
唐
代
詩
論
の
展
開
に
お
け
る
瞭
然
諸
式

興

膳

宏

京
都

大
学

私
は
､
先
に
公
に
し
た

｢瞭
然
詩
式
の
構
造
と
理
論
｣
(『中
国
文

筆
報
』
第
五
十
冊
'
以
下

｢前
稿
｣
と
稀
す
る
)
に
お
い
て
'
い
ま
五
巻

本
と

1
巻
本
の
両
種
を
存
す
る

『詩
式
』
の
原
形
態
に
つ
い
て
推
測

を
め
ぐ
ら
す
と
と
も
に
'
先
行
す
る
六
朝
の
詩
論
の
う
ち
'
特
に

『詩
品
』
の
影
響
の
大
き
さ
に
つ
い
て
注
意
を
喚
起
し
て
お
い
た
｡

『詩
品
』
は
､
分
量
的
に
い
え
ば
'
ご
-
小
さ
-
ま
と
ま
っ
た
評
論

だ
が
'
六
朝
に
清
く
唐
代
の
詩
論
へ
の
影
響
力
か
ら
い
え
ば
'
理
論

的
膿
系
性
を
備
え
た

『文
心
髄
龍
』
な
ど
よ
-
も
む
し
ろ
遥
か
に
大

き
な
影
響
力
を
馨
挿
し
た
作
品
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
｡

『詩
品
』
の
果
た
し
た
文
学
理
論
史
上
の
積
極
的
な
役
割
に
つ
い

唐
代
詩
論
の
展
開
に
お
け
る
吸
然
詩
式

(興
膳
)

て
は
'
こ
れ
ま
で
す
で
に
多
-
の
論
者
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
き
て

お
-
'
こ
こ
で
今
さ
ら
あ
げ
つ
ら
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
｡
た
だ
'
文

学
史
上
の
大
き
な
轄
換
期
と
い
え
る
同
時
代
の
六
朝
後
期
文
学
の
潮

流
に
'
即
時
的
に
着
目
し
て
い
え
ば
'
『詩
品
』
の
所
論
は
意
外
な

ま
で
に
保
守
的
な
傾
向
を
帯
び
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
'
最
も

典
型
的
に
は
'
沈
約
ら
を
主
唱
者
と
す
る
聾
律
論
へ
の
感
情
的
と
も

い
え
る
反
撹
と
な
っ
て
表
わ
れ
て
い
る
｡
さ
ら
に
典
故
の
頻
用
と
い

う
大
朝
詩
の
顛
著
な
特
色
に
つ
い
て
も
'
強
い
不
快
感
を
陰
そ
う
と

し
て
い
な
い
｡
聾
律
と
典
故
と
い
う
作
詩
上
の
二
つ
の
技
巧
を
排
除

し
た
創
作
法
は
､
プ
ラ
ス
慣
値
と
し
て
の

｢自
然
｣
と
い
う
趣
に
よ

っ
て
概
括
で
き
よ
う
が
､
『詩
式
』
の
著
者
瞭
然
が

『詩
品
』
に
射

し
て
共
感
を
示
す
の
は
､
ま
さ
に
こ
の

｢自
然
｣
さ
の
ゆ
え
に
他
な

ら
な
か
っ
た
｡
(『詩
品
』
に
お
け
る

｢自
然
｣
の
語
の
用
例
は
'
下
記
の

同
書
序
を
参
照
の
こ
と
)｡

こ
の
自
然
さ
に
関
し
て
､
前
稿
を
補
強
す
る
意
味
で
'
こ
こ
で
な

お
多
少
の
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
｡
『詩
品
』
が
詩
に
お
け
る
典

故
の
使
用
に
批
判
的
な
の
は
､
｢惰
性
を
吟
詠
す
る
に
至
-
て
は
'

亦
た
何
ぞ
用
事
を
黄
ば
ん
｣
(序
)
と
い
う
理
由
か
ら
で
'
要
す
る
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に
感
覚
を
重
ん
ず
る
詩
に
あ
っ
て
'
典
故
は
不
必
要
な
も
の
だ
と
い

う
の
で
あ
る
｡
そ
の
こ
と
を
力
説
す
る

『詩
品
』
序
の

一
節
を
引
こ

､
つ

0
顔
延

･
謝
荘
'
尤
も
繁
密
を
為
し
､
時
に
之
に
化
す
｡
故
に
大

明

･
泰
始
中
､
文
章
は
殆
ど
書
抄
に
同
じ
｡
近
ご
ろ
任
防

･
王も

もノ

元
長

(王
融
)
等
は
'
詞
に
杏
を
貴
ば
ず
'
競
い
て
新
事
を

須

よラ
や

う
｡
爾
来
作
者
は
'
寝

-

以
て
俗
を
成
す
｡
遂
に
乃
ち
句
に

b
しば

虚
語
無
-
'
語
に
虚
字
無
く
'
補
柄
に
拘
撃
し
て
'
文
を

恵

ヽ
ヽ

あ

む
こ
と
己
に
甚
だ
し
｡
但
だ
自
然
の
英
旨
は
'
其
の
人
に
値

う

こ
と
竿
な
り
｡
詞
既
に
高
き
を
失
え
ば
'
則
ち
宜
し
く
事
義
を

いささ

加
う
べ
し
｡
天
才
に
謝
す
と
雄
も
'
且

か
学
問
を
表
わ
す
は
､

亦
た

一
理
な
る
か
｡

『詩
品
』
の
著
者
錘
喋
に
よ
れ
ば
'
宋
の
顔
延
之

･
謝
荘
以
後
'

特
に
典
故
尊
重
の
風
潮
が
強
ま
-
､
や
が
て

一
篇
の
詩
句
中
で
典
故

を
用
い
な
い
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
た
､
著
し
-
自
然
さ
を

損
な
う
詩
が
大
流
行
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
｡
彼
が
典
故
に
頼
る
こ

と
に
否
定
的
な
態
度
を
取
っ
て
い
る
の
は
'
ひ
と
え
に
そ
れ
が
自
然

な
趣
に
射
し
て
有
害
だ
か
ら
で
あ
る
｡
校
然
も
お
そ
ら
-
こ
の
鮎
で
､

『詩
品
』
の
見
解
に
最
も
共
感
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

『詩
式
』
の
個
別
の
詩
人
許
で
も
'
巻

一
｢文
章
宗
旨
｣
中
の
謝
壷

蓮
許
で
は
'
こ
の
詩
人
の
特
色
と
し
て
'
｢惰
性
に
直
に
し
て
'
作

ヽ
ヽ

用
を
尚
び
'
詞
彩
を
顧
み
ず
し
て
､
風
流
自
然
な
-
｣
と
い
う
趣
を

挙
げ
'
表
現
形
式
に
縛
ら
れ
な
い
'
自
由
で
異
率
な
感
情
の
表
白
を

①

構
え
て
い
る

｡

『詩
品
』
は
'
湯
恵
休
の
こ
と
ば
を
引
き
つ
つ
'
謝

壷
連
と
顔
延
之
の
詩
風
を
封
照
し
､
｢謝
詩
は
芙
蓉
の
水
を
出
づ
る

ま
じ

ちりば

が
如
-
､
顔
は
采
を

錯

え

金
を

鍾

む

る
が
如
し
｣
(中
品
顔
延
之
評
)

と
'
謝
の
自
然
さ
に
射
し
て
'
顔
の
こ
と
さ
ら
に
技
巧
を
弄
し
た
作

詩
態
度
を
批
判
し
て
い
る
の
が
思
い
あ
わ
さ
れ
る
｡
顔
延
之
評
で
は

ま
た
彼
の
典
故
愛
好
の
作
風
に
つ
い
て
､
｢古
事
を
用
う
る
を
喜
び
'

いよ
爾

い

よ
拘
束
せ
ら
る
｣
と
'
正
面
か
ら
不
快
感
を
あ
ら
わ
に
し
て
い

る
｡前

稿
で
述
べ
た
よ
う
に
'
『詩
式
』
は
元
来
'
五
段
階
に
格
づ
け

②

し
た
例
句
を
中
心
と
す
る
作
詩
法
の
書
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が

'

そ
の

｢
五
格
｣
は
不
用
事
第

一
､
作
用
事
第
二
､
直
用
事
第
三
､
有

事
無
事
第
四
'
有
事
無
事
情
格
倶
下
第
五
の
順
に
配
置
さ
れ
'
第

一

か
ら
第
五
へ
と
順
次
評
債
が
下
が
っ
て
ゆ
-
｡
｢不
用
事
｣
は
'
す
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な
わ
ち
典
故
を
全
-
用
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
'
岐
然
が
最
も
高
い

債
値
を
認
め
る
詩
句
で
あ
る
が
'
そ
れ
は
こ
う
し
た
句
作
-
が

｢自

然
｣
の
趣
を
膿
現
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
｡
そ
れ
に
次
ぐ

｢作
用
事
｣
は
'
典
故
を
用
い
て
は
い
て
も
'
作
者
の
創
意
に
よ
っ

て
詩
中
で
有
効
に
生
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
作
法
を
い
う
｡
｢作
用

事
｣
以
下
の
詩
句
に
は
'
典
故
を
用
い
な
い
句
も
含
ま
れ
て
い
る
が
､

し
りそ

そ
れ
は

｢其
の
事
を
用
い
ざ
る
も
措
意
高
か
ら
ざ
る
者
有
り
'
動や

や

け
て
第
二
格
に
入
る
｣
'
｢其
の
中
に
亦
た
事
を
用
い
ざ
る
も
､
格

稽

下
る
も
の
有
-
､
乾
し
て
第
三
に
居
-
｣
と
い
う

｢詩
有
五
格
｣
の

説
明
が
そ
の
理
由
を
示
し
て
い
る
｡
前
に
挙
げ
た
謝
塞
蓮
と
顔
延
之

に
つ
い
て
見
る
と
､
謝
塞
蓮
の
詩
は
す
べ
て
不
用
事
第

一
格
と
作
用

事
第
二
格
に
集
中
し
て
い
る
が
'
顔
延
之
の
場
合
は
､
第

一
･
第
二

に
は
全
-
見
え
ず
'
直
用
事
第
三
格
に
至
っ
て
四
例
が
引
か
れ
る
に

と
ど
ま
る
｡
｢直
用
事
｣
と
は
'
単
純
で
工
夫
の
な
い
典
故
の
用
い

か
た
を
指
し
て
い
る
｡
両
詩
人
に
野
す
る

『詩
品
』
の
許
債
が
'
そ

の
ま
ま

『詩
式
』
の
許
債
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を

輿
え
る
の
も
'
決
し
て
偶
然
の
現
象
で
は
あ
る
ま
い
｡

瞭
然
の
詩
人
評
債
は
､
全
般
に
古
え
に
高
い
傾
向
が
あ
-
､
奔
梁

唐
代
詩
論
の
展
開
に
お
け
る
瞭
然
詩
式

(興
膳
)

以
後
の
六
朝
詩
に
野
し
て
は
か
な
り
厳
し
く
'
ま
た
著
者
に
と
っ
て

の
近
代
で
あ
る
は
ず
の
唐
に
野
し
て
は
'
我
々
の
務
想
か
ら
す
れ
ば

意
外
に
も
低
い
｡
漠
魂
か
ら
晋
末
に
至
る
時
期
の
詩
が
第

一
格
か
ら

第
三
格
ま
で
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
る
の
に
封
し
て
'
唐
詩
は
第

