
紹

介

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
中
国
古
典
詩
の
研
究

-

一
九
六
二
年
か
ら
一
九
九
六
年
ま
で
-

ウ
ィ
リ
ア
ム

･
H
･
ニ
イ
ハ
ウ
ザ
-
･
1
r

ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学

第

二

部

(上
)

個
別
的
な
詩
人
や
特
定
の
詩
歌
集
の
作
品
の
背
後
に
'
そ
れ
を
動

機
づ
け
て
い
る
要
因
を
探
る
よ
-
も
'

一
九
六
二
年
以
後
の
ア
メ
リ

カ
に
お
け
る
中
国
古
典
詩
研
究
の
全
鰭
を
支
配
し
て
い
た
要
因
を
見

る
方
が
た
や
す
い
こ
と
だ
ろ
う
｡
と
は
い
っ
て
も
'
そ
う
し
た
要
因

は
本
稿
の
第

一
部
で
示
し
た
概
観
と
似
た
考
え
や
そ
れ
か
ら
の
馨
展

を
あ
ら
わ
し
て
い
る
｡
か
-
し
て
､
こ
こ
で
最
初
に
取
-
上
げ
る
論

文
が
'
ア
メ
リ
カ
で
西
欧
文
学
を
学
ん
だ
在
留
中
図
人
学
者
t
K
a
L･

y
u
H
su
許
芥
豆

()922･)98
8
)
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
､
し
ご
-
普

然
で
あ
ろ
う
｡
の
ち
に
は
現
代
文
撃
に
関
す
る
研
究
で
有
名
に
な
る

紹

介

が
､
許
芥
豊
の
論
文

｢李
清
照
の
詩
｣

"The
P
oem
s
of
L
i
C
h
'ing
･

ch
a
o
(]084･LL4])"
は
'
劉
若
愚
が

『中

国
詩

の
技
法
』
(
l
九
大

二
)
の
な
か
で
理
論
的
研
究
と
し
て
構
築
し
た
の
と
同
じ
よ
う
な
'

特
定
の
詩
人
を
謹
む
た
め
の
規
範
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
｡

こ
の
論
文
は
文
学
雑
誌
の
な
か
で
は
発
行
部
数
の
最
も
多

い
雑
誌

(

"

P
ublications
of
the
M
odern
L
,a
u

guage
As30Clation"
77
[)962]:

52
)15
2
8
)
に
尊

表
さ
れ
'
そ
の
た
め

に
許
芥

豊
の
研
究
は

'文
学

や
言
語
の
多
-
分
野
の
譲
者
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
｡
中
国
の
詩
を

西
洋
の
讃
者
に
と

っ
て
の
文
学
作
品
と
し
て
構
築
し
よ
う
と
試
み
た

も
の
で
は
あ
る
が
'
そ
れ
は
同
時
に
､
中
国
人
批
評
家
が
ア
メ
リ
カ

の
新
た
な
讃
者
に
と

っ
て
中
園
の
詩
歌
が
ど
の
よ
う
な
債
値
を
も
つ

か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
際
に
'
ど
の
よ
う
な
危
倶
を
覚
え
る

か
､
そ
れ
を
謹
言
す
る
こ
と
に
も
な

っ
た
｡
許
芥
量
は
言
う
'

彼
女

(李
清
照
)
が
詩
を
作

っ
て
い
た
十
二
世
紀
初
頭
､
西

欧
の
詩
に
は
そ
の
よ
う
な
行
情
的
な
感
性
は
事
責
上
存
在
し
て

い
な
か

っ
た
｡
西
洋
の
多
-
の
園
に
お
い
て
'
文
学
は
ま
だ
覚

醒
し
て
い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
｡
フ
ラ
ン
ス
で
は
叙
事
詩
が
寮

-
行
わ
れ
て
い
た
｡
シ
ャ
ン
ソ
ン
は
イ
ギ
リ
ス
や
ド
イ
ツ
の
吟

F]EIEl
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遊
詩
人
た
ち
の
ダ
ン
ス
に
曲
を
提
供
す
る
こ
と
に
な

