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書

評

夏
偉
才

『詩
経
研
究
史
概
要
』

寓
巻
棲
蘭
書
公
司

一
九
九
三
年
七
月

三
五
二
貢

『
詩
経
』
を
謹
む
時
､
我
々
は
古
注
や
新
注
を
参
照
す
る
の
が
普

通
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が

一
歩
進
ん
で
よ
-
多
-
の
注
や
学
説
に
解
れ

よ
う
と
す
る
と
､
た
ち
ま
ち
魔
大
な
注
樺
書
や
研
究
書
の
海
に
直
面

す
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
成
果
を
研
究
史
と
し
て
整
理

す
る
作
業
が
不
可
敏
に
な
る
が
､

『詩
経
』

そ
の
も
の
と
同
じ
悠
久

の
歴
史
を
持
つ
と
も
い
え
る
詩
経
撃
の
流
れ
を
的
確
に
整
理
し
'
理

解
す
る
こ
と
は
決
し
て
容
易
な
も
の
で
は
な
い
｡

本
書
は

『
詩
経
』
の
全
時
代
を
通
じ
て
の
研
究
史
専
著
と
し
て
は

初
め
て
の
も
の
で
あ
る
｡
著
者
の
夏
偉
才
氏
は

一
九
二
四
年
生
､
安

徽
省
の
人
o
北
京
師
範
大
学
'
天
津
師
範
学
院
を
経
て
現
在
は
河
北

師
範
学
院
教
授
の
任
に
就
-

一
万
㌧
中
国
詩
経
学
食
の
設
立
に
壷
力

し
､
こ
れ
の
曹
長
を
も
務
め
る
｡

一
九
九
三
年
八
月
に
河
北
省
石
家

在
に
於
て
河
北
師
範
学
院
の
主
雛
に
よ
-
首
屑
詩
経
国
際
学
術
研
討

合
が
開
か
れ
る
と
同
時
に
､
こ
の
席
上
で
中
国
詩
経
寧
倉
の
設
立
が

承
認
さ
れ
た
が
､
考
え
て
み
れ
ば
経
書
の
一
つ
と
し
て
永
-
奪
崇
さ

れ
､
中
国
の
詩
歌
や
文
学
の
源
流
で
あ
る

『詩
経
』
に
､
そ
れ
を
専

門
に
研
究
す
る
拳
骨
が
今
ま
で
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
寧
ろ
不
思
議

な
こ
と
で
あ
る
か
ら
､
長
年
の
志
が
よ
う
や
-
貴
現
す
る
に
至
っ
た

夏
氏
の
喜
び
も
さ
ぞ
や
大
き
い
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
｡
折
し
も
山
東

大
学
に
留
学
中
で
あ

っ
た
評
者
も
こ
の
首
屈
研
討
合
に
参
席
す
る
横

合
を
得
た
が
､
そ
の
讃
超
人
に
は
先
頃
亡
-
な
っ
た
余
冠
英
氏
を
は

じ
め
故
程
俊
英
氏
や
趨
柿
震

･
湯
柄
正

･
董
治
安
の
各
氏
な
ど
鐸
々

た
る
萌
ぶ
れ
が
産
ん
で
お
-
､
合
の
熱
気
も
遠
々
な
ら
ぬ
も
の
で
あ

っ
た
｡

さ
て
本
書
の
出
版
に
関
す
る
事
情
は

｢茎
滞
版
前
言
｣
に
詳
し
-

書
か
れ
る
.
そ
れ
に
よ
る
と
本
書
は
ま
ず

1
九
八
二
年
に
中
州
害
毒

社
よ
-
出
版
さ
れ
た
が
'
初
版
は
僅
か
四
千
四
百
珊
し
か
蔓
行
さ
れ

な
か
っ
た
｡
各
方
面
で
高
い
評
債
を
得
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
諸
般

の
事
情
か
ら
再
版
さ
れ
ず
に
'
入
手
困
難
な
状
態
が
績
い
た
が
､
著

者
に
と
っ
て
も
､
本
書
は
文
革
中
の
困
難
な
時
期
に
起
草
し
た
も
の
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で
､
決
し
て
満
足
の
い
-
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡
今
回
董
北
の

『
国

文
天
地
』
社
か
ら
再
版
を
持
ち
か
け
ら
れ
､
著
者
も
こ
れ
を
機
合
に

稿
を
改
め
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
｡

著
者
は
ま
ず

｢序
｣
に
於
て
､
｢過
去
の

『詩
経
』
研
究
は
､
著

述
が
汗
牛
充
棟
の
多
き
で
､
内
容
も
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
包
満
す
る
虞