一
格
に
は

全
-
取
ら
れ
ず
'
第
二
格
に
な
っ
て
'
よ
う
や
-
宋
之
間

･
沈
任
期

を
始
め
と
す
る
十
六
例
が
引
か
れ
て
い
る
｡
こ
の
期
で
も
､
漢
魂
に

厚
-
奔
梁
に
薄
い

『詩
品
』
の
許
債
の
傾
向
に
近
似
す
る
と
こ
ろ
が

あ
る
｡
五
巻
本
巻
四

｢斉
梁
詩
｣
に
よ
れ
ば
'
唐
詩
に
あ
っ
て
も
と

-
わ
け
大
暦
以
降
の
近
い
時
期
の
詩
人
へ
の
不
満
が
大
き
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
｡
｢大
暦
中
'
詞
人
は
多
-
江
外
に
在
-
｡
皇
甫
再

･
巌

維

･
張
絶
景

･
劉
長
卿

･
李
嘉
砿

･
朱
放
は
'
青
山
白
雲
'
春
風
芳

せ
つせん

草
を

窺

伯

し

て
'
以
て
己
が
有
と
為
す
｡
吾
知
る
'
詩
道
の
初
め
て

･つしな

喪

わ

る
る
は
'
正
に
此
に
在
-
と
｡
何
ぞ
過
ち
を
斉
梁
の
作
者
に

した

ひた

な
ら

推
す
を
得
ん
｡
今
に
迄

る

ま
で
徐
波
尚
お

寝

し

'
後
生
相
い

放

い

て
'

没
溺
す
る
者
多
し
｡
大
暦
末
年
､
諸
公

轍
を
改
む
'
蓋
し
前
非
を

知
る
な
-
｣
｡
そ
の
許
債
は
'
｢
五
格
｣
に
具
鰹
的
に
示
さ
れ
､
大
暦

の
詩
人
は
第
t二
格
に
至
っ
て
'
は
じ
め
て
未
放

･
恰
塞

一
･
鑓
起

･

韓
瑚

･
劉
長
卿
の
詩
句
六
種
が
採
ら
れ
る
｡
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格 王朝湊魂 晋宋 斉梁-精 磨 計

不用事第一格 20 12 6 0 38

作用事第二格 16 51 42 16 125

直用事第三格 5 23 61 50 139

有事無事第四格 0 0 71 81 152

有事無事情格供下第五格 0 1 29 53 83

ロ王朝ロr] 漢親 竹 賛梁 計

上品 6 6 0 12

中品 5 28 6 39

下品 8 30 34 72

こ
こ
で
'
試
み
に

｢
五
格
｣
に
引
用
さ
れ
る
例
句
を
､
四
つ
の
時

期
に
分
か
ち
､
そ
の
分
布
状
況
を
表
に
よ
っ
て
示
し
て
お
-
'
ま
た

併
せ
て
'
『詩
品
』
が
封
象
と
す
る
百
二
十
三
人
の
詩
人
の
l二
段
階

ラ
ン
ク
が
'
漠
親

･
晋
宋

･
斉
梁
の
三
期
に
い
か
に
分
布
し
て
い
る

か
を
'
や
は
-
表
に
よ
っ
て
確
か
め
る
こ
と
に
す
る
｡
｢
五
格
｣
で

は
､
漠
魂
の
詩
は
絶
軒
数
に
お
い
て
少
な
い
が
､
格
に
お
い
て
は
上

位
を
占
め
'
晋
末
の
詩
が
そ
れ
に
次
ぐ
傾
向
に
あ
る
｡
他
方
'
斉
梁

か
ら
晴
に
至
る
詩
と
唐
の
詩
は
､
教
に
お
い
て
は
漢
魂

･
音
末
を
墜

倒
し
な
が
ら
'
上
位
の
格
に
関
し
て
は
'
遥
か
に
そ
れ
ら
よ
り
も
劣

勢
で
あ
る
｡
『詩
品
』
の
評
債
と
の
近
似
性
は
'
こ
れ
ら
の
数
字
に

よ
っ
て
'
具
膿
的
に
確
認
で
き
る
｡

『詩
式
』
が
採
用
し
た
例
句
中
心
の
詩
論
と
い
う
形
態
に
つ
い
て

も
'
六
朝
か
ら
唐
に
か
け
て
の
詩
論
の
展
開
と
の
関
連
で
'
な
お
多

少
の
コ
メ
ン
ト
を
加
え
て
お
-
必
要
が
あ
ろ
う
｡
か
つ
て
私
は

｢詩

品
か
ら
詩
話
へ
｣
(『中
国
文
学
報
』
第
四
十
七
冊
)
と
題
す
る
論
考

で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
｡
｢『詩
品
』
の
批
評
方
法
を
特

色
づ
け
る
要
因
の
1
つ
に
､
折
り
折
-
詩
句
の
短
い
引
用
を
通
し
て
'

一
篇
の
作
品
全
健
あ
る
い
は
詩
人
の
作
風
そ
の
も
の
へ
の
評
債
を
､

直
裁
的
な
形
で
提
示
す
る
手
法
が
あ
る
｡
引
か
れ
る
句
は
'
お
お
む

ね

一
篇
の
眼
目
と
も
い
う
べ
き

｢秀
句
｣
で
あ
-
､
い
わ
ば

一
篇
の

詩
の
中
心
と
な
る

｢鮎
｣
を
馨
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
作
品
な
い

し
は
作
者
の
全
鰭
像
を
そ
こ
に
浮
き
立
た
せ
よ
う
と
す
る
手
法
と
い

え
る
｣
｡
こ
の
方
法
は
'
や
が
て
唐
代
に
至
る
と
'
元
就
の

『古
今

- 4 -



詩
人
秀
句
』
の
よ
う
な
秀
句
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
生
ん
で
'
新
た
な

局
面
を
開
-
と
と
も
に
'
『河
獄
英
塞
集
』
や

『中
興
間
気
集
』
の

よ
う
な
い
わ
ゆ
る

｢唐
人
選
唐
詩
｣
に
お
け
る
'
｢秀
句
｣
を
効
果

的
に
用
い
た
詩
許
の
誕
生
を
見
た
の
だ
っ
た
｡
『諸
式
』
の
骨
格
を

成
す
'
五
段
階
に
格
づ
け
さ
れ
た
古
今
の
詩
句
の
集
合
鰭
も
､
自
ず

か
ら
こ
う
し
た

｢秀
句
｣
中
心
の
批
評
方
法
の
確
立
の
過
程
で
出
現

し
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
｡

『詩
式
』
の

｢束
意
詩
例
｣
に
は
'
前
述
の
元
就
の

『古
今
詩
人

秀
句
』
等
の
秀
句
の
選
集
を
厳
し
-
批
判
し
た
記
事
が
見
え
て
い
る
｡

③

｢暗
昔
'
囲
朝
の
協
律
郎
元
就
と
越
恰
玄
聖
は
､
秀
句
を
集
む

｡

二

･もと

子
は
天
機

素

よ

-
少
な
-
'
選
も
又
た
精
な
ら
ず
'
多
-
浮
濠
の
言

た

を
采
-
､
以
て
豪
俗
を
誘
う
｡
特
だ
哲
夫
倫
語
の
便
に
入
る
の
み
に

た
す

し
て
'
何
ぞ
賊
に
兵
を
借
し
て
程
を
盗
む
を

資

-

る
に
異
な
ら
ん
｡

詩
敦
に
釜
す
る
無
し
｣
｡
こ
こ
で
こ
と
さ
ら
秀
句
の
問
題
が
取
-
上

げ
ら
れ
た
の
は
､
瞭
然
自
ら
の
書
が
､
元
就
ら
の
至
-
え
な
か
っ
た

高
水
準
の
秀
句
の
選
集
を
目
指
す
も
の
だ
っ
た
か
ら
に
は
か
な
る
ま

い
｡
因
み
に
'
五
巻
本

『詩
式
』
で
は
､
前
掲
の
表
の
如
-
'
｢
不

用
事
第

1
格
｣
に
三
十
人
種
'
｢作
用
事
第
二
格
｣
に
百
二
十
五
種
'

唐
代
詩
論
の
展
開
に
お
け
る
牧
然
諸
式

(興
膳
)

｢直
用
事
第
三
格
｣
に
百
三
十
九
種
'
｢有
事
無
事
第
四
格
｣
に
百

五
十
二
種
'
｢有
事
無
事
情
格
倶
下
第
五
格
｣
に
八
十
三
種
と
い
う

大
量
の
詩
句
を
引
用
し
て
い
る
｡
『諸
式
』
の
紙
幅
の
大
部
分
は
'

④

事
案
上
こ
れ
ら
の
詩
句
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

｡

さ
て
､
『詩
式
』
の
五
段
階
評
債
の
う
ち
､
第

一
格

･
第
二
格
に

つ
い
て
は
'
引
用
句
の
後
に
､

1
字
で
そ
の
句
の
趣
を
概
括
的
に
集

約
す
る
評
語
が
置
か
れ
る
の
を
常
と
す
る
｡
｢作
用
事
第
二
格
｣
で

い
え
ば
1

古
詩

｢河
漢
活
且
洩
'
相
去
復
幾
許
｡
盈
盈

一
水
間
､
股
肱
不

得
語
｣

情
也
｡

古
詩

｢生
年
不
満
百
､
常
懐
千
歳
菱
｡
董
短
苦
夜
長
'
何
不
乗

燭
遊
｣
達
也
｡

曹
子
建
三
良
詩

｢功
名
不
可
馬
､
忠
義
我
所
安
o
秦
穆
先
下
世
'

三
臣
皆
目
残
｣
悲
也
｡

又
贈
丁
儀
王
粂

｢山
琴
高
無
極
'
浬
消
揚
濁
清
｣
貞
也
.