っ
た
｡
ノ

ル
マ
ン
人
の
征
服
は
イ
ギ
リ
ス
人
に
さ
さ
や
か
な
文
学
的
影
響

を
も
た
ら
し
､
新
し
い
バ
ラ
ー
ド
の
な
か
に
も
過
去
の
戦
争
を

歌

っ
た
昔
の
詩
の
古

い
リ
フ
レ
イ
ン
を
聞
き
頼
け
て
い
た
｡
ド

イ
ツ
人
は
宮
廷
風
懲
愛
を
ま
ね
し
て
単
純
で
素
朴
な
民
謡
を

や
っ
と
作
-
始
め
た
と
こ
ろ
だ

っ
た
｡
イ
タ
リ
ア
人
は
ま
だ
ラ

テ
ン
語
で
も
の
を
書
い
て
い
た
｡
そ
れ
と
封
比
し
て
み
る
と
'

李
活
照
の
達
成
は
い
っ
そ
う
目
を
引
-
の
で
あ
る
｡
(五
二

一

員
)

さ
ら
に
'
李
活
照
の
詞
を
十
二
首
ほ
ど
謹
み
な
が
ら
'
許
芥
豊
は

｢博
記
的
方
法
｣
と
い
う
批
評
を
確
立
し
､
そ
れ
は
中
園
の
作
者
に

関
す
る
'
こ
こ
敷
十
年
の
ア
メ
リ
カ
の
研
究
の
多
-
を
支
配
す
る
こ

と
に
な

っ
た
｡
(そ
れ
は
t
九
六
〇
年
代
に
dg
:欧
文
撃
の
領
域
に
お
い
て
覇

権
を
握
っ
た
ニ
ュ
ー
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
は
封
照
的
な
も
の
で
あ
っ
た
｡)

李
清
照
の
夫
の
死
は
彼
女
の
人
生
に
日額
も
大
き
な
影
響
を
輿

え
た
｡
彼
女
の
詩
に
感
情
の
深
さ
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
｡

そ
れ
は
天
才
の
炎
の
青
白
さ
の
よ
う
に
'
輝
き
と
激
し
さ
を
詩

に
輿
え
た
｡
‥
-
･確
賓
に
本
人
の
作
で
あ
る
六
十
首
の
詞
の
な

か
で
､
彼
女
の
人
生
の
あ
る
面
が
明
ら
か
に
さ
れ
'
そ
れ
は
彼

女
の
詩
の
成
長
の
過
程
を
'
少
な
-
と
も
仮
説
と
し
て
は
'
た

ど
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
.
(五
二
二
･m
')

こ
の
よ
う
な
方
法
で
許
芥
豊
は
'
ま
る
で
李
活
照
の
日
記
の
抜
粋

で
あ
る
か
の
よ
う
に
'
次
か
ら
次

へ
と
詩
を
謹
み
'
｢大
股
で
'
因

襲
を
無
税
し
た
｣
女
性
の
詩
句
に
描
か
れ
た
官
像
を
作
-
上
げ
る
の

で
あ
る
｡
許
芥
里
は
ま
た
李
活
照
が
詞
に
お
い
て
果
た
し
た
四
つ
の

貢
献
を
説
明
し
て
い
る
｡

‖

｢極
め
て
口
語
的
な
表
現
｣
を
多
-
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て

詩
的
言
語
を
豊
鏡
に
し
た
こ
と
｡

口

引
帳
の
使

い
方
の
熟
達
し
た
例
を
示
し
た
こ
と
｡

日

通
例
見
ら
れ
な
い
擬
音
語
を
二
重
の
意
味
で
用
い
た
こ
と
｡

㈲

拝
情
詩
の
音
楽
的
な
性
質
に
気
を
配

っ
た
こ
と
｡

風

外
の
風
景
や
日
常
的
な
封
象
を
自
分
の
最
も
深
い
感
情
で
染

め
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
｡

こ
う
し
た
高
度
な
技
術
が
､
｢沸
き
立

つ
感
情
の
海
｣
を
覆
い
隠

す

｢静
か
に
抑
制
さ
れ
た
｣
詩
句
の
な
か
に
あ
ら
わ
さ
れ
'
そ
れ
に

よ
っ
て
李
活
照
は

｢中
国
古
典
文
学
に
お
け
る
最
も
偉
大
な
女
流
詩
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人
｣
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
(五
二
八
頁
)