さ
で
あ
-
､
各
家
の
説
は
多
岐
に
わ
た
-
､
論
争
は
決
し
難
い
｡
こ

の
煙
海
の
如
-
魔
大
な
研
究
資
料
に
向
か
う
と
'
常
に
つ
か
み
ど
こ

ろ
の
な
さ
を
感
ず
る
｡
『
詩
経
』
研
究
史
に
封
し
て
研
究
を
進
め
る

こ
と
は
､
ま
こ
と
に
重
要
な
事
で
あ
-
､
そ
の
襲
展
過
程
を
明
ら
か

に
し
､
端
か
ら
端
ま
で
偽
を
捨
て
て
虞
を
存
し
､
粗
を
去
っ
て
精
を

敬
-
'
頚
展
の
手
が
か
-
を
つ
か
み
､

1
切
の
有
益
な
資
料
を
批
判

の
目
を
以
っ
て
鮭
承
し
､
そ
の
精
華
を
吸
収
し
､
そ
の
糟
粕
を
除
-

こ
と
は
､
普
代
の
詩
経
撃
を
確
立
す
る
上
で
の
必
要
僕
件
で
あ
る
｣

(｢序
｣
二
頁
)
と
本
書
編
纂
の
動
機
を
述
べ
て
い
る
｡
著
者
は
こ
こ
に

於
て

『
詩
経
』
研
究
史
を
次
の
五
時
期
に
区
分
す
る
o

l
､
先
秦
時
期

二
､
漢
学
時
期

(漠
か
ら
麿
)

三
㌧
朱
筆
時
期

(宋
か
ら
明
)

書

評

四
､
新
漢
学
時
期

(清
代
)

五
､
｢五
四
｣
及
び
以
後
の
時
期

こ
の
匡
分
自
腹
は
軽
挙
史

･
中
開
思
想
史
の
流
れ
に
封
鷹
し
た
も
の

で
､

格
別
目
新
し
さ
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
o

白
川
静

『詩
経
』

(中
公
文
庫
'
一
九
七
〇
年
)
も
そ
の
一
章
を
研
究
史
の
概
説
に
充
て
て

い
る
が
､
や
は
-
右
の
区
分
に
沿

っ
た
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
本
書

の
日
録
を
見
る
と
､

開
於

『詩
経
』
研
究
的
基
本
問
題

『
詩
経
』
和
孔
子
的
関
係

孟
子
説
詩
興
苛
子
停
詩

漢
学

『
詩
経
』
研
究
的
闘
争
和
費
展

『
毛
詩
正
義
』
和
漢
寧

『
詩
経
』
研
究
的
終
結

徒

『
文
心
願
龍
』
到
唐
代
詩
人
論

『
詩
経
』

宋
寧

『
詩
経
』
研
究
中
的
幾
個
問
題

元
明
学
術
的
空
疏
和
偽

『
詩
倖
』

清
代

『
詩
経
』
研
究
概
説

魯
迅
論

『
詩
経
』

胡
適
和
古
史
沸
涯
封

『
詩
経
』
的
研
究
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郭
沫
若
封

『
詩
経
』
研
究
的
貢
献

聞

一
多
-

現
代

『
詩
経
』
研
究
大
師

最
も
大
き
な
章
の
み
を
泣
べ
た
が
､

こ
れ
だ
け
で
も
本
書
が

｢概

説
｣
を
う
た
っ
て
い
な
が
ら
尊
者
な
ら
で
は
の
豊
富
な
内
容
を
具
え

て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
よ
う
｡
と
-
わ
け
六
朝
以
後
の
研
究
史
は
､