こ
の
よ
う
に
､
｢情
｣
｢蓮
｣
｢悲
｣
｢貞
｣
と
い
っ
た

一
字
の
語
が
､

必
ず
引
用
句
の
あ
と
に
添
え
ら
れ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
評
語
が
全
部

で
十
九
種
あ
-
､
｢
五
格
｣
が

『詩
式
』
の
理
論
の
縦
糸
と
す
れ
ば
'
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こ
の

｢十
九
字
｣
は
さ
し
ず
め
そ
の
横
糸
で
あ
る
｡
十
九
字
に
つ
い

て
は
'
｢耕
鰹
有

一
十
九
字
｣
に
ま
と
め
て
そ
の
概
念
規
定
が
な
さ

れ
て
お
-
､
煩
を
厭
わ
ず
そ
の
全
て
を
引
け
ば
'
次
の
通
-
で
あ
る
｡

高

風
韻
切
暢
日
高

怨 達 識 思 気 節 貞

放
詞
正
直
目
貞

持
操
不
改
日
節

風
情
秋
秋
日
呆

気
多
含
蓄
日
思

検
束
防
関
目
誠

心
逃
暁
誕
日
蓮

詞
調
懐
切
目
怨

過忠志情徳閑悲意

佳
格
間
放
日
逸

臨
危
不
蟹
日
忠

立
性
不
改
日
志

緑
景
不
蓋
日
情

詞
温
而
正
目
徳

惰
性
疎
野
日
閑

傷
甚
日
悲

立
言
日
意

力

鰹
裁
勤
健
日
力

静

非
如
松
風
不
動
'
林
択
末
鳴
'

遠

非
如
砂
砂
望
水
'
杏
杏
看
山
'

乃
謂
意
中
之
静

乃
謂
意
中
之
遠

｢悲
｣
｢意
｣
の
二
字
の
解
説
が
四
字

1
句
か
ら
成
-
'
｢静
｣

｢遠
｣
二
字
の
そ
れ
が
十
六
字
か
ら
成
る
の
を
除
け
ば
､
他
は
全
て

｢
〇
〇
〇
〇
日
O
｣
と
い
う
同
じ
パ
タ
ー
ン
の
句
型
か
ら
構
成
さ
れ

て
い
る
｡
こ
の
十
九
字
は
'
岐
然
自
ら
の
こ
と
ば
で
は
'
｢文
章
の

徳
鰹
を
括
-
'
風
味
蓋
-
せ
-
､
易
の
家
鮮
有
る
が
如
し
｣
と
説
明

さ
れ
て
い
る
が
､
ち
ょ
う
ど

『易
』
の
蒙
節
が

一
つ
の
卦
の
全
憶
的

な
意
味
を
解
き
明
か
す
よ
う
な
役
割
を
換
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ

る
o
瞭
然
に
よ
れ
ば
､
詩
の
創
作
に
際
し
て
'
作
者
の
思
い
が
作
動

し
て
対
象
を
捉
え
る
そ
の
と
き
に
'
詩
の
趣
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
｡

｢夫
れ
詩
人
の
思
い
初
め
て
費
し
て
'
境
を
取
る
こ
と
偏
え
に
高
け

れ
ば
'
則
ち

1
首
鰹
を
挙
げ
て
便
ち
高
-
､
境
を
取
る
こ
と
偏
え
に

逸
な
れ
ば
'
則
ち

1
首
腰
を
挙
げ
て
便
ち
逸
な
-
｣
｡
ど
こ
か
縄
の

頓
悟
を
思
わ
せ
る
趣
が
あ
る
の
は
､
瞭
然
が
揮
借
で
あ
っ
た
と
い
う

事
案
と
お
そ
ら
-
無
縁
で
な
い
だ
ろ
う
｡

こ
の
よ
う
に

一
字
を
以
て

一
篤
の
詩
の
趣
を
概
括
す
る
評
論
は
､

『詩
式
』
以
前
に
い
ま
だ
そ
の
例
を
見
な
い
が
'
た
だ
書
論
の
領
域

⑤

で
梁
武
帝
の

｢観
鐘
蘇
書
法
十
二
音
ご

(『法
書
要
録
』
巻
二

)

の
よ
う

な
近
い
趣
の
先
例
の
あ
る
こ
と
に
は
'
注
意
を
梯
っ
て
お
-
必
要
が

あ
ろ
う
｡
梁
武
帝
の
こ
の
論
は
'
王
義
之
に
先
ん
ず
る
書
の
大
家
錘

鯨
の
書
の
特
徴
を
､
十
二
の
許
債
の
ボ
イ
ン
ー
を
定
め
て
説
-
も
の

で
､
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
｡

平

謂
横
也
｡

直

謂
縦
也
｡

均

謂
聞
也
｡



密

謂
際
也
｡

鋒

謂
端
也
｡

力

謂
健
也
｡

軽

謂
屈
也
｡

決

謂
牽
撃
也
｡

補

謂
不
足
也
｡

損

謂
有
除
也
｡

巧

謂
布
置
也
｡

稀

謂
大
小
也
｡

平

･
直

･
均

･
密

･
鋒

･
力

･
軽

･
決

･
補

･
損

･
巧

･
稀
の
十

二
字
は
'
錘
額
の
書
の
技
術
的
な
面
の
特
色
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

に
重
鮎
が
あ
-
'
『詩
式
』
の

｢排
膿
有

一
十
九
字
｣
が
詩
趣
を
概

括
す
る
の
と
は
性
質
を
異
に
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
｡
だ
が
､
書
の
評

債
の
要
鮎
を

一
字
に
定
め
'
そ
の
各
項
目
に
つ
い
て
'
｢
○
謂

○
也
｣

あ
る
い
は

｢
○
謂

○
○
也
｣
の
形
で
注
を
付
し
て
､
簡
略
な
概
念
規

定
を
行
な
う
と
い
う
鮎
で
は
'
『詩
式
』
の
方
法
と
軌
を

一
に
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
｡
瞭
然
が
こ
う
し
た
書
論
の
方
法
を
直
接
取
-
入

れ
た
か
ど
う
か
は
'
な
お
確
譜
を
欠
-
が
'
書
論
と
詩
論
と
の
方
法

論
上
の
関
連
は
六
朝
以
来
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
-
'
梁
武

帝
の
先
例
は
､
瞭
然
の
登
想
を
導
-
潜
在
的
な
源
流
と
し
て
留
意
に

⑥

値
す
る
で
あ
ろ
う

｡

書
論
の
中
で
'
梁
武
帝
と
同
趣
の
方
法
を
用
い
な
が
ら
'
『詩
式
』

の

｢排
膿
有

一
十
九
字
｣
の
趣
に
さ
ら
に
接
近
す
る
も
の
が
'
唐
代

と
･つ
き

に
現
わ
れ
る
｡
姿
見

(生
卒
年
未
詳
)
の

｢述
書
賦
｣
の
付
録
と
し

唐
代
詩
論
の
展
開
に
お
け
る
牧
然
諸
式

(輿
膳
)

て
著
者
の
兄
賓
豪
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た

｢字
格
｣
(『法
書
要
録
』
巻

六
)
が
そ
れ
で
あ
る
｡
｢述
書
賦
｣
は
､
古
代
か
ら
唐
に
至
る
書
の

流
れ
を
辞
賊
の
形
式
で
書
家
列
俸
風
に
綴
っ
た
長
編
だ
が
､
そ
れ
に

付
さ
れ
る
賓
蒙
の
後
記
に
よ
れ
ば
､
大
暦
四
年

(七
六
九
)
七
月
に

は
す
で
に
完
成
し
て
い
た
ら
し
い
が
'
そ
の
と
き
書
見
は
す
で
に
亡

-
な
っ
て
い
た
の
で
'
蒙
が

｢述
書
賦
語
例
｣
と

｢字
格
｣
を
著
わ

し
て
弟
の
遺
作
を
世
に
出
し
た
の
だ
っ
た
｡
ま
た
大
暦
十
年

(七
七

五
)
二
月
に
は
'
す
で
に
校
訂
を
終
え
て
い
た
こ
と
も
蒙
の
附
記
に

①

よ
っ
て
知
ら
れ
る

｡

五
巻
本

『詩
式
』
の
成
立
は
､
同
書

｢中
序
｣

に
よ
れ
ば
'
貞
元
五
年

(七
八
九
)
以
後
の
こ
と
に
ち
が
い
な
い
か

ら
､
｢字
格
｣
は

『詩
式
』
よ
り
も
十
五
年
ほ
ど
先
行
す
る
作
品
だ

⑧

っ
た
は
ず
で
あ
る

｡

｢字
格
｣
は
'
賓
豪
の
原
注
に
､
｢凡
そ
七
十
四
首
六
十
言
'
井

び
に
注
二
百
四
十
句
｣
(｢述
青
嵐
語
例
｣
で
は
凡
1
百
二
十
言
'
拝
注
二

百
四
十
旬
)
と
あ
る
が
､
賓
際
に
は
九
十
項
目
に
わ
た
っ
て
'
｢述
書

賦
｣
の
用
語
解
説
を
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
ま
ず

｢不
倫
｣
｢枯

塙
｣
｢忘
情
｣
｢
天
然
｣
｢質
朴
｣
｢瀧
断
｣
｢鰹
裁
｣
｢意
態
｣
｢専
成
｣

｢有
意
｣
の
二
字
か
ら
成
る
語
十
種
を
冒
頭
に
排
し
た
あ
と
'
｢正
｣
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｢行
｣
｢草
｣
｢章
｣
｢紳
｣
｢聖
｣
に
始
ま
っ
て
､
｢肥
｣
｢痩
｣
｢壮
｣

｢寛
｣
｢麗
｣
｢宏
｣
に
終
わ
る
全
て
八
十
種
の

一
字
の
評
語
を
連
ね

て
い
る
｡

一
字
の
語
に
野
す
る
注
は
'
そ
の
蔑
端
部
は
た
と
え
ば

｢正
'
衣
冠
踏
掩
'
若
正
若
行
｣
'
｢紳
'
非
意
所
到
､
可
以
識
知
｣
'

｢文
'
経
天
緯
地
'
可
大
可
久
｣
の
如
き
四
言
二
旬
の
形
式
で
な
さ

れ
る
が
､
や
が
て
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

｢能
'
千
種
風
流
日
能
｣
､
｢妙
'

百
般
滋
味
日
妙
｣
'
｢精
'
功
業
讐
極
日
精
｣
'
｢古
､
除
去
常
情
日

古
｣
の
よ
う
に
'
｢
〇
〇
〇
〇
日

O
｣
の
句
型
で
ま
と
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
o
こ
れ
が

｢排
膿
有

1
十
九
字
｣
の
原
注
の
句
型
と
符
節

を
合
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡
そ
の
中
で
､
｢逸
｣
｢高
｣

｢貞
｣
｢閑
｣
の
四
字
に
つ
い
て
は
､
期
せ
ず
し
て

『諸
式
』
の
十

九
字
中
に
同
じ
語
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
こ
で
､
次
に
こ
れ

ら
四
字
に
つ
い
て
､
そ
れ
ぞ
れ
の
原
注
を
封
比
し
て
み
る
こ
と
に
す

る
｡

詩
式

高

風
韻
切
暢
日
高

逸

鰹
格
間
放
口
逸

貞

放
詞
正
直
日
貞

字
格

超
然
出
衆
日
高

縦
任
撫
方
円
逸

骨
活
軸
正
目
貞

閑

惰
性
疎
野
日
閑

孤
雲
生
連
日
閑

『詩
式
』
が

｢字
格
｣
に
十
数
年
遅
れ
て
世
に
出
た
と
は
い
え
'

瞭
然
が

｢字
格
｣
の
存
在
を
知
っ
た
上
で
'
そ
れ
と
同
じ
手
法
を
採

用
し
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
'
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
｡
し
か
し
'
あ

る
種
の
趣
を

一
字
で
凝
縮
的
に
表
現
す
る
と
い
う
覆
想
が
両
者
に
お

い
て
基
本
的
に

1
致
し
て
い
る
こ
と
は
'
誰
し
も
認
め
ざ
る
を
得
な

い
だ
ろ
う
｡
直
接
的
な
影
響
関
係
の
有
無
と
い
う
問
題
は
暫
-
措
-

と
し
て
も
'
八
世
紀
後
半
の
唐
代
の
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
'
書
論
と
詩