俸
記
的
な
文
学
批
評
は
'
こ
こ
で
考
察
す
る
二
つ
目
の
研
究
'
フ

レ
デ
リ
ッ
ク

･W
･
モ
ウ
ト

F
re
d
erick
W
.
M
o
te
の

『詩
人
高

啓
』

"T
h
e

P
oet
K
ao
C
h
'i
(]
3
3
6
･
]3
74)"
(P
rlnCetOn

P
rLn
ceton

U
nlVerSlty
P
res

s
,

)962)に
お
い
て
も
明
ら
か

で
あ
る
｡

そ
こ
で
モ

ウ
-
は
次
の
よ

う

に

｢明
言
｣
し
て
い
る
｡
(三
頁
-

四
頁
)

高
啓
の
人
生
を
再
構
築
し
ょ
う
と
し
て
こ
の
よ
う
に
努
め
る

こ
と
は
'
詩
を
そ
れ
自
身
の
権
利
で
あ
る
蛮
術
と
し
て
よ
り
も
､

歴
史
家
に
と
つ
て
の
資
料
と
し
て
､
ま
ず
第

一
に
み
な
す
こ
と

に
な
る
｡
わ
れ
わ
れ
の
目
的
は
'
詩
人
と
い
う
に
値
す
る
名
聾

を
高
啓
の
た
め
に
取
-
戻
す
こ
と
で
は
な
い
｡
そ
れ
よ
り
む
し

ろ
'
そ
の
時
代
を
生
き
た

一
人
の
人
間
と
し
て
高
啓
を
見
る
こ

と
で
あ
る
｡
そ
れ
は
糞
術
家
と
し
て
の
才
能
の
ゆ
え
に
顕
著
で

あ
る
が
､
し
か
し
ま
た
そ
の
人
生
が
そ
の
時
代
の
何
か
の
意
味

を
わ
れ
わ
れ
に
示
し
て
い
る
人
物
と
し
て
見
る
こ
と
で
あ
る
｡

モ
ウ
ト
が
詩
を
歴
史
の
基
礎
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
踏
み
切

っ
た

こ
と
は
､
博
続
的
な
中
国
の
批
評
に
お
い
て
も
'
ま
た
初
期
の
西
欧

に
お
い
て
も
'
ア
ー
サ
ー
･
ウ
エ
ー
レ
I
の
す
ぼ
ら
し
い
研
究

『自

紹

介

居
易
の
生
涯
と
時
代
』
"
T

he
L
lf
e
a
n
d
T
lm
eS
Of
P
o
C
hu･i(772
･

84
6)
"

(

L
o
nd
o
n

A
Lten
and
U
n
w
ln,)
94
9
)
の
よ
う
に
'
多
-
の
先

例
が
あ
る

｡

俸
記
研
究
に
雷
た

っ
て
'
モ
ウ
-
は
高
啓
の
詩
を
用
い

た
の
み
な
ら
ず
'
十
四
世
紀
に
関
す
る
彼
の
深
い
知
識
を
駆
使
し
て
､

前
後
の
状
況
を
描
き
出
し
て
い
る
こ
と
は
､
た
と
え
ば
高
啓
の
若
い

時
期
を
描
き
出
し
た
次
の
抜
粋
に
見
ら
れ
る
｡

彼
が
十
五
歳
の
時
'
黄
河
の
堤
防
が
決
壊
し
て
中
央
平
原
に

大
き
な
洪
水
を
も
た
ら
し
た
｡
そ
の
た
め
の
修
復
事
業
は
'
北

中
国
の
農
民
た
ち
を
反
乱

へ
と
駆
り
立
て
る
こ
と
に
な
っ
た
｡

(
五
二
頁
)

こ
れ
は
或
る
程
度
'
必
要
な
こ
と
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
ば
'
歴
史