白
川
氏
の

『
詩
経
』
や
'
加
納
吉
光
氏
の

『詩
経
』
(学
研

｢中
開
の

古
典
｣
一
八
'
一
九
八
三
年
)
等
の
諾
江
本
に
付
さ
れ
る
研
究
史

の
よ

う
な
少
な
い
紙
幅
で
は
簡
略
に
な
ら
ざ
る
を
得
ず
､
系
統
立

っ
た
知

識
を
得
る
こ
と
が
困
難
で
あ

っ
た
だ
け
に
､
本
書
が
登
場
し
た
意
義

は
大
き
い
と
い
え
る
｡

で
は
糞
際
に
そ
の
内
容
を
見
て
い
-
こ
と
に
し
よ
う
｡

ま
ず

『
詩
経
』
研
究
の
基
本
的
問
題
と
し
て
､
三
百
篇
の
成
立
し

た
時
代
と
地
域
､
蛋
詩
の
問
題
､
風
雅
の
正
襲
､
採
詩
の
説
､
孔
子

の
調
詩
と
い
っ
た
､
論
争
の
あ
る
問
題
を
取
-
上
げ
て
い
る
が
､
こ

れ
ら
に
つ
い
て
は
従
来
の
諸
説
を
遊
べ
て
解
説
す
る
に
と
ど
め
､
自

ら
の
意
見
は
表
明
し
な
い
｡
些
か
物
足
-
な
い
印
象
を
受
け
な
い
で

も
な
い
が
､
本
書
は
大
学
の
教
科
書
と
し
て
の
用
途
も
想
定
さ
れ
る

か
ら
'
定
説
を
得
難
い
古
代
に
つ
い
て
は
自
説
の
み
を
押
し
付
け
る

の
を
避
け
た
の
で
あ
ろ
う
｡

次
い
で
孟
子
と
有
子
の
撃
涯
に
つ
い
て
述
べ
'
孟
子
は

｢詩
を
説

-
者
は
､
文
を
以
て
辞
を
害
わ
ず
､
軒
を
以
っ
て
志
を
害
わ
ず
､
意

む
か

を
以
っ
て
志
を

逆

う

れ
ば
､
是
れ
之
を
得
た
-
と
為
す
｡
｣
(『孟
子
』

寓
章
上
)
と
､

春
秋
の
遊
説
家
た
ち
の
断
章
取
義
を
否
定
し
た
の
に

封
し
､
苛
子
は

｢文
を
以
っ
て
道
を
明
ら
か
に
す
｣
る
立
場
か
ら
､

自
著
の
中
で
大
い
に
断
章
取
義
を
行
っ
た
の
で
､
｢『詩
経
』
自
身
の

研
究
か
ら
言
え
ば
､
苛
子
の
詩
説
に
は
決
し
て
賓
際
の
学
術
的
債
値

は
な
い
｣
(七
四
貢
)
と
断
ず
る
｡
尤
も
苛
子
の

｢
明
道
｣
思
想
が
後

の
時
代
の
文
学
観
に
ま
で
影
響
を
興
え
､
儒
教
的
な

『
詩
経
』
研
究

の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
な
っ
た
こ
と
に
も
指
摘
を
忘
れ
な
い
｡
こ
の
時

代
の
詩
経
撃
を
孟
子
と
苛
子
の
相
反
す
る
思
想
と
い
う
鮎
に
か
ら
め

て
捉
え
た
の
に
は
新
鮮
さ
を
感
ず
る
が
'
断
章
取
義
と
い
う

一
つ
の

表
現
技
巧
を

一
概
に
否
定
す
る
の
も
ま
た
安
薯
を
敏
-
の
で
は
な
い

か
｡
白
川
氏
は

『左
侍
』
に
見
え
る

｢賦
詩
断
章
｣
に
つ
い
て
先
の

自
著
の
一
節
を
割
き
､
次
の
如
-
云
う
｡
｢『左
停
』
に
は
賦
詩
の
話

が
六
十
五
候
も
み
え
､
饗
宴
の
と
き
､
外
囲
使
臣
と
の
間
に
詩
を
通

じ
て
の
唱
酬
が
行
わ
れ
た
と
い
-
｡
そ
れ
で
詩
の
遥
拝
が
通
常
で
な
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か
っ
た
-
､
あ
る
い
は
相
手
方
の
賦
詩
の
意
味
を
理
解
し
え
な
い
よ

う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
､
薩
を
失
し
､
主
命
を
辱
め
る
無
知
な
行
馬
と

し
て
非
難
さ
れ
た
｡
-
-
詩
の
教
義
が
な
け
れ
ば
'
外
交
の
使
臣
と

し
て
の
資
格
が
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
｣
(前
掲
書
､
二
三
入
貢
)