論
の
両
分
野
で
こ
の
よ
う
に
き
わ
め
て
近
似
し
た
評
論
方
法
が
前
後

し
て
出
現
し
た
と
い
う
事
章
を
よ
-
吟
味
す
る
必
要
が
あ
-
は
し
な

い
か
｡
こ
れ
は
単
な
る
偶
然
の

一
致
と
い
う
よ
り
も
'
む
し
ろ

一
つ

の
大
き
な
時
代
精
神
の
下
に
､
二
つ
の
異
な
っ
た
垂
術
形
式
を
通
底

す
る
考
え
か
た
が
は
た
ら
い
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
｡

と
こ
ろ
で
'
宴
蒙
は

｢述
書
賦
語
例
｣
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
.
｢別
に
字
格
の
存
す
る
有
り
'
凡
そ

一
百
二
十
言
'
井
び
に
注

･M

ヽ
ヽ

二
百
凶
十
句
'
且
つ
褒
め
且
つ
股
す
る
こ
と
'
蓮
た
語
法
に
同
じ
｣
｡

こ
れ
は
'
す
で
に
検
討
し
た
よ
う
な

｢
〇
〇
〇
〇
日

O
｣
の
類
の
叙

述
が
'
謡
法
の
そ
れ
に
近
い
こ
と
を
い
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
誼
法
と



は
､
文
字
通
り
誼
の
法
を
論
じ
た
書
で
'
後
漢

･
劉
興
の

『語
法
』

三
巻

(『晴
書
』
経
籍
志
経
部
鰻
類
'
ま
た
論
語
類
)
が
そ
の
先
般
を
な

し
'
次
い
で
六
朝
期
に
は
沈
約
の

『誼
法
』
十
巻
､
賀
環
の

『謡

法
』
五
巻

(
い
ず
れ
も
隔
志
砥
部
論
語
類
)
が
出
て
い
る
｡
末
に
な
る

と
'
蘇
渦
が
そ
れ
ら
に
考
葦
を
加
え
て
'
新
た
に

『嘉
両
誼
法
』
三

塞

(『宋
史
』
蛮
文
志
経
部
緩
解
類
)
を
著
わ
し
た
｡
い
ま
'
語
法
の
形

式
を
見
る
た
め
に
'
『漢
書
』
の
顔
師
古
注
か
ら
､
そ
こ
に
引
用
さ

れ
る
古
い

｢謡
法
｣
の
例
を
摘
出
す
る
こ
と
に
し
ょ
う
｡

歴
勧
日
､
確
認
法
､
柔
質
慈
民
日
悪
｡
(巻
二
恵
帝
紀
)

磨
効
目
'
誼
法
､
慈
恵
愛
民
日
文
｡
(巻
四
文
帝
紀
)

感
動
日
'
穐
諸
法
'
布
義
行
剛
日
景
｡
(巻
五
景
帝
紀
)

雁
勧
日
'
砥
諸
法
'
威
強
叡
徳
目
武
｡
(巻
六
武
帝
紀
)

鷹
効
目
'
確
認
法
'
聖
聞
周
連
日
昭
｡
(巻
七
昭
帝
紀
)

磨
勧
日
'
誼
法
'
聖
書
周
聞
日
宣
｡
(巻
八
宣
帝
紀
)

磨
効
目
'
誼
法
､
行
義
悦
民
目
元
｡
(巻
九
元
帝
紀
)

麿
勅
日
､
語
法
'
安
民
立
政
日
成
｡
(巻
十
成
帝
紀
)

歴
勧
日
'
恭
仁
短
折
目
哀
.
(巻
十
1
哀
帝
紀
)

こ
の
う
ち
'
文
帝
の
誼
に
つ
い
て
は
'
『資
治
通
鑑
』
胡
l二

唐
代
詩
論
の
展
開
に
お
け
る
映
然
諸
式

(興
膳
)

省
注
に
は
'
｢誼
法
'
経
緯
天
地
日
文
｣
と
あ
っ
て
'
顔
師
古

注
と
異
な
-
､
ま
た

『後
漢
書
』
光
武
帝
紀
李
賢
注
に
引
-
語

法
で
は
､
｢克
走
相
乱
目
武
｣
と
あ

っ
て
'
や
は
-

『漢
書
』

武
帝
妃
の
師
古
注
の
場
合
と
異
同
が
あ
る
か
ら
､
皇
帝
の
語
法

に
も
い
-
つ
か
の
ち
が
っ
た
説
の
存
し
た
ら
し
い
こ
と
が
想
像

で
き
る
｡
こ
れ
ら
の
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
'
誼
法
と
は
､

あ
る

一
人
の
人
物
の
生
涯
を
概
括
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
一
字
を

選
ぶ
基
準
で
あ
る
と
と
も
に
'
ま
た
そ
の
方
法
を
記
し
た
書
で

あ
-
'
｢
〇
〇
〇
〇
日
O
｣
と
い
う
常
套
的
な
句
型
で
'
そ
れ

ぞ
れ
の
誼
の
選
定
さ
れ
た
根
塚
を
説
明
し
て
い
る
｡
皇
帝
の
謡

に
は
'
最
高
度
に
敬
意
を
排
っ
た

一
字
が
選
ば
れ
よ
う
が
'
諸

王
と
も
な
れ
ば
'
必
ず
し
も
そ
う
と
は
い
え
ぬ
こ
と
'
た
と
え

ヽ

ば
親
の
陳
思
王
曹
植
の
誼
に
つ
い
て
'
｢誼
法
'
追
憶
前
過
日

思
｣
(『資
治
通
鑑
』
魂
紀
E]注
)
の
よ
う
な
手
厳
し
い
例
の
あ
る

の
を
見
れ
ば
よ
く
分
か
る
｡
ま
た
'
沈
約
に
輿
え
ら
れ
る
誌
の

原
案
が

｢文
｣
で
あ
っ
た
の
を
'
梁
武
帝
が
横
槍
を
入
れ
て
'

｢懐
情
不
蓋
日
陰
｣
と

い
い
'
結
局

｢隠
｣
に
定
ま

っ
た

(『梁
書
』
巻
十
三
沈
約
博
)
と
い
う
の
も
'
語
法
に
も
と
づ
-
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も
の
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
｡

と
も
あ
れ
'
こ
う
し
て
誼
法
の
形
式
を
検
討
し
て
み
る
と
'

賓
豪

｢字
格
｣
に
い
う
よ
う
に
､

一
字
に
よ
っ
て
あ
る
種
の
趣

を
概
括
的
に
表
現
す
る
こ
と
が
'
確
か
に
諸
法
の
用
い
た
手
法

に
ヒ
ン
ト
を
得
た
馨
想
だ
っ
た
こ
と
は
肯
定
し
て
よ
い
で
あ
ろ

う
｡
そ
し
て
､
そ
れ
は
同
時
に
'
著
者
瞭
然
が
意
識
し
て
い
た

か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
'
『詩
式
』
に
お
け
る

｢排
倦
有

一
十

九
字
｣
の
健
想
の
源
流
に
も
な
っ
て
も
い
た
は
ず
で
あ
る
｡

二

さ
て
'
前
章
で
見
た
よ
う
に
'
詩
句
の
趣
を

一
字
に
よ
っ
て
概
括

し
､
そ
れ
を
十
九
種
集
め
て

1
つ
の
ま
と
ま
-
を
成
し
た
も
の
が
'

｢排
膿
有

l
十
九
字
｣
で
あ
る
｡
『詩
式
』
に
は
'
こ
の
ほ
か
に
も
､

数
詞
を
頭
に
冠
し
た

一
種
の
名
教
を
用
い
て
項
目
の
名
稀
と
し
た
も

の
が
多
-
存
す
る
｡
五
巻
本
巻

一
の

｢詩
有
四
不
｣
｢詩
有
四
探
｣

｢詩
有
二
要
｣
｢詩
有
二
麿
｣
｢詩
有
四
離
｣
｢詩
有
六
迷
｣
｢詩
有
六

至
｣
｢詩
有
七
徳
｣
｢詩
有
五
格
｣
は
'
い
ず
れ
も
そ
う
し
た
命
名
法

に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
項
目
で
あ
る
｡
そ
れ
ら
各
項
目
の
う
ち
､

｢詩
有
五
格
｣
に
つ
い
て
は
す
で
に
前
稿
で
紹
介
し
た
が
'
他
の
項

目
た
と
え
ば

｢詩
有
田
深
｣
で
は
､
そ
の
内
容
は
次
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
｡

ヽ

気
象
筑
嵐
な
る
は
'
膿
勢
に
探
き
に
由
る
｡
意
度
の
盤
槽
な
る

ヽ

ヽ

は
'
作
用
に
深
き
に
由
る
｡
用
律
の
滞
ら
ざ
る
は
､
聾
封
に
深

ヽ

き
に
由
る
｡
用
事
の
直
な
ら
ざ
る
は
､
義
類
に
探
き
に
由
る
｡

こ
の
修
は
､
詩
の
創
作
の
要
諦
を
四
つ
の

｢探
｣
字
を
用
い
て
示

し
た
も
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち

一
篇
の
詩
に
お
い
て
'
そ
の

｢気

象
｣
が
活
饗
で
あ
る
に
は
､
作
品
の

｢鰹
勢
｣
に
深
-
通
じ
て
い
る

こ
と
が
必
要
､
こ
こ
ろ
ば
え
が
盛
ん
で
あ
る
に
は
'
個
性
の
は
た
ら

き
の
深
さ
が
必
要
､
音
律
が
な
め
ら
か
で
あ
る
に
は
､
音
聾
の
封
麿

に
深
い
理
解
が
必
要
'
典
故
の
使
用
が
単
純
に
な
ら
な
い
た
め
に
は
'

典
稼
故
事
に
深
い
知
識
が
必
要
'
と
い
っ
た
の
が
凡
そ
の
趣
旨
で
あ

る
｡
ま
た
'
｢詩
有
二
要
｣
は
-

･もと

力
全
く
し
て
苦
漉
せ
ざ
る

を

要

め

､
気
足
り
て
怒
張
せ
ざ
る
を

ヽ要
む
｡

吸
然
の
時
代
に
は
､
詩
作
の
た
め
に
骨
身
を
削
る
思
い
を
し
て
打

ち
込
む
こ
と
'
い
わ
ゆ
る

｢苦
吟
｣
の
風
潮
が
流
行
し
た
が
'
そ
れ

10



へ
の
試
め
が
前
半
の
趣
旨
｡
前
稿
で
も
述
べ
た
が
'
自
然
さ
を
尊
ぶ

岐
然
の
見
解
で
は
､
い
か
に
も
苦
心
し
た
と
い
う
作
為
の
跡
が
の
こ

る
こ
と
を
忌
む
の
で
あ
る
｡
｢詩
有
六
至
｣
に
も
'
｢至
麓
に
し
て
自

然
'
至
苦
に
し
て
跡
無
し
｣
と
あ
っ
て
'
こ
の
候
の
趣
旨
に
符
合
す

る
｡
｢
二
要
｣
の
後
半
は
､
感
情
の
過
度
の
露
出
を
嫌
う
考
え
で
あ

ろ
う
｡
｢詩
有
四
不
｣
に
'
｢気
高
-
し
て
怒
ら
ず
'
怒
れ
ば
則
ち
風

流
に
失
わ
ん
｣
と
あ
る
の
と
同
趣
旨
と
し
て
よ
い
｡
同
様
に

｢
二
｣

を
用
い
た

｢詩
有
二
僚
｣
で
は
'
詩
作
に
お
い
て
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
心
が
け
二
つ
を
説
-
0