的
な
状
況
や
詩
に
語
ら
れ
る
説
明
に
よ
っ
て
'
『明
史
』
の
二
百
字

①

に
も
満
た
な
い
簡
単
な
博
記

の

よ
う
な
'
ふ
つ
う
の
資
料
の
な
か
の

わ
ず
か
な
侍
記
情
報
で
は
映
落
し
て
い
る
室
隙
を
埋
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
高
啓
が
蘇
州
で
生
ま
れ
青
年
期
を
過
ご
し
た

こ
と
'

一
三
五
〇
年
代
後
半
の
反
乱
の
最
中
に
南
方
を
流
浪
し
た
こ

と
'
新
た
に
即
位
し
た
皇
帝
の
も
と
で
朝
廷
に
短
い
期
間
仕
え
た
こ

と

(
三

一六
九
-

一
三
七
〇
)'
そ
し
て
自
分
と
蘇
州
の
長
官
魂
観
の
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死
を
招
い
た
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
た
こ
と
'
そ
う
し
た
こ
と
を
た
ど

る
な
か
で
'
モ
ウ
ト
は
彼
自
身
の
想
像
力
を
適
切
に
用
い
て
い
る
｡

そ
の
こ
と
は
'
朱
元
埠
が
彼
を
悩
ま
せ
た
最
も
忠
賓
な
地
方
官
を
結

局
は
庭
刑
し
た
動
機
を
推
測
し
て
い
る
次
の
段
に
見
る
こ
と
が
で
き

る
｡

摸
大
す
る
官
僚
機
構
の
な
か
で
自
信
を
過
度
に
膨
張
さ
せ
な

い
よ
う
に
す
る
の
は
重
要
な
こ
と
で
あ

っ
た
｡
魂
観
は
教
養
が

あ
-
'
有
能
で
'
自
信
を
も

っ
た
官
僚
文
人
の
典
型
で
あ

っ
た
｡

彼
を
突
然
'
そ
し
て
劇
的
に
打
ち
倒
す
こ
と
は
'
朝
廷
全
髄
に

も
､
地
方
の
役
所
に
も
恐
怖
を
輿
え
る
だ
ろ
う
｡
脅
し
て
お
け

ば
､
彼
ら
を
従
順
で
い
い
な
り
に
な
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
｡

お
そ
ら
-
そ
れ
が
蘇
州
で
反
乱
が
起
こ
る
こ
と
を
推
理
し
､
そ

し
て
た
ぶ
ん
賓
際
に
感
じ
た
方
法
で
あ
ろ
う
｡
(二
三
七
頁
-
二

三
八
頁
)

多
-
の
讃
者
に
と
っ
て
'
詩
'
博
記
'
郷
土
史
'
そ
し
て
著
者
自

身
の
考
え
を
こ
の
よ
う
に
混
ぜ
合
わ
せ
る
こ
と
は
'
賓
に
効
果
的
で

あ
る
｡
そ
れ
に
は
'
(モ
ウ
I
が
よ
-
訓
練
さ
れ
て
い
る
)
中
国
の
博
続

的
な
学
問
の
要
素
と
'
西
欧
で
蓉
展
し
て
き
た
博
記
の
概
念
と
が
結

ぴ

つ
け
ら
れ
て
い
る
｡
｢中
国
人
学
者
の
俸
続
的
な
見
方
で
は
､

-
-
詩
の
偉
大
な
時
代
で
は
な
い
｣
明
朝
の
詩
人
で
あ
る
高
啓
の
偶

像
を
モ
ウ
ト
が
破
壊
し
た
こ
と
は
'
彼
が
属
し
て
い
た
の
が
'
中
国

の
規
範
の
観
念
に
挑
戦
し
よ
う
と
す
る
西
欧
人
学
者
た
ち
の
'
急
成

長
し
て
い
た
撃
液
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
賓
際
'
そ
れ
は

許
芥
豊
の
研
究
に
封
す
る
挑
戦
で
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら

許
芥
豊
は
中
開
の
詩
を
P
M
L
A
の
護
者
に
紹
介
し
た
だ
け
で
な
-
'

中
国
人
女
性
の
英
語
に
よ
る
最
も
早
い
研
究
の

一
例
を
提
供
も
し
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
｡

こ
の
挑
戦
は
中
国
の
詩
に
関
係
す
る
多
-
の
文
化
的
接
難
を
根
気

強
-
探
求
す
る
エ
ド
ワ
ー
ド

･
H
･
シ
エ
イ
フ
ァ
ー
E
d

w
ard
H
.