断
章
取
義
が
詩
の
本
営
の
理
解
に
於
て
は
妨
げ
に
な
る
に
し
て
も
､

こ
れ
は
取
-
も
直
さ
ず

『詩
経
』
の
詩
句
を

一
種
の
典
雅
な
修
節
と

し
て
捉
え
る
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
｡
つ
ま
-
著
者
が

後
に

一
章
を
割
い
て
詳
説
す
る
､
修
辞
面
で
の

『
詩
経
』
評
債
の
萌

芽
と
も
い
え
る
現
象
な
の
で
あ
る
か
ら
､
そ
れ
が
盛
行
す
る
に
至
っ

た
背
景
に
は
是
非
と
も
解
れ
て
お
-
べ
き
で
あ

っ
た
と
思
う
O

績
い
て
漢
代
の
詩
経
学
で
あ
る
が
'
著
者
は

｢今
文

･
古
文
学
の

争
い
と

『詩
経
』
｣
｢魯

･
哲

･
韓
三
家
詩
｣
｢毛
侍
と
詩
序
の
問
題
｣

｢『
毛
詩
停
隻
』
｣
の
四
つ
に
分
け
て
説
明
を
進
め
る
｡
こ
の
時
代
に

つ
い
て
は
､
文
学
の
み
な
ら
ず
思
想
史
の
立
場
か
ら
も
盛
ん
に
研
究

さ
れ
て
お
-
'
著
者
も
新
奇
な
こ
と
は
主
張
し
な
い
｡

六
朝
期
の
詩
経
撃
は
'
そ
れ
ま
で
の
儒
学
が
長
い
祉
合
的
混
乱
の

末
に
衰
え
て
い
き
､
代
わ
っ
て
玄
撃
や
儒
教
が
盛
ん
に
な
っ
た
と
い

う
時
代
背
景
が
あ
る
だ
け
に
､
従
来
は
正
面
か
ら
取
-
上
げ
ら
れ
る

書

評

こ
と
が
殆
ど
な
か
っ
た
｡
し
か
し
著
者
は
こ
こ
に
も

『
詩
経
』
研
究

の
新
た
な
動
き
を
見
逃
さ
な
い
.
ま
ず

一
つ
に
貌
晋
の
鄭
撃
と
王
撃

の
論
争
を
取
-
上
げ
'
｢
王
帝
は
純
古
文
撃
を
標
梼
し
な
が
ら
王
学

を
創
始
し
､
鄭
玄
が

(今
文
学
の
説
を
も
折
衷
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
)
古

文
翠
の
家
法
を
破
壊
し
た
と
攻
撃
し
た
｡
王
粛
学
派
は
専
ら
毛
詩
を

重
ん
じ
､
毛
侍
に
さ
ら
に
注
疏
を
施
し
､
三
家
詩
説
を
排
斥
し
て
､

残
閲
を
守
ろ
う
と
す
る
保
守
的
傾
向
を
示
し
た
｡
-
-
魂
の
皇
帝
は

鄭
学
を
支
持
し
た
が
､
晋
の
皇
帝
は
外
戚
王
霜
を
支
持
し
､
王
撃
は

一
度
政
治
権
力
に
依

っ
て
勝
利
を
収
め
た
｡
し
か
し
王
撃
は
結
局
保

守
的
で
遅
れ
た
も
の
で
あ
-
､
永
嘉
十
六
園
の
乳
の
際
に
､
彼
ら
の

純
古
文
撃
の
著
作
と
斉

･
魯
両
家
詩
は
み
な
滅
ん
で
し
ま
い
､
『
鄭

隻
』
は
依
然
と
し
て
儒
家
の
俸
え
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
O
｣

(
二

四

～

二

五
頁
)
と
云
う
｡
次
に
南
北
朝
期
の
南
撃
と
北
撃
の
争
い
を
取

-
上
げ
､
北
撃
が
鄭
寒
を
墨
守
す
る
あ
ま
-
硬
直
化
し
て
い
っ
た
の

に
封
し
､
南
撃
は
自
由
な
研
究
を
旨
と
し
､
鄭
集
に
基
づ
き
な
が
ら

王
撃
を
折
衷
し
､
さ
ら
に
玄
学
の
課
を
も
取
-
入
れ
た
た
め
､
比
較

的
生
気
に
富
む
も
の
で
あ

っ
た
と
す
る
O
そ
し
て

｢
こ
の
時
代
の
一

部
の
研
究
成
果
は
､
後
に

『
毛
詩
正
義
』
に
吸
収

･
統
合
さ
れ
た
｣
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(
二

六
頁
)
と
結
論
付
け
る
｡

今
ま
で
詩
経
撃
と
し
て
は
あ
ま
り
論

じ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
れ
ら
の
論
肇
に
光
を
常
て
'
唐
代
の
最
大
の
成

果
で
あ
る

『
毛
詩
正
義
』
に
そ
れ
が
結
寛
し
た
と
す
る
説
明
は
'
初

学
者
に
も
謹
ま
れ
る
こ
と
を
想
定
し
た
書
物
と
し
て
は
､
簡
略
に
過

ぎ
る
こ
と
な
-
疾
い
所
に
手
の
眉
-
配
慮
で
あ
る
と
い
え
る
｡

唐
代
の
詩
経
撃
は

『
毛
詩
正
義
』
に
代
表
さ
れ
る
が
'
著
者
が
そ

れ
に
至
る
ま
で
の
長
い
過
程
を
も
疎
か
に
し
て
い
な
い
こ
と
は
今
述

べ
た
通
-
で
あ
る
｡

著
者
は
こ
れ
を
鄭
隻
に
績
-

｢第
二
の
一
里

塚
｣
と
し
て
､
ひ
と
通
-
の
解
説
を
加
え
る
が
､
し
か
し
著
者
が
こ

の
時
代
に
於
て
重
視
す
る
こ
と
は
別
の
方
面
に
あ
る
｡
詩
経
撃
の
範

噂
に
入
-
得
る
も
の
は
､
経
撃
と
し
て
の

『詩
経
』
研
究
だ
け
で
は

な
い
o
文
学
の
源
流
と
し
て

『
詩
経
』
を
捉
え
て
い
た
詩
人
や
文
学

家
た
ち
の
論
考
や
資
際
の
創
作
を
も
､
詩
経
撃
の
一
つ
と
考
え
る
｡

経
撃
と
文
学
は
別
個
の
も
の
で
な
-
､
相
互
に
関
係
し
あ
っ
て
顎
展

し
た
と
い
-
､
著
者
の
立
場
が
窺
え
る
所
で
あ
る
｡
こ
の
方
面
の
最

初
の
成
果
と
し
て
す
ぐ
に
思
い
到
る
の
は

『
文
心
雅
龍
』
で
あ
ろ
-
0

著
者
も
も
ち
ろ
ん
こ
れ
の

『
詩
経
』
に
封
す
る
評
債
に
は
多
-
の
紙

幅
を
割
い
て
解
説
を
加
え
て
い
る
｡
し
か
し

『
詩
経
』

へ
の
文
学
的

な
関
心
は
必
ず
し
も

『
文
心
碓
龍
』
が
最
初
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
｡

著
者
は
云
う
｡
｢魂
背
の
詩
人
は
ま
だ
自
分
の
創
作
の
賓
旗
の
中
で

『
詩
経
』
に
学
び
'
手
本
と
し
た
だ
け
で
あ
る
が
､
文
学
創
作
の
襲

展
に
従
い
､
人
々
の
文
学
の
特
徴
に
封
す
る
認
識
も
次
第
に
高
ま
-
､

創
作
理
論
の
探
求
や
､
作
家
の
作
品
に
封
す
る
評
債
も
､
歩
を
追
っ

て
襲
展
し
た
o
建
安
か
ら
南
北
朝
ま
で
の
四
百
年
ほ
ど
の
間
は
､
我

が
国
の
古
代
文
学
理
論
が
繁
栄

･
準
展
し
た
重
要
な
時
期
で
あ
る
.