ヽ

巧
を
慶
し
て
直
を
倫
ば
ん
と
欲
す
と
錐
も
､
思
敦
は
直
な
る
を

ヽ

わ

す

得
ず
.
言
を
廃
し
て
意
を
筒
ば
ん
と
欲
す
と
雄
も
'
典
麗
は

遣

る
る
を
得
ず
｡

技
巧
を
排
し
た
率
直
さ
を
尊
重
す
る
の
は
よ
い
が
､
詩
の
思
想
が

一
本
調
子
で
は
い
け
な
い
｡
｢思
致
不
得
直
｣
の

｢直
｣
は
､
本
稿

が
底
本
と
し
た
十
寓
巻
模
叢
書
本
や

『歴
代
詩
話
』
所
収
の
一
巻
本

は

｢置
｣
に
作
る
が
､
他
本
に
従
っ
て
改
め
る
｡
う
わ
べ
の
表
現
に

こ
だ
わ
ら
ず
'
意
を
こ
そ
尊
ぶ
の
は
よ
い
が
t
と
い
っ
て
文
節
の
典

麗
さ
は
や
は
-
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
｡
さ
ら
に
､
｢詩
有
四
離
｣

唐
代
詩
論
の
展
開
に
お
け
る
校
然
詩
式

(輿
膳
)

に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
｡

ヽ

道
情
有
-
と
錐
も
､
探
僻
を
離
る
｡
経
史
を
用
う
と
雄
も
'
書

ヽ

ヽ

生
を
離
る
｡
高
逸
を
尚
ぶ
と
雄
も
'
迂
遠
を
離
る
｡
飛
動
を
欲

ヽ

す
と
錐
も
'
軽
浮
を
離
る
｡

｢道
情
｣
と
は
'
稗
借
で
あ
る
絞
然
の
宗
教
心
を
い
う
の
で
あ
ろ

う
が
'
詩
中
に
そ
う
し
た
境
地
が
あ
る
に
し
て
も
'
濁
-
よ
が
-
の

狭
い
偏
見
に
陥
る
こ
と
は
慣
ま
ね
ば
な
ら
な
い
｡
｢経
史
を
用
う
｣

と
は
'
例
の
典
故
使
用
の
こ
と
だ
が
'
書
生
が
書
物
を
ま
る
暗
記
す

る
よ
う
な
生
硬
な
態
度
は
禁
物
だ
｡
｢高
逸
｣
は
'
世
俗
を
超
脱
し

た
趣
を
い
う
が
､
そ
れ
を
追
求
す
る
あ
ま
-
'
賓
人
生
か
ら
迂
遠
の

も
の
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
｡
｢飛
動
｣
は
'
生
気
に
溢
れ
て
躍
動

す
る
趣
を
指
し
て
お
り
'
そ
れ
を
目
指
す
の
は
よ
い
が
'
軽
桃
浮
薄

に
流
れ
る
こ
と
は
戒
め
ね
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
よ
う
に
四
つ
の

｢離
｣
に
よ
っ
て
詩
作
の
心
が
け
が
説
か
れ
る
｡
こ
れ
に
積
-

｢詩

有
六
迷
｣
｢詩
有
六
至
｣
も
'
論
理
展
開
の
パ
タ
ー
ン
は
ほ
と
ん
ど

⑨

同
じ
だ
が

'

｢詩
有
七
徳
｣
だ
け
は
'

一
切
の
説
明
抜
き
で
､
項
目

だ
け
が
挙
げ
ら
れ
る
｡

一
に
識
理
'
二
に
高
古
'
三
に
典
麗
'
四
に
風
流
､
五
に
精
神
'
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六
に
質
幹
､

七
に
髄
裁
｡

コ
メ
ン
ー
抜
き
で
､
こ
れ
ら
が
詩
の
備
え
る
べ
き
七
つ
の
徳
目
に

他
な
ら
な
い
こ
と
を
讃
者
に
推
測
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
｡
以
上
､

い
-
つ
か
の
例
を
取
り
上
げ
て
き
た
が
'
映
然
の
各
細
目
に
関
す
る

解
説
は
'
最
小
限
度
の
句
を
用
い
て
の
簡
約
で
抽
象
化
さ
れ
た
表
現

と
い
う
感
じ
が
強
-
'

1
見
し
て
た
だ
ち
に
真
意
を
推
し
量
る
こ
と

が
難
し
い
場
合
も
少
な
-
な
い
｡
そ
れ
は
､
岐
然
の
理
論
の
特
徴
の

一
つ
が
'
詩
の

｢言
外
の
意
｣
'
つ
ま
-
こ
と
ば
で
は
説
き
明
か
し

難
い
詩
の
妙
味
を
重
ん
ず
る
こ
と
に
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
来
る
と
い
え

る
だ
ろ
う
｡
そ
の
趣
を
代
表
す
る
論
を

『諸
式
』
の
中
か
ら
挙
げ
て

み
る
と
-

両
室
意
巳
上
は
'
皆
な
文
外
の
旨
な
-
｡
若
し
高
手
の
康
禦
公

の
如
き
に
遇
え
ば
､
覧
て
之
を
察
す
｡
但
だ
性
情
を
見
て
'
文

良

.Jた

字
を
暗

ず
'
蓋
し
道
の
極
に

詣

る

な
-
0
(｢重
意
詩
例
｣)

且
つ

｢池
塘

春
草
生
ず
｣
(謝
歪
蓮

｢登
池
上
桟
｣)
の
如
き
は
'

情
は
言
外
に
在
-
｡
｢明
月

積
雪

を照ら
す｣
(同

｢歳

暮｣)

そも

は
'
旨

句
中
に
冥
す
｡
-
-
抑
そ

も情は
言外
に

在るに由

-
て
､
故
に
其
の
節
は
淡
-
し
て
味
無
き
に
似
た
-
｡
常
手
の

之
を
覚
れ
ば
'
何
ぞ
文
侯
の
古
繁
を
聴
-
に
異
な
ら
ん
や
｡

(｢池
塘
生
春
草
､
明
月
照
積
雪
｣)

中
開
に
は
古
-
か
ら
､
『易
』
繋
節
博
の

｢書
は
言
を
蓋
-

き
ず
'
言
は
意
を
壷
-
さ
ず
｣
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
'

こ
と
ば
は
不
完
全
な
も
の
と
す
る
認
識
が
あ
り
'
六
朝
以
来
の

文
学
理
論
は
'
そ
の
こ
と
ば
の
壁
を
乗
-
越
え
よ
う
と
す
る
努

力
に
よ
っ
て
進
展
を
見
て
き
た
｡
し
か
し
'
ま
た

『文
心
離

龍
』
や

『詩
品
』
な
ど
の
理
論
書
は
'
そ
の
一
方
で
､
こ
と
ば

に
そ
う
し
た
限
界
が
あ
る
こ
と
を
前
提
候
件
と
し
て
'
こ
と
ば

の
一
次
的
な
表
現
能
力
を
超
え
た
味
わ
い
を
文
辞
に
も
た
ら
す

こ
と
を
意
園
的
に
追
求
し
て
も
き
た
｡
｢文
外
の
垂
旨
｣
を
指

向
す
る

『文
心
離
龍
』
の

｢隠
｣
の
概
念

(隠
秀
篇
)
や
'
｢文

奴
に
蓋
き
て
意
鎗
-
有
る
｣
こ
と
と
定
義
さ
れ
る

『詩
品
』
の⑲

｢興
｣
の
概
念

(序
)
な
ど
が
'
そ
の
考
え
を
象
徴
し
て
い
る

｡

唐
以
降
の
詩
論
で
も
'
こ
う
し
た

｢文
外
の
旨
｣
を
重
ん
ず

る
考
え
が
連
綿
と
積
い
て
ゆ
-
が
､
そ
の
代
表
格
と
も
い
う
べ

き
存
在
が
瞭
然
の
理
論
で
あ
る
｡
彼
は
碍
倍
だ
か
ら
'
首
然
の

こ
と
と
し
て
'
椎
の

｢不
立
文
字
｣
の
数
え
を
膿
得
し
て
い
た
｡
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彼
の
理
論
が
つ
と
め
て
説
明
を
短
-
切
り
つ
め
て
な
さ
れ
る
傾

向
に
あ
る
の
も
'
い
わ
れ
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
｡
前
章
で
検

討
し
た

｢排
膿
有

一
十
九
字
｣
の
､

l
字
に
よ
っ
て
詩
趣
を
示

そ
う
と
す
る
試
み
な
ど
は
'
あ
る
意
味
で
そ
の
典
型
で
も
あ
る
｡

悪
-
い
え
ば
､
佼
然
の
理
論
は
暖
味
で
舌
足
ら
ず
の
印
象
を
輿

え
か
ね
な
い
が
'
そ
の

一
因
は
こ
こ
に
も
あ
ろ
う
｡
だ
が
､
主

観
的
に
は
'
そ
こ
に
こ
そ
彼
の
工
夫
の
し
ど
こ
ろ
は
あ
っ
た
は

ず
な
の
だ
｡

さ
て
､
『詩
式
』
に
は
､
上
述
の
よ
う
に
､
名
数
を
用
い
た

項
目
が
頻
出
す
る
が
､
こ
の
よ
う
に
い
-
つ
か
の
短
い
候
項
ご

と
に
ま
と
め
て
詩
作
の
要
諦
を
説
-
の
は
'
中
晩
唐
以
後
の
各

種
の

｢詩
格
｣
の
書
で
も
常
用
さ
れ
た
方
法
ら
し
い
｡
今
は
滅

び
て
し
ま
っ
た
唐
の
他
の
詩
論
書
も
'
そ
の
多
く
が
お
そ
ら
く

か
か
る
健
裁
を
用
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
'
『文
鏡
秘
府

論
』
に
収
め
ら
れ
る
そ
れ
ら
の
書
の
逸
文
か
ら
想
像
で
き
る
｡

『文
鏡
秘
府
論
』
地
巻

｢論
鰭
勢
等
｣
は
､
｢十
七
勢
｣
｢十

四
例
｣
｢十
倍
｣
｢六
義
｣
｢
八
階
｣
｢六
志
｣
｢九
意
｣
を
こ
の

順
序
で
収
め
る
の
だ
が
'
こ
れ
は
編
者
室
海
が
唐
の
文
人
た
ち

唐
代
詩
論
の
展
開
に
お
け
る
牧
然
詩
式

(輿
鰐
)

が
摸
し
た
原
著
か
ら
選
び
出
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
'
そ
れ
ぞ