Sch
a
fe
r
に
よ
っ
て
も
取
-
上
げ
ら
れ
て
い
る
｡
彼
の

一
九
六
三
年

の
論
文

｢貫
休
の
詩
に
お
け
る
鋳
物
的
イ
メ
ー
ジ
｣
(
"M
lneral
Zm
･

ag
ery
m

th
e

Poem
5
0f
K

uanh
51u
"
(A
sia
M
aJ
Or,Ne
w

S
erleS
10
.73･

)0
2)
は
彼
の
研
究

の
モ
デ
ル
と
し

て
役
に

立
つ
が

'
施

大
な

数
の

書
籍
や
論
文
の
な
か
か
ら
集
め
ら
れ
､
の
ち
に
は
道
教
の
研
究
に

移

っ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
早
期
の
研
究
に
お
い
て
､
シ
エ

②

イ
フ
ァ
ー
は
貫
休

(八
三
二
-
九

1
二
)
の

｢夢
遊
仙
｣
詩
四
首

を

考
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察
し
て
い
る
｡
そ
れ
ら
の
詩
の
イ
メ
ー
ジ
を
五
種
類
の
文
膿
に
よ
る

翻
詩

に
よ

っ
て
あ
ら
わ
そ
う
と
試

み
て

い
る
｡
(

a

)

逐
語
諾
'

(b
)
平
明
な
講
､
(

C

)

説
明
を
加
え
た
詳
'
(d
)
英
雄
詩
を
模
擬

し
た
諾
'
(

2

)

ビ
ー
ト
調
の
詳
t
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
し
て
､

た
と
え
ば
､

第
二
首
の

｢
三
四
仙
女
見
､
身
若
芽
宕
衣
｣
の
聯
は
次

の
よ
う
に
課
さ
れ
る
｡

回

三

四

玄
妙
な

女
性

子
供

肉

髄

着
る

瑠
璃
色

㈲
三
㌧

四
人
の
若

い
妖
精
の
女
た
ち
'

衣
服

膿
に
は
群
青
色
の
衣
服
を
身
に
つ
け
て
｡

わ
た
し
は
そ
こ
に
妖
精
の
よ
う
に
美
し
い
女
性
の
群
れ
を
見

た
'

エ
メ
ラ
ル
ド
が
散
-
ば
め
ら
れ
た
豪
華
な
ロ
ー
ブ
に
包
ま
れ

たそ
こ
に
妖
精
の
娘
ら
の
群
を
見
'

空
の
ご
と
-
に
青

い
服
'
そ
し
て
麗
し
-
｡

女
た
ち
-

輝
き
'
け
が
れ
な
-
'
人
夫
の
情
婦
な
ど
で
な

.＼
紹

介

シ
ン
プ
ル
な
ブ
ル
ー
ジ
ー
ン
で
十
分
だ
｡

こ
の
翻
講
に
刺
激
さ
れ
て
'
若

い
研
究
者
た
ち
は
型
に
は
ま
ら
な

い
､
自
分
た
ち
自
身
の
勧
請
を
試
み
る
よ
う
に
な

っ
た
｡
ユ
ズ
ラ

･

パ
ウ
ン
ド
や
ゲ
イ
リ
ー
･
シ
ユ
ナ
イ
ダ
ー
た
ち
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な