多
-
の
債
値
あ
る
文
学
理
論
の
著
作
が
'
『詩
経
』

に
つ
い
て
も
研

究
を
進
め
'
そ
の
創
作
の
経
験
を
ま
と
め
､
そ
の
蛮
術
的
表
現
手
法

を
探
求
し
た
.
そ
の
中
で
最
も
主
要
な
著
作
は
､
劉
鎚
の

『文
心
離

龍
』
と
､

鍾
嘆
の

『
詩
品
』
で
あ
る
｡
｣

(
一
三
三
貢
)
偉
大
な
業
績

も
､
そ
の
源
流
か
ら
説
き
起
こ
さ
な
け
れ
ば
的
確
な
理
解

へ
の
妨
げ

に
な
る
と
い
う
配
慮
が
こ
こ
に
も
見
て
取
れ
よ
う
｡
著
者
は
次
い
で

唐
代
の
詩
人
た
ち
が

『
詩
経
』
を
ど
の
よ
-
に
捉
え
､
自
ら
の
創
作お

こ

の
中
に
生
か
し
て
い
っ
た
か
を
述
べ
る
｡
李
白
の

｢大
雅
久
し
-

作

ら
ず
｣
や
､
杜
甫
が

｢風
騒
｣
を
重
ん
じ
て
い
た
こ
と
は
す
ぐ
に
思

い
つ
-
所
で
あ
る
が
､
元
横

･
自
居
易
の
新
楽
府
や
､
韓
愈

･
柳
宗

元
の
古
文
運
動
も
､
そ
の
思
想
的
根
接
と
し
て

『詩
経
』
の
影
響
が
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蘇
-
認
め
ら
れ
る
と
云
う
(
1
四
九
-
1
五
七
貢
)o
こ
れ
は
誰
し
も
異

論
の
な
い
所
で
あ
ろ
う
が
'
た
だ
自
居
易
が
｢
元
九
に
興
-
る
の
書
｣

で

｢人
の
文
は
､
六
経
之
を
首
と
す
｡
六
経
に
就
い
て
言
え
ば
､
詩

文
之
を
首
と
す
｡
何
と
な
れ
ば
'
聖
人
は
人
心
を
感
ぜ
し
め
､
而
し

て
天
下
和
平
す
れ
ば
な
-
｡
人
心
を
感
ぜ
し
む
る
者
は
､
情
よ
-
先

ん
ず
る
は
莫
-
､
言
よ
-
始
な
る
は
莫
-
'
聾
よ
-
切
な
る
は
莫
-
､

義
よ
-
深
き
は
美
し
｡
詩
な
る
者
は
､
情
を
根
と
し
､
言
を
甫
と
し
､

撃
を
華
と
し
､
義
を
貴
と
す
｡
｣
と

『詩
経
』
に
封
す
る
考
え
を
ま

と
め
た
部
分
を
引
い
て
い
な
が
ら
､
同
じ
書
で

古
人
云
う
'
窮
す
れ
ば
即
ち
猪
-
其
の
身
を
善
-
し
､
達
す

す
く

れ
ば
即
ち
兼
ね
て
天
下
を

済

う

と
｡
-
-
故
に
僕
が
志
は
乗
済

に
在
-
､
行
は
猪
善
に
在
-
｡
奉
じ
て
之
を
終
始
す
れ
ば
､
則

ち
道
と
馬
-
､
言
い
て
之
を
孝
明
す
れ
ば
､
則
ち
詩
と
為
る
O

之
を
説
諭
詩
と
謂
う
は
､
乗
済
の
志
な
-
｡
之
を
閑
適
詩
と
謂

う
は
､
猪
善
の
義
な
-
｡

と
､
自
作
詩
を
感
傷

･
説
諭

･
閑
適

･
薙
律
の
四
つ
に
分
数
し
た
上

で
説
諭
詩

･
閑
適
詩
を
本
領
と
し
た
有
名
な
箇
所
に
解
れ
て
い
な
い

の
が
気
に
な
る
｡
こ
れ
は

『
詩
経
』
の
美
刺
の
み
な
ら
ず
､
自
居
易

書

評

が
自
ら
云
う
よ
う
に
､
『
孟
子
』

の

｢乗
済
｣
思
想
の
影
馨
も
無
敵

で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
､
こ
れ
に
つ
い
て
も
言
及
し
な
い
の
は
片

手
落
ち
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
｡
ま
た
唐
代
の
詩
人
に
つ
い
て
は
､

『
詩
経
』
の
思
想
性
の
影
響
を
論
ず
る
の
に
終
始
し
､
『
詩
経
』

の

修
訂
に
お
け
る
影
響
に
つ
い
て
全
-
解
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
も
､
敏