れ
の
項
目
が
基
づ
-
原
著
と
の
関
係
は
次
の
よ
う
に
な
る
こ
と

⑪

が
す
で
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る

｡

十
七
勢
-
･-
-
王
昌
齢

『詩
格
』

十
四
例
-
-
-
瞭
然

『詩
議
』

十
倍
-
-
-
-
崖
融

『唐
朝
新
走
詩
格
』

六
義
-
-
･･-
･王
昌
齢

『詩
格
』
､
瞭
然

『詩
議
』

八
階
-
-
-
-
上
官
儀

『筆
札
華
梁
』
､
著
者
不
詳

『文
筆
式
』

六
志
-
-
-
-
･
『文
筆
式
』
､
『筆
札
華
梁
』

九
意
-
-
･-
‥
出
典
未
詳

こ
れ
ら
の
書
の
う
ち
､
雀
融

『唐
朝
新
走
詩
格
』
､
上
官
儀

『筆

札
華
梁
』
､
著
者
不
詳

『文
筆
式
』
は
'
恐
ら
-
瞭
然
の
時
代
以
前

に
著
わ
さ
れ
て
い
た
詩
論
書
で
あ
-
'
王
昌
齢

『詩
格
』
は
盛
唐
の

詩
人
王
昌
齢
の
撰
述
と
は
と
て
も
思
え
な
い
が
'
空
海
が
長
安
に
滞

在
中
に
入
手
し
た
こ
と
は
確
賓
で
あ
-
'
中
庸
ま
で
に
成
立
し
て
い

⑫

た
こ
と
は
疑
い
な
い
｡

こ
れ
ら
の
候
項
は
'
例
句
を
中
心
に
詩
の
格

調
や
風
格
の
あ
-
か
た
を
説
い
た
も
の
で
､
項
目
の
名
稀
は

『詩

式
』
の
そ
れ
に
類
似
し
て
い
る
｡
た
と
え
ば
'
荏
融

『唐
朝
新
走
詩

13
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格
』
に
基
づ
-

｢十
膿
｣
で
は
､
ま
ず
そ
の
内
諾
を
記
し
て
､
｢
一

形
似
僅
'
二
質
気
髄
､
三
情
理
倦
'
四
直
置
腰
､
五
離
藻
髄
'
六
映

背
腰
､
七
飛
動
膿
､
八
娩
轄
膿
､
九
清
切
腰
'
十
苦
華
膿
｣
と
十
種

の
鰹
の
名
稀
を
列
馨
し
､
次
い
で
個
別
の
膿
に
つ
い
て
こ
の
順
序
に

従
っ
て
説
明
を
加
え
て
ゆ
-
｡
形
似
髄
の
内
容
を
示
せ
ば
ー

かた
ど

形
似
鰹
と
は
'
其
の
形
に
貌

-
て
其
の
似
る
を
得
'
妙
を
以

そ

て
求
む
可
く
'
免

を
以
て
測
-
難
き
を
謂
う
､
是
れ
な
-
｡
詩

に
云
え
ら
-
､
｢風
花

定
影
無
-
'
露
竹

飴
活
有
-
｣
｡
又

た
日
-
'
｢浦
に
映
じ
て
樹
は
浮
か
ぶ
か
と
疑
い
'
雲
に
入
-

き

か

て
峰
は
滅

ゆ
る
に
似
た
-
｣
｡
此

-
の
如
き
は
即
ち
形
似
の
倦
な
り
｡

前
に
見
た

『詩
式
』
の
論
法
に
比
べ
る
と
'
理
論
と
例
詩
が
組
み

合
わ
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
い
て
'
よ
-
具
腰
的
な
印
象
を
輿
え
る
｡

王
昌
齢
の

｢十
七
勢
｣
や
上
官
儀

｢
八
階
｣
な
ど
も
'
こ
れ
に
近
似

し
た
論
理
展
開
を
用
い
て
い
る
｡
こ
う
し
た
論
理
展
開
の
形
式
は
'

他
の
詩
論
書
を
原
標
と
す
る
項
目
に
つ
い
て
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
と
い

っ
て
よ
い
｡
唐
と
い
う

一
つ
の
時
代
を
共
有
す
る
詩
論
に
特
有
の
形

式
と
見
な
せ
よ
う
｡
た
だ
'
『文
鏡
秘
府
論
』
所
収
の
唐
代
詩
論
書

の
全
膿
的
な
傾
向
と
し
て
い
え
る
の
は
､
荏
融

『唐
朝
新
走
詩
格
』

な
ど
前
期
の
も
の
に
は
'
封
句
や
聾
病
な
ど
詩
作
の
技
術
上
の
問
題

を
扱
う
こ
と
が
多
い
の
に
封
し
て
､
後
期
の
も
の
は
詩
の
風
趣
や
格

調
な
ど
を
野
象
と
す
る
理
論
が
多
数
を
占
め
る
｡
鮫
然
の

『諸
式
』

や

『詩
議
』
は
､
後
者
の
性
質
を
よ
-
多
-
備
え
て
い
る
｡
唐
代
詩

論
の
持
換
鮎
に
彼
が
位
置
す
る
と
い
う
見
か
た
が
可
能
で
あ
ろ
う
｡

と
こ
ろ
で
､
上
記
の

『文
鏡
秘
府
論
』
所
収
の
催
項
の
中
に
は
'

瞭
然

『詩
議
』
を
出
典
と
す
る
項
目
が
二
種
見
ら
れ
る
｡
『詩
議
』

と

『詩
式
』
と
の
関
係
は
前
稿
で
す
で
に
考
謹
し
た
が
､
現
行
の
五

巻
本

『諸
式
』
は
､
そ
こ
で
も
述
べ
た
よ
う
に
へ
原

『詩
式
』
と

『詩
議
』
と
を
合
わ
せ
て
宋
代
以
後
に
再
編
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
｡

『詩
議
』
の
本
来
の
姿
を
窺
う
大
き
な
蝶
-
所
と
な
る
の
は
､
恐
ら

く

『吟
窓
雑
録
』
巻
七
に
収
め
ら
れ
る

『詩
議
』
で
あ
る
が
､
い

ま

そ
の
構
成
の
あ
-
か
た
に
つ
い
て
'
『吟
窓
雑
録
』
か
ら
排
列
順

に

⑬

項
目
を
抄
出
し
つ
つ
'

『文
鏡
秘
府
論
』
(以
下
'
『秘
府
論
』
と
略
稀
)

と
の
関
係
に
つ
い
て
多
少
の
説
明
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
｡

1

[序
]
-
-

『吟
窓
雑
録
』
に
は
題
目
名
が
な
い
｡
こ
こ
で

は
仮
に
序
と
し
て
お
-
｡
『文
鏡
秘
府
論
』
南
巻

｢論
文
意
｣

の

1
二

一
･
三
の
内
容
を
簡
略
化
し
た
も
の
o
(『秘
府
論
』

ー 14-



の
項
目
番
鋸
は
､
弘
法
大
師
室
海
全
集
第
五
巻
興
膳
詳
注

『文
鏡

秘
府
論
』
(
1
九
八
六
年
'
筑
摩
書
房
)
に
よ
る
｡)

2

詩
町
有
六
格
-
-

『秘
府
論
』
東
巻

｢
二
十
九
種
封
｣
の

う
ち
'
第

1
的
名
封
か
ら
第
六
異
類
野
ま
で
の
六
種
が
こ
れ

に
昔
た
る
｡

3

詩
有
八
種
封
-
-

『秘
府
論
』
東
巻

｢
二
十
九
種
封
｣
の

う
ち
'
第
十
八
隣
近
封
か
ら
第
二
十
五
仮
封
ま
で
の
人
種
が

こ
れ
に
首
た
る
｡

4

詩
有
二
俗
-
-

『秘
府
論
』
南
巻

｢論
文
意
｣
四
の
内
容

の

1
部
を
抄
録
し
た
も
の
｡

5

詩
有
十
五
例
-
-

『秘
府
論
』
地
巻
の

｢十
四
例
｣
と

一

致
す
る
｡
『秘
府
論
』
で
は
､
第
十
四
忌
避
之
例
だ
け
を
西

巻

｢文
二
十
八
種
病
｣
に
移
し
て
い
る
｡

6

評
論
･-
‥
全
て
三
傑
'
そ
れ
ぞ
れ

『秘
府
論
』
南
巻

｢論

文
意
｣
六

･
七

･
八
の
各
棟
を
抄
録
し
た
も
の
｡

7

｢李
少
卿
並
古
詩
十
九
首
｣
か
ら
24
奔
梁
詩
に
至
る
十
八
項
目

は
'
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
､
現
行
本

『詩
式
』
の
内
容
と
重
な
る

も
の
で
あ
-
､
こ
こ
で
は
論
の
重
複
を
避
け
て
省
略
す
る
｡
｢詩
封

唐
代
詩
論
の
展
開
に
お
け
る
昧
然
詩
式

(興
膳
)

有
六
格
｣
｢詩
有
八
種
封
｣
｢詩
有
二
俗
｣
｢詩
有
十
五
例
｣
と
い
っ

た
項
目
の
名
稀
は
'
先
に
見
た

『諸
式
』
の
場
合
と
全
-
同
じ
趣
向

に
な
っ
て
い
る
｡
『吟
窓
雑
録
』
に
収
め
る

『詩
議
』
は
'
も
ち
ろ

ん
完
本
で
は
な
い
か
ら
､
即
断
は
慣
ま
ね
ば
な
ら
な
い
が
'
『吟
窓

雑
録
』
の
侵
例
で
は
'
あ
る
書
の
記
事
を
収
載
す
る
に
際
し
て
は
'

記
事
の
項
目
の
名
稀
や
そ
の
教
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
'
記
載
内
容
を

削
減
す
る
の
が

一
般
的
な
方
針
だ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
の
で
'
上
記

の
項
目
の
名
稀
も
元
来
の
形
態
を
留
め
て
い
る
可
能
性
が
大
き
い
と

し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
｡

『諸
式
』
や

『詩
議
』
を
は
じ
め
と
す
る
唐
代
の
詩
論
で
こ
の
よ

う
な
形
態
が
共
通
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
､
『吟
窓
雑
録
』

か
ら
さ
ら
に
資
料
を
補
強
す
る
と
す
れ
ば
'
同
書
巻
十
で

『詩
式
』

の
直
後
に
配
置
さ
れ
る
李
洪
宣

『緑
情
手
鑑
詩
格
』
に
は
'
｢詩
有

五
不
得
｣
｢詩
有
三
格
｣
が
あ
-
'
さ
ら
に
同
書
巻
十
二
に
録
さ
れ

る
文
頭

『詩
格
』
に
も
'
｢詩
有
五
種
破
題
｣
｢詩
有
十
勢
｣
の
よ
う

な
項
目
が
存
す
る
｡

『詩
式
』
か
ら
さ
ら
に
時
代
が
下
っ
て
､
晩
唐
末
期
の
詩
借
奔
己

(十
世
紀
前
半
の
人
)
に

『風
騒
詩
格
』
と
い
う
詩
論
が
あ
る
｡
彼
の

JJ
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文
集

『白
蓮
集
』
十
巻

(四
部
叢
刊
本
)
の
付
録
と
し
て
収
録
さ
れ

て
お
-
'
ま
た

『吟
窓
雑
録
』
巻
十

一
に
も
取
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の

二
種
の
テ
ク
ス
ト
を
比
較
す
る
と
､
細
部
に
わ
た
る
異
同
は
と
も
か

-
と
し
て
､
全
膿
と
し
て
は
同
じ
内
容
と
し
て
よ
い
.
斉
己
は
瞭
然

よ
-
も
約
百
年
後
の
椎
倍
で
あ
-
'
そ
の
手
に
な
る

『風
騒
詩
格
』

が
ほ
ぼ
そ
の
原
型
を
博
え
て
い
る
と
す
れ
ば
'
瞭
然

『詩
式
』
と
の

比
較
の
封
象
と
し
て
は
ま
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
え
る
｡

『風
騒
詩
格
』
に
は
､
す
べ
て
八
種
の
項
目
が
あ
る
｡
そ
の
順
序

過
-
に
記
せ
ば
'
｢六
詩
｣
｢詩
有
六
義
｣
｢詩
有
十
倍
｣
｢詩
有
十

勢
｣
｢詩
有
二
十
式
｣
｢詩
有
四
十
門
｣

｢詩
有
六
断
｣
｢詩
有
三
格
｣

で
あ
る
｡
名
数
を
用
い
た
こ
の
項
目
の
立
て
か
た
が
'
こ
れ
ま
で
見

て
き
た
唐
代
の
詩
論
書
こ
と
に
瞭
然

『詩
式
』
や

『詩
議
』
に
近
い

こ
と
は
'

