れ
る
メ
イ
ヤ
ー
氏
な
ら
で
は
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
特

に

｢蹄
趣
求
め
難
し
｣
(『詩
晶
』)
と
解
さ
れ
た
玩
籍
の
詩
を
分
糞
し

て
ゆ
-
こ
と
は
'
大
襲
困
難
な
作
業
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

徒
来
院
籍
は
､
彼
の
生
き
た
証
倉
と
の
関
わ
-
に
重
鮎
を
置
い
て

研
究
さ
れ
て
き
た
｡

川
合
康
三
氏
の

｢匪
籍
の
飛
招
｣

(『中
国
文
学

報
』
第
二
九
肪

･
l
九
八
八
年
四
月
)
は

そ
の
よ
う
な
流
れ
の
な
か
で
､

作
品
そ
の
も
の
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
匪
籍
を
研
究
し
た
最
初
の
も

の
で
あ
ろ
-
｡
メ
イ
ヤ
ー
氏
の
こ
の
著
書
は
､
む
ろ
ん
院
籍
の
み
の

研
究
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
､
院
籍
の
研
究
に
対

し
て
､
川
合
氏
に
梧
い
て
新
た
な
可
能
性
を
示
し
て
お
-
､
ま
た
､

文
学
者
相
互
の
影
響
を
調
査
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
､

1
つ

の
方
法
を
提
示
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
｡

メ
イ
ヤ
ー
氏
は
緒
論
､
序
論
に
お
い
て
､
こ
の
書
を

｢賓
級
的
｣

と
謙
遜
し
て
お
ら
れ
る
｡
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
こ
こ
に
紹
介
し
て
き
た
､

新
し
い
研
究
方
法
に
封
し
て
述
べ
て
お
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
｡
評
者

は
力
不
足
の
烏
､
充
分
な
紹
介
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
を
お
詫
び
す

る
と
共
に
'
著
者
が
こ
の
研
究
方
法
に
よ
-
改
良
を
加
え
ら
れ
､
完

成
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
｡

(附
記
)

本
書
の
著
者
メ
イ
ヤ
ー
氏
に
つ
い
て
､
高
田
時
雄
氏
よ
-
'
お

教
え
を
受
け
ま
し
た
｡
こ
こ
に
感
謝
致
し
ま
す
｡

(三
重
大
学

道
坂
昭
虞
)
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