鮎
の
一
つ
に
教
え
ら
れ
よ
う
｡

宋
代
の
詩
経
撃
に
つ
い
て
は
'
欧
陽
修

『詩
本
義
』
の
古
注
批
判

か
ら
始
ま
-
､
次
い
で
詩
序
を
尊
ぶ
か
麿
す
る
か
の
論
争
に
移
る
｡

詩
序

へ
の
懐
疑
の
動
き
に
先
鞭
を
つ
け
た
人
物
と
し
て
こ
れ
ま
で
は

蘇
轍
の

『
詩
解
集
俸
』
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
､
著
者

は
寧
ろ
鄭
樵

『詩
排
妄
』
や
王
質

『詩
経
聞
』
と
い
っ
た
も
の
の
方

が
詩
序
を
大
腰
に
疑
っ
た
と
し
て
大
き
-
敬
-
上
げ
て
い
る
｡
宋
撃

を
代
表
す
る
朱
子

『詩
集
俸
』
に
つ
い
て
は
､
漢
学
と
同
様
に
各
方

面
で
研
究
さ
れ
壷
-
し
て
い
る
感
が
あ
-
､
著
者
の
解
説
も
目
新
し

さ
を
追
求
し
た
も
の
で
は
な
い
.
た
だ
朱
子
が

｢淫
奔
老
之
詩
｣
と

断
じ
た
詩
を
調
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
王
柏
に
つ
い
て
､
｢宋

撃
の
懐
疑
の
学
風
は
､
王
柏
で
頂
鮎
に
達
し
て
か
ら
､
没
落
し
て
い

き
､
反
対
方
向

へ
特
化
し
始
め
た
｡
宋
撃
は
本
来
自
由
な
研
究
を
提
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侶
L
t
事
賓
を
考
護
す
る
こ
と
を
基
礎
と
し
て
い
た
｡
王
柏
を
代
表

と
す
る
宋
撃
家
は
そ
の
襲
展
を
板
接
に
乏
し
い
､
主
観
的
な
武
断

へ

至
ら
し
め
た
｡
-
-
統
治
階
級
は
統
治
思
想
を
樹
立
し
て
し
ま
う
と
､

理
学
の
紹
封
的
権
威
を
確
立
し
よ
う
と
し
､
二
度
と
自
由
な
研
究
を

必
要
と
し
な
か
っ
た
｡
-
-
宋
撃
の
末
流
は
こ
れ
ら
の
教
保
を
奉
ず

る
ば
か
-
で
､
内
容
は
空
疎
に
な
-
､
日
を
追

っ
て
硬
直
化
し
て
い

っ
た
o
J
(
一
八
二
五
)
と
主
張
す
る
｡
こ
れ
ま
で
過
激
沢
と
し
て
垂
-

扱
わ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
三
相
に
､
そ
の
文
学
史
的
な
位
置
を
積

極
的
に
興
え
た
こ
と
は
評
債
で
き
る
が
､
彼
は
単
な
る
過
激
涯
で
終

わ
っ
た
わ
け
で
は
な
-
'
そ
の
思
想
は
後
世
に
ま
で
影
響
を
残
し
て

い
る
｡
例
え
ば
朱
舜
奪

『
経
義
考
』
巻

一
百
十
二
に
明

･
楊
守
陳
の

『
詩
私
抄
』
を
挙
げ
る
が
､
そ
こ
に
引
-
黄
佐
の
評
に

｢朱
子
の
指

す
所
の
津
詩
の
小
序
と
異
な
る
者
'
近
世
四
明
の
楊
氏
直
ち
に
以
馬

ら
-
'
秦
火
の
後
､
漢
儒
誤

っ
て
収
め
て
､
以
っ
て
三
百
の
教
を
備

う
と

｡
故
に
其
の
著
す
所
の
私
抄
は
個
別
し
て
之
を
改
襲
す
｡
｣
と

云
い
､
楊
守
陳
が
王
柏
の
思
想
を
艦
承
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ

る
｡
後
に
解
れ
る
よ
-
に
'
著
者
は
明
代
前
期
の
詩
経
学
に
は
見
る

べ
き
も
の
が
な
い
と
片
付
け
て
し
ま
っ
て
お
-
､
そ
の
先
入
観
故
に

こ
う
し
た
こ
と
を
見
落
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
他
の
時
代
に