l
目
瞭
然
で
あ
る
｡
で
は
､
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
ど
う

か
｡
『風
騒
詩
格
』
の
各
項
は
す
べ
て
解
説
抜
き
の
例
話
の
み
か
ら

成
-
た
っ
て
い
る
｡
た
と
え
ば
､
｢六
詩
｣
の
細
目
を
説
い
て
'
｢
一

日
大
雅
､
二
日
小
雅
'
三
日
正
風
'
四
日
蟹
風
'
五
日
蟹
大
雅
'
六

日
撃
小
雅
｣
と
い
う
あ
た
-
ま
で
は
､
確
か
に

『諸
式
』
と
愛
わ
-

は
な
い
が
'
そ
れ
に
積
-
段
に
な
る
と
､
次
の
通
-
で
あ
る
｡

大
雅

〓
塑
占
わ
ず
し
て
有
象
を
含
み
'
寓
蛋
何
れ
の
庭
に

か
無
私
を
謝
せ
ん

小
雅

天
は
暗
月
の
色
を
流
し
'
池
は
菱
荷
の
香
を
散
ず

す
ペ

正
風

都
来
て
帝
力
を
消
し
'
全
て
兵
防
を
用
い
ず

奨

風

道
に
首
る
冷
雲
は
和
す
る
を
得
ず
'
郊
に
満
つ
る
芳

草
は
即
ち
室
を
成
す

奨
大
雅

蝉
は
楚
樹
を
離
れ
て
鳴
-
こ
と
猶
お
少
な
く
'
葉
は

嵩
山
に
到
-
て

落
つ
る

こ
と

更に
多
し

うるも

空
中
雅

寒
禽

古
樹
を

姑
し
､
積

雪
蒼
苔
を
占
む

例
詩
に
よ
っ
て

｢六
詩
｣
の

意
義
を
覚
ら
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ

ろ
う
が
'
大
雅
以
下
の

｢六
詩
｣
と
そ
れ
ぞ
れ
の
例
詩
と
の
封
磨
関

係

は

､

一
見
し
た
だ
け
で
は
な
か
な
か
理
解
で
き
な
い
｡
王
達
配
∵

楊
明
君

『惰
唐
五
代
文
学
批
評
史
』
(
1
九
九
凶
年
'
上
海
古
籍
出
版

社
)
は
'
大
雅

･
小
雅
の
例
話
が

｢
い
ず
れ
も
正
面
的

･
積
極
的
な

景
象
｣
で
あ
る
の
に
封
し
て
'
饗
大
雅

･
奨
小
雅
の
そ
れ
は
う
ら
ぶ

れ
て
寂
し
い
情
景
だ
と
指
摘
し
て
い
る

(七
四
八
ペ
ー
ジ
)

｡
そ
れ
は

確
か
に
そ
の
通
-
だ
が
'
｢大
雅
｣
と
い
う
か
ら
に
は
'
そ
れ
以
上

に
い
か
な
る
含
意
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
､
も
は
や
こ
と



ば
に
窮
し
て
し
ま
う
｡
こ
れ
ら
の
例
詩
の
出
所
も
よ
-
分
か
ら
な
い

が
'
大
雅
の

｢
二
親
不
言
含
有
象
､
寓
塞
何
虞
謝
無
私
｣
が
斉
己
自

身
の
七
律

｢中
春
感
興
｣
(『白
蓮
集
』
巻
七
)
か
ら
､
正
風
の

｢都

⑭

来
泊
帝
力
'
全
不
用
兵
防
｣
が
同
じ
-
彼
の
五
律

｢連
上
｣
(同
巻

五
)
か
ら
出
て
い
る
よ
う
な
も
の
も
あ
り
'
ほ
か
に
も
自
作
の
詩
句

が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
｡
硯
に
､
前
述
し
た

『惰

唐
五
代
文
学
批
評
史
』
で
は
､
他
の
項
目
の
例
話
中
に
い
-
つ
か
の

⑮

斉
己
の
自
作
を
指
摘
し
て
い
る

｡

以
下
の
項
目
'
た
と
え
ば

｢詩
有
十
倍
｣
に
し
て
も
'
｢高
古
｣

｢清
寄
｣
｢遠
近
｣
｢讐
分
｣
｢背
非
｣
｢無
塵
｣
｢是
非
｣
｢清
潔
｣

｢覆
粧
｣
｢間
門
｣
と
細
目
を
連
ね
る
と
こ
ろ
ま
で
は
'
先
に
引
い

た

『唐
朝
新
宝
詩
格
』
の

｢十
倍
｣
と
同
じ
趣
向
だ
が
､
そ
の
あ
と

1
切
の
説
明
を
省
略
し
て
す
べ
て
を
例
詩
に
委
ね
る
と
い
う
や
-
か

た
で
あ
る
｡
だ
か
ら
讃
者
は
'
そ
こ
に
引
か
れ
た
詩
句
､
｢高
古
｣

の
場
合
な
ら

｢千
般
貴
在
無
過
達
'

一
片
心
聞
不
奈
何
｣
'
｢清
吉
｣

な
ら

｢未
曾
牌

l
字
'
容
易
謁
諸
侯
｣
と
い
っ
た
句
を
見
つ
め
な
が

ら
'
そ
の
背
後
に
隠
さ
れ
た
作
者
の
意
園
を
想
像
す
る
こ
と
を
求
め

ら
れ
て
い
る
｡
い
わ
ば
読
者
自
ら
言
笠
を
超
越
し
て
'
暗
欺
裏
に

唐
代
詩
論
の
展
開
に
お
け
る
瞭
然
詩
式

(輿
膳
)

｢言
外
の
旨
｣
に
到
達
す
る
こ
と
が
､
こ
の
詩
論
を
謹
む
た
め
の
必

要
保
件
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
理
解
と
い
う
よ
-
も
'

ほ
と
ん
ど
悟
り
と
い
う
に
近
い
｡
引
用
さ
れ
る
詩
句
の
果
た
す
役
割

は
'

一
種
の
椎
の
公
案
に
似
た
も
の
が
あ
る
｡
か
-
て

『風
儀
詩

格
』
は
､
吸
然
の
方
法
に
学
び
な
が
ら
'
そ
れ
を
極
端
に
ま
で
推
し

進
め
た
詩
論
の
代
表
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

張
伯
偉

『稀
輿
詩
学
』
(
一
九
九
二
年
'
漸
江
人
民
出
版
社
)
は
'
冒

頭
に

｢晩
唐
輿
五
代
詩
格
｣
の

一
章
を
設
け
､
椎
と
唐
代
詩
論
の
関

係
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
｡
そ
し
て
t
と
-
わ
け
瞭
然

『詩
式
』

に
反
映
さ
れ
る
儒
学
思
想
'
ま
た
休
学
思
想
の
影
響
か
ら
生
ま
れ
た

文
学
観
が
'
晩
唐
五
代
の

｢詩
格
｣
に
射
し
て
大
き
な
影
響
力
を
馨

挿
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
｡
同
書
が
注
意
す
る
よ
う
に
'
瞭
然
以
後

の

｢詩
格
｣
の
多
-
が
碍
僧
の
手
に
な
る
と
い
う
事
賓
に
留
意
す
べ

き
で
あ
ろ
う
｡
『吟
窓
雑
録
』
で
は
'
巻
十

一
『風
騒
詩
格
』
に
頼

い
て
､
巻
十
二
に
は
沙
門
文
頭
の

『詩
格
』
'
巻
十
三
に
は
揮
虚
中

の

『流
類
手
鑑
』
と
桂
林
淳
大
師
の

『詩
評
』
が
収
め
ら
れ
て
い
る
｡

あ
ら

『流
類
手
鑑
』
冒
頭
の

｢詩
有
二
宗
｣
に
は
'
｢第
四
句
に
題
を

見

わ
す
は
是
れ
南
宗
'
第
八
句
に
題
を
見
わ
す
は
是
れ
北
宗
｣
と
あ
っ
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て
､
詩
に
椎
の
南
北
二
宗
の
直
別
が
導
入
さ
れ
て
い
る
が
'
こ
れ
ら

の

｢
詩
格
｣
に
共
通
す
る
の
は
､
や
は
-
説
明
を
極
度
に
抑
制
し
た

例
句
中
心
の
記
述
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
寡
款
な

｢
詩
格
｣
の
傾
向
が

行
き
着
-
と
こ
ろ
ま
で
行

っ
て
行
き
詰
ま

っ
た
あ
と
､
あ
の
鏡
舌
な

宋
の

｢
詩
話
｣
が
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡

前
稿
と
の
重
複
は
つ
と
め
て
避
け
る
よ
う
心
が
け
た
が
'
論
の
展
開
の

必
要
上
t
や
む
を
得
ず
同
じ
趣
旨
を
敷
街
し
て
述
べ
た
箇
所
が

1
部
に
あ

る
｡
諒
恕
を
請
う
｡

注
①

『詩
式
』
の
底
本
に
は
'
十
寓
巻
棲
叢
書
本
所
収
の
五
巻
本
を
用
い
'

『歴
代
詩
話
』
本

(
l
九
八

1
年
､
中
華
書
局
)
､
李
壮
鷹

『詩
式
校

注
』
(
1
九
八
六
年
'
賛
魯
書
祉
)
へ
船
津
富
彦

｢諸
式
校
勘
記
｣
(『唐

宋
文
学
論
』
所
収
､

一
九
八
六
年
'
汲
古
書
院
)
等
を
参
照
し
て
'

一

部
の
文
字
を
改
め
た
｡

②

序
に
､
｢今
従
繭
漢
巳
降
'
至
於
我
唐
､
名
篇
麗
句
'
凡
若
干
人
､

命
日
詩
式
｣
と
あ
る
｡
ま
た
巻
五
序
に
も
'
｢今
所
撰
諸
式
'
列
為
等

第
'
五
門
互
顛
'
風
韻
鐙
餅
｣
と
い
う
｡

③

底
本
は

｢
元
就
｣
を

｢呉
競
｣
に
'
ま
た

｢玄
竪
｣
を

｢玄
監
｣
に

作
る
が
､
李
壮
鷹

『諸
式
校
注
』
に
倣
っ
て
改
め
た
o
玄

(元
)
聖
に

は
'
『績
古
今
詩
人
秀
句
｣
二
巻
が
あ
-
､
『宋
史
』
重
文
志
に
著
銀
さ

れ
る
｡

④

｢
五
格
｣
に
収
め
ら
れ
る
詩
句
に
は
､
吐
布
の
別
集

･
線
集
に
未
収

の
侠
詩
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
｡
以
下
に
そ
れ
ら
を
列
挙
す
る
｡
但
し
へ

『古
詩
紀
｣
'
遠
鉄
立

『全
漠
三
園
晋
南
北
朝
詩
』
や

『全
唐
詩
』
な

ど
に
収
録
さ
れ
る
作
品
は
除
-
｡
｢詩
式
』
の
資
料
的
慣
値
を
再
認
識

さ
せ
る
も
の
と
し
て
'
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡

柳
憧

｢横
吹
曲
｣
‥
霜
凍
弓
弦
断
､
風
鼓
旋
竿
折
｡
濁
有
孤
雄
剣
'

龍
泉
字
不
滅
｡

徐
陵

｢登
古
城
南
療
令
｣
‥
聖
政
調
三
象
､
神
州
貢
五
都
｡
山
川
浮

紫
塞
､
城
開
襟
皇
園
｡
業
走
商
周
鼎
へ
功
包
天
地
櫨
｡
寧
唯
我
琢

鹿
､
重
曹
断
飛
狐
｡
(以
上
'
作
用
事
第
二
格
)

庚
抱

一
｢詠
史
得
韓
非
｣
-
説
難
徒
奄
美
'
孤
憤
寛
無
申
｡
走
是

名
傷
命
'
非
闘
犯
逆
鱗
｡

李
君
武

｢詠
泥
｣
‥
轍
塗
香
気
溢
'
芝
封
璽
文
生
｡
色
逐
梨
陽
紫
'

名
随
萄
道
青
.