勧
請
に
加
え
て
'
シ
エ
イ
フ
ァ
ー
に
よ
る
貫
休
の
勧
請
は
､
ジ

エ
ロ

ウ
ム

･
P
･
シ
ー
ト
ン

l
aro
m
e
P

S
eaton
や
デ
イ
ヴ
ィ
ツ
ド

･

③

ヒ
ン
-
ン
D
a
v
id
H
lntO
n

も
含

む
t

l
圏
の
革
新
的
な
翻
諾
者
を

生
み
出
し
た
の
で
あ
る

｡
シ
エ
イ
フ
ァ
ー
の
論
文
は
ほ
か
に
'
唐
詩

に
あ
ら
わ
れ
た
道
教
徒
の
楽
園
'
不
死
の
桃
'
夢
の
囲
'
色
彩
の
シ

ン
ボ
リ
ズ

ム
'
龍
'
鋳
物
や
賓
玉
な
ど
を
扱

っ
て
い
る
｡
こ
れ
は

シ

エ
イ
フ
ァ
ー
の
多
-
の
著
作
の
典
型
で
あ
り
､
こ
う
し
た
文
化
の

研
究
は
'
そ
の
結
果
と
し
て
'
ポ
ー
ル

･W
･
ク
ロ
ー
ル
P

au-W④

K
ro
〓
や
ロ
バ
ー
ト

･
ジ
ョ
ウ

･
カ
ッ
タ
ー
R
o
b
e
r
t
l
o
e

C
u
tte
r

な
ど

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
､
現
代
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
中
囲
詩
研
究

の
サ
ブ
ジ
ャ
ン
ル
を
生
み
出
す
こ
と
と
な

っ
た
｡

梅
租
麟
と
高
友
工
の
唐
詩
に
関
す
る
最
初

の
論
文

｢杜
甫

『秋

興
』
-

言
語
批
評

の
賓
践
｣

(HJAS28,44･80,
1968)
は
'
彼

ら
が
そ
の
後
､

H
I
A
s
に
掲
載
し
た
研
究
ほ
ど
永
積
的
な
影
響
を
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輿
え
な
か
っ
た
も
の
で
は
あ
る
が
'
｢秋
輿
｣
が
最
初
に
あ
ら
わ
れ

た
時
は
ひ
と
つ
の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
巻
き
起
こ
し
た
｡
文
献
学
的

な
厳
密
さ

(た
と
え
ば

｢秋
興
八
首
｣
の
本
文
の
発
音
を
付
け
る
な
ど
)'

西
欧
の
批
評
の
方
法
論

(圭
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
･
エ
ン
プ
ソ
ン
'

-
･A
･

リ
チ
ャ
ー
ズ
､
ノ
ー
ス
ラ
ッ
プ
･
フ
ラ
イ
､
ノ
ウ
ム
･
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
)
､

彼
ら
自
身
の
す
ぐ
れ
た
才
能
'
そ
れ
ら
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
'
梅
租
麟
と
高
友
工
は
こ
の
論
文
の
な
か
で
唐
詩
を

｢言
語
学
的

に
微
香
に
讃
む
｣
こ
と
の
基
準
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
｡
二
人
は
ま

た
倦
続
的
な
ス
タ
イ
ル
の
中
国
の
学
問
を
ど
の
よ
う
に
組
み
込
む
か

に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
｡
そ
こ
で
最
初
の
材
料
と
し
て
挙
げ
ら
れ

て
い
る
の
は
'
葉
嘉
豊

Y
e
h
C
hia･y
ing
の

『杜
甫
秋
興
人
首
集

説
』
(童
北
t
l
九
六
六
)
で
あ
る
｡
こ
の
著
作
は
全
膿
に
興
味
深
い

見
方
に
あ
ふ
れ
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
が
'
こ
こ
で
は
八
首
の
間
に

お
け
る
相
互
作
用
を
指
摘
し
て
い
る
結
論
の
部
分
だ
け
を
引
か
ね
ば

な
ら
な
い
｡

第
八
首
よ
-
も
第
七
首
が
頂
鮎
に
達
し
て
い
る
こ
と
は
'
さ

ほ
ど
顕
著
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
'
そ
う
で
あ
る
こ
と
を

示
す
､
賓
に
は
っ
き
-
し
た
し
る
L
が
あ
る
｡
第
七
首
の
そ
れ

ぞ
れ
の
聯
が
テ
ー
マ
を
最
も
強
烈
に
表
現
し
て
い
る
と
い
う
だ

け
で
な
-
'
四
つ
の
聯
が

一
緒
に
な

っ
て
大
き
な
テ
ー
マ
を
取

-
巻
い
て
い
る
の
で
あ
る
｡
漢
代
と
唐
代
の

一
つ
ず
つ
の
比
較

は
'
最
初
の
聯
で
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
達
す
る
｡
第
二
聯
に
お