つ
い
て
は
隅
々
ま
で
目
が
行
き
届
い
て
い
る
だ
け
に
､
誠
に
残
念
な

こ
と
と
い
え
よ
う
｡
な
お
著
者
は
忘
れ
が
ち
な
末
代
の
名
物
撃
に
も

注
意
を
沸
い
､
程
大
呂

･
柔
下

･
王
鷹
鱗
の
業
績
を
挙
げ
て
い
る
の

も
特
筆
に
値
す
る
｡

元
代
や
明
代
の
詩
経
学
に
つ
い
て
は
､
学
術
自
腹
が
低
迷
を
績
け

た
た
め
'
本
書
で
割
か
れ
る
紙
幅
も
少
な
い
｡
元
で
は
劉
瑛

『
詩
停

通
樺
』
を
挙
げ
る
に
と
ど
ま
-
'
明
代
も
前
牛
に
つ
い
て
は

｢取
る

に
足
る

『
詩
経
』

研
究
の
著
述
は

一
つ
も
存
在
し
な
い
｣

(
一
九

一

貫
)
と
言
い
切
る
が
､
明
中
期
の
嘉
靖
年
間
に
出
た

『
子
貢
詩
俸
』

と

『
申
培
詩
説
』
を
取
-
上
げ
て
い
る
｡
そ
れ
ぞ
れ
孔
子
の
詩
説
､

魯
詩
の
説
を
俸
え
る
も
の
と
い
う
解
れ
込
み
で
あ
っ
た
が
'
寛
は
豊

坊
な
る
者
が
作

っ
た
偽
書
で
あ
る
こ
と
が
'
清
の
毛
奇
齢
に
よ
っ
て

澄
明
さ
れ
た
｡

『詩
経
』

そ
の
も
の
の
研
究
の
上
で
は
何
の
債
値
も

な
い
書
で
あ
る
が
'
著
者
は

｢
こ
れ
以
後
'
人
々
の
税
野
が
贋
ま
る

に
つ
れ
､
明
代
後
期
に
相
次
い
で
現
れ
た

一
部
の
詩
説
は
､
も
は
や

朱
子
学

一
連
倒
で
は
な
-
､
諸
説
を
併
せ
て
探
-
始
め
た
｡
｣
(
一
九

四
貢
)
と
､
研
究
史
上
の
役
割
を
積
極
的
に
認
め
て
い
る
o
そ
の
限
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光
の
鏡
さ
は
評
債
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
､
で
は
昔
時
文
学
の
上
で

撞
頭
し
て
き
た
新
し
い
動
き
で
あ
る
古
文
辞
涯
と
､
豊
坊
の
偽
詩
侍

を
皮
切
-
に
生
ま
れ
た
新
し
い

『詩
経
』
研
究

へ
の
動
き
と
は
関
係

が
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
｡
評
者
に
は
そ
う
は
思
わ
れ
な
い
｡
偽
書
を

わ
ざ
わ
ざ
作
-
上
げ
る
か
ら
に
は
､
相
麿
の
動
機
が
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
｡
革
に

｢豊
坊
が
世
を
愚
弄
し
､
偽
托
の
書
で
世
を
欺
い
た
の
は
､

明
人
の
学
問
の
空
虚
さ
へ
の
痛
烈
な
訊
刺
と
否
定
で
あ
っ
た
｣

(
一

九
三
頁
)
と
い
う
だ
け
で
済
ま
さ
れ
る
問
題
で
は
あ
る
ま
い
｡

い
き

づ
ま
っ
た
祉
合
が
復
古
を
求
め
る
の
は
世
の
常
で
あ
る
O
そ
れ
が
文

壇
で
は
古
文
辞
涯
と
し
て
､
学
界
で
は
偽
詩
侍
と
し
て
形
に
現
れ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
す
ぐ
に
思
い
つ
-
疑
問
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
こ
れ
に
つ
い
て
論
述
が
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
｡

清
代
以
後
の
詩
経
撃
は
政
治
に
直
接
か
か
わ
っ
て
い
た
だ
け
に
､

著
者
の
筆
致
に
も
政
治
臭
が
韻
-
な
っ
て
-
る
｡
そ
の
政
治
思
想
が

大
陸
で
高
-
評
債
さ
れ
る
王
船
山
に
封
し
て
は
多
-
の
紙
幅
を
割
き
､

清
で
最
初
に

『
詩
経
』
を
文
学
作
品
と
し
て
捉
え
た
人
と
稀
讃
し
て

い
る
の
も
そ
の
一
例
と
い
え
よ
う
｡
大
陸
で
の
初
版
は
一
九
八
二
年

で
あ
り
､
常
時
も
今
も
襲
わ
ら
ぬ
彼
の
地
の
政
治
的
状
況
を
考
え
れ

書

評

ば
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

近
現
代
の
詩
経
撃
は
魯
迅

･
胡
適

･
願
意
剛
及
び

『
古
史
妨
』

涯

･
郭
決
着

･
聞

一
多
を
取
-
上
げ
る
｡
中
国
以
外
で
は
近
代
的
な

『
詩
経
』
研
究
の
嘱
矢
と
し
て
グ
ラ
ネ
-

『
中
国
古
代
の
祭
薩
と
歌

諸
』
(俳
･
T
九
1
三
年
)
を
挙
げ
る
こ
と
が
多
い
が
､

著
者
は
魯
迅

が
こ
れ
に
先
だ
つ
一
九

〇
三
年
に

｢中
国
地
質
略
論
｣
(『集
外
集
拾

遺
』)
に
於
て
既
に
軽
挙
に
と
ら
わ
れ
な
い
詩
経
解
樺
を
示
し
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

(二
四
三
貢
)｡
ま
た
一
九
〇
八
年
に
江
陰
の

鏡
条
園
な
る
者
が

『詩
経
白
話
注
』
を
出
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す

る
が
､
こ
れ
も
園
外
で
は
あ
ま
-
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ

る
｡
こ
の
こ
と
自
腹
に
異
論
は
な
い
が
､
著
者
の
魯
迅
讃
美
は
や
や

勢
い
が
飴
る
き
ら
い
が
あ
る
｡
胡
適
以
下
の
各
人
に
封
す
る
評
債
も
､

著
者

一
人
の
責
め
に
帝
す
る
の
は
酷
で
あ
る
と
は
い
え
､
同
様
に
精

彩
を
敏
-
憾
み
が
あ
る
｡
そ
う
は
言
っ
て
も
著
者
が
曲
学
阿
世
の
輩

で
は
断
じ
て
な
い
こ
と
は
､
｢解
放
後
の

『詩
経
』
研
究
は
か
つ
て

は
卑
俗
な
社
骨
学
や
教
候
主
義
の
傾
向
が
あ
っ
た
｡
｣
(二
四
二
頁
)