1
丸
封
漠
塞
'
敷
斗
濁
秦
淫
｡
不
分
高
楼
妾
､
特

況
別
離
情
｡
(底
本
は
第
二
句
の

｢生
｣
字
を
映
-
が
'
何
良
俊

『
四
友
粛
叢
説
』
巻
二
十
四
に
よ
-
補
う
)

江
緒

｢行
所
管
登
玉
帳
山
鷹
令
｣
-
古
木
商
山
道
'
長
州
伊
水
流
｡

何
言
東
海
撃
､
更
奉
北
園
遊
o

同

｢衡
陽
春
日
｣
‥
春
心
久
狙
謝
'
春
物
自
芳
井
｡
又
硝
石
風
煙
動
'

推
陽
文
雄
飛
｡
誰
憐
茂
陵
病
'
猶
背
女
羅
衣
｡

李
元
操

｢陪
汎
糸
州
苑
麿
令
｣
-
龍
導
九
河
通
'
龍
負
三
山
出
｡
聾

唱
雲
変
動
'
樟
馨
歌
船
疾
｡

周
若
水

｢別
江
令
公
｣
‥
東
海

一
朝
賛
'
南
冠
悲
濁
蹄
｡
何
首
泊
露
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草
'
還
藻
善
臣
衣
｡
(以
上
'
直
用
事
第
三
格
)

隔
楊
帝

｢塞
外
行
｣
‥
旋
旗
桂
龍
虎
'
壮
士
慕
鷹
鴎
｡

虞
世
基

｢詠
栖
鵠
｣
-
風
楢
葉
難
隠
'
月
宿
影
常
危
｡
驚
心
不
自
走
'

蓮
続
暗
中
枝
｡

琴
徳
潤

｢詠
塵
｣
･･漠
漠
素
塵
揚
､
霧
霜
満
康
荘
o
無
由
稗
峻
岳
､

暫
得
連
歌
梁
｡

江
掩

｢詠
古
｣
=
昔
輿
三
端
競
'
能
回
百
蔑
兵
｡
今
日
如
桃
李
'
翻

悲
剤
疎
生
｡

貌
彦

｢詠
雛
燕
｣
-
欲
拳
麹
無
力
'
思
鳴
聾
不
噂
｡
徒
結
衝
泥
心
'

未
有
凌
風
便
｡

柳
正
言

｢詠
挑
燈
杖
｣
‥
徒
借
膏
脱
側
､
黙
染
蘭
揮
脂
｡
錐
無
匡
政

分
'
曾
有
助
明
時
｡

斎
慧

｢閑
斎
叙
望
｣
-
星
文
如
鼎
足
'
雲
勢
似
冠
樺
｡

同

｢尋
慮
黄
門
｣
‥
超
忽
暮
塗
遠
'
放
昧
紳
襟
清
｡

胡
師
耽

｢初
秋
濁
坐
｣
-
落
花
覆
幽
渚
'
宿
烏
鷺
暗
叢
｡

黄
叔
度

｢看
王
儀
同
拝
｣
‥
春
花
好
漢
綬
'
秋
蝉
集
超
冠
｡
浮
雲
生

羽
蓋
'
明
月
上
銀
鞍
｡
(以
上
'
有
事
無
事
第
E
]格
)

宋
孝
武
帝

｢客
行
契
｣
-
有
便
数
寄
書
､
無
信
心
相
憶
｡
実
作
餅
落

井
'

一
去
無
消
息
｡

劉
緩

｢詠
蔚
花
｣
･･春
生
人
意
裏
､
花
尊
粛
刀
中
｡
有
葉
堪
承
露
'

無
香
可
逐
風
｡

張
正
見

｢夜
間
枯
｣
-
誰
知
織
婦
恨
､
寄
人
橋
衣
馨
｡

洪
催
法
師

｢山
亭
野
望
｣
‥
松
高
枝
影
細
､
山
蓋
鳥
馨
稀
｡
空
谷
無

唐
代
詩
論
の
展
開
に
お
け
る
攻
然
詩
式

(輿
膳
)

⑧⑨

人
住
'
坂
桂
濁
依
依
｡
(但
し
､
上
二
句
は
'
『詩
紀
｣
巻
百
七
所

収
の

｢遊
鐘
山
之
開
善
宝
林
息
心
宴
坐
引
華
厳
詩
｣
に
見
え
､

｢樹
高
枝
影
細
'
山
蓋
鳥
聾
稀
｣
に
作
る
)

琴
徳
潤

｢詠
灰
｣
-
建
章
煙
塵
末
､
昆
明
劫
焼
徐
｡

親
彦
探

｢寒
膏
傷
歎
｣
‥
白
髪
非
春
草
､
何
意
逐
年
生
｡

張
南
史

｢迭
李
便
君
乾
柳
州
｣
･･竹
符
酔
漢
守
'
桂
酒
莫
湘
君
｡

(以
上
､
有
事
無
事
情
格
倶
下
第
五
格
)

『法
書
要
録
』
は
'
津
逮
秘
書
本
を
底
本
に
用
い
る
｡

詩
論
と
書
論
の
交
渉
に
関
し
て
は
､
拙
稿

｢『詩
品
』
と
吾
妻
論
｣

(
『中
国
の
文
学
理
論
』
所
収
､

一
九
八
七
年
'
筑
摩
書
房
)
参
照
｡

大
暦
E
]年
七
月
'
鮎
蓉
行
来
､
尋
樺
精
巌
'
痛
推
心
骨
o
其
人
巳
往
'

其
蹟
今
存
'
追
想
容
輝
'
沸
涙
鳴
咽
｡
(｢述
書
賦
｣
後
記
)
｢大
暦
十

年
龍
集
乙
卯
二
月
乙
丑
､
隣
州
大
都
督
府
夏
解
尉
賓
士
初
校
'
検
校
園

子
司
業
大
原
牒
令
賓
豪
甫
校

(｢字
格
｣
附
記
)
な
お

｢述
書
賦
｣
と

｢字
格
｣
に
関
し
て
は
'
大
野
修
作

｢
『述
書
賦
』
の
性
格
-

中
庸

期
の
書
論
1

｣
(平
成
六

･
七
年
度
科
挙
研
究
費
補
助
金
練
合
研
究

A
成
果
報
告
書
『中
庸
文
筆
の
緒
合
的
研
究
』
所
収
)
参
照
｡

｢
中
序
｣
に
よ
れ
ば
'
貞
元
五
年
夏
八
月
に
'
た
ま
た
ま
前
御
史
中

丞
李
供
に
出
合
い
'
そ
の
勧
め
で
'
未
定
稿
の

『詩
式
』
に
手
を
加
え

て
世
に
出
す
こ
と
に
し
た
と
い
う
｡

以
虚
誕
而
馬
高
古
､
以
横
根
而
馬
溝
.(.t
t
以
錯
用
意
而
鵠
濁
善
'
以

読
怪
而
烏
新
奇
'
以
欄
熱
而
烏
穏
約
㌧
以
気
少
力
r15S而
蜜
容
易
O
(｢詩

有
六
迷
｣
)
至
険
而
不
僻
'
至
寄
而
不
差
'
至
麗
而
自
然
'
重
苦
而
無
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逃
'
至
近
而
意
遠
'
至
放
而
不
迂
｡
(｢詩
有
六
至
｣
)

⑲

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
､
以
下
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
｡
｢
こ
と

ば
と
理
論
-

中
国
文
筆
蛮
術
理
論
の
l
側
面
-

｣
(『異
域
の
眼
』

所
収
､

一
九
九
五
年
へ
筑
摩
書
房
)
､
｢《
文
心
離

龍

》
隙
秀
篇
在
文
筆

理
論
史
上
的
地
位
｣
(『北
京
大
学
学
報
』
菅
撃
TPTE
曾
科
挙
版
､

1
九
九

六
年
第
三
期
､
ま
た

『文
心
離
龍
研
究
』
第
二
韓
､

一
九
九
六
年
'
北

京
大
挙
出
版
社
)

⑪

『文
鏡
秘
府
論
』
は
'
興
膳
諸
法
本

(弘
法
大
師
空
海
全
集
第
五
巻
､

一
九
八
六
年
'
筑
摩
書
房
)
に
よ
る
｡

⑫

空
海

｢書
劉
希
夷
集
献
納
表
｣
(『性
塞
集
｣
巻
四
)
に
､
｢王
昌
齢

詩
格

一
巻
'
此
是
在
唐
之
日
､
於
作
者
連
'
偶
得
此
書
｡
古
詩
格
等
'

錐
有
数
家
'
近
代
才
子
'
切
愛
此
格
｣
と
あ
る
｡

⑬

『吟
窓
雑
録
』
に
関
し
て
は
､
張
少
康

｢閲
於

(吟
窓
雑
録
)
及
其

版
本
問
題
｣
(『中
国
文
筆
報
』
第
五
十

一
冊
)
参
照
｡

⑭

『白
蓮
集
｣
(
四
部
叢
刊
本
)
及
び

『全
唐
詩
』
は
へ
こ
の
二
句
を

ヽ

｢都
来
鏑
帝
道
､
涯
不
用
兵
防
｣
に
作
る
｡

⑮

｢十
髄
｣
の
う
ち
､
｢高
古
｣
の

｢千
般
貴
在
無
過
達
'

l
片
心
閑

不
奈
何
｣
は
'
斉
己

｢逢
進
士
沈
彬
｣
の
句
'
ま
た

｢清
春
｣
の

｢未

曾
将

一
字
'
容
易
謁
諸
侯
｣
は
'
同
じ
-

｢自
題
｣
の
句
で
あ
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
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