｢普
代
の
一
部
の

『詩
経
』
に
つ
い
て
の
評
論
は
､
あ
る
時
は

『詩

経
』
の
思
想
性
や
要
衝
性
'
そ
の
文
筆
史
上
の
影
響
に
つ
い
て
'
全
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第
五
十
二
筋

面
的

･
具
鮭
的
な
分
析
も
な
-
､
怨
嵯
や
説
諭
の
作
品
を

『
社
食
階

級
闘
争
を
深
-
反
映
し
て
い
る
』
と
言
い
､
国
風
の
民
歌
を

『県
に

鹿
範
囲
に
人
民
大
衆
の
生
活

･
思
想

･
感
情
や
願
望
を
表
現
し
て
い

る
』
『
奴
隷
の
戦
歌
で
あ
る
』
『
高
度
な
思
想
性
と
完
成
さ
れ
た
塾
術

形
式
と
が
結
び
つ
い
て
い
る
』
と
言
う
が
､
こ
れ
ら
の
過
分
な
讃
美

や
､
作
品
の
賓
際
を
離
れ
た
､
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
だ
け
の
形
而
上
学

的
方
法
は
'
魯
迅
が
詩
を
論
ず
る
歴
史
的
群
語
法
の
方
法
と
は
'
大

き
な
隔
た
り
の
あ
る
も
の
で
あ
る
｡
｣
(二
五
二
貢
)
と
い
っ
た
記
述
を

一
語
す
れ
ば
了
解
で
き
よ
う
｡

以
上
長
々

と
内
容
を
紹
介
し
､
自
ら
の
蒙
昧
を
省
み
ず
私
見
を
述

べ
て
み
た
が
､
や
は
-
益
を
獲
る
こ
と
ま
こ
と
に
多
し
と
い
う
の
が

最
終
的
な
感
想
で
あ
る
｡
本
書
全
篇
を
通
じ
て
貫
か
れ
て
い
る
の
は
'

新
し
い
思
潮
や
学
問
を
大
成
し
た
者
は
寓
世
に
亙
っ
て
構
え
ら
れ
る

が
､
そ
の
業
績
も
寛
は
多
-
の
先
覚
者
た
ち
が
果
敢
に
蒔
い
た
種
子

が
あ
っ
て
こ
そ
開
花
し
得
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
き
､

大
学
者
の
偉
大
な
仕
事
の
み
に
目
を
奪
わ
れ
る
こ
と
な
-
､
こ
れ
ま

で
軽
観
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
学
者
や
研
究
書
を
も
決
し
て
忽
せ
に
は

し
な
い
態
度
で
あ
る
｡

一
つ
の
立
場
に
偏
す
る
こ
と
な
-
'
優
れ
た

も
の
は
取
る
と
い
う
本
書
の
基
本
的
精
神
は
'
即
ち
夏
氏
自
身
の
学

術
に
封
す
る
態
度
で
も
あ
ろ
う
｡
本
書
に
は
教
科
書
的

･
啓
蒙
書
的

表
現
も
散
見
す
る
が
､
そ
の
内
容
は
決
し
て
教
科
書
に
と
ど
ま
る
も

の
で
は
な
い
｡
何
よ
り
も
､

一
見
マ
ル
ク
ス
主
義
の
色
彩
に
覆
わ
れ

て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
本
書
に
､
毒
酒
の
出
版
社
が
目
を
つ
け
て

こ
れ
を
再
び
世
に
出
し
た
と
い
う
事
寛
が
､
そ
の
こ
と
を
雄
梓
に
物

語
っ
て
い
る
｡
と
も
す
れ
ば

｢木
を
見
て
森
を
見
ず
｣
に
な
-
が
ち

な
､
砂
漠
た
る
古
代
詩
歌
の
世
界
を
､
高
所
か
ら
僻
撤
し
得
た
著
者

の
力
量
は
驚
嘆
に
値
し
よ
-
｡

(京
都
大
学

大
野
圭
介
)

田
本
相
主
編

『
中
国
現
代
比
較
戯
劇
史
』

北
京

文
化
蛮
術
出
版
社

一
九
九
三
年
六
月

六
八
三
貢

俸
銃
の

｢戯
曲
｣
が

｢
唱
､
念
'
作
'
打
｣
を
表
現
手
段
と
す
る

の
と
異
な
っ
て
､
話
劇
は
対
話
と
動
作
を
主
な
表
現
手
段
と
す
る
｡

こ
の
話
劇
は
欧
米
で
は

D
ram
a
と
呼
ば
れ
る
が
､

中
国
で
は
､

｢新
劇
｣
､
｢文
明
戯
｣
な
ど
と
辞
さ
れ
て
い
て
､

一
九
二
八
年
､
洪

深
の
提
唱
で

｢話
劇
｣
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
｡
こ
の
新
し
い
演
劇
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