け
る
'
世
界
と
人
間
の
混
乱
の
絶
望
の
テ
ー
マ
､
第
三
聯
に
お

け
る
過
去
の
繁
条
と
現
在
の
衰
退
の
対
比
'
第
四
聯
に
お
け
る

不
幸
な
舟
の
イ
メ
ー
ジ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
'
結
合
が

分
離
さ
せ
る
力
と
し
て
働
-
よ
う
な
逆
説
｡
こ
の
よ
う
に
し
て
'

第
八
首
は
回
想
を
頼
け
'
連
作
の
最
後
の
地
位
を
占
め
る

一
方
'

そ
れ
は
ま
た
感
情
の
枯
渇
の
あ
と
で
耐
え
よ
う
と
す
る
不
屈
の

努
力
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
｡
そ
こ
に
見
ら
れ
る
多
-
の
不
達
緯

性
は
'
悩
め
る
精
神
が
疲
弊
し
て
い
る
状
態
を
示
し
て
い
る
｡

そ
れ
は
構
造
的
に
は
作
曲
に
お
け
る
コ
ー
ダ

(終
結
部
)
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
第
七
首
に
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
が
来

る
こ
と
に
よ
っ
て
'
｢秋
興
｣
は
第
八
首
で
反
1
ク
ラ
イ
マ
ッ

ク
ス
を
達
成
す
る
｡
不
満
と
絶
望
を
テ
ー
マ
と
す
る
情
調
に
は

最
も
ふ
さ
わ
し
い
致
巣
で
あ
る
｡

梅
租
麟
と
高
友
工
の
論
文
が
出
た

一
年
後
に
､
劉
若
愚
は

『李
商
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隙

の
詩
-

九
世
紀
中
国
の
バ
ロ
ッ
ク
詩
人
』

("ThePoetry
of

LI

S
h
a
n
g
･y
m
,
N
m
th
C
en
tu
ry
B
a
roq
u
e
C
h
m
ese
P
oe
t
"

C
h
lC
ag
O
.
U
n
l･

versit
y
o
f
C
h
lCag
O
,
)96
9
)
を

出

版
し
た
.

李
商
隠

(八

一
三
-
八

五
八
?
)
は
'
劉

若

愚

が
つ
と
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
､
む
ず
か

し
い
詩
人
で
あ
る
｡
劉
若
愚
は
こ
こ
で
李
商
隈
の
詩
の
俸
続
的
な
理

解
の
方
法
と
と
も
に
､
李
商
陰
の
人
生
と
時
代
を

｢前
書
き
｣
の
な

か
で
紹
介
し
て
い
る
｡
そ
れ
に
積

い
て
､
李
南
陽
の
詩
百
首
に
注
程

と
勧
請
を
つ
け
'
そ
れ
ぞ
れ
に
廉

い
範
囲
に
及
ぶ
コ
メ
ン
I
を
伴

っ

て
い
る
o
最
後
に
'
李
商
隙
の
詩
に
封
す
る
長
い
批
評
が
あ
-
'
李

商
陰
を
他

の
唐
代

の
詩
人
の
な
か
に
位
置
づ
け
'
彼
は
ま
さ
し
く

｢
バ
ロ
ッ
ク
｣
詩
人
と
み
な
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
.

l
九
大

二
年

の

『中
国
詩
の
技
法
』
(本
稿
第

一
部
参
照
)
出
版
以
後
の
十
年

鎗
'
劉
若
愚
が
唐
詩
を
読
む
こ
と
に
か
け
て
は
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す

る
謹
み
手
で
あ

っ
た
こ
と
は
疑

い
が
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
'
い

か

に
中
国
詩
を
讃
む
べ
き
か
に
つ
い
て
の
彼
の
影
響
は
'
彼
自
身
の

微

官
な
謹
み
よ
-
も
､
彼
に
学
ん
だ
人
た
ち
や
そ
う
い
う
人
た
ち
の
仕

事
の
な
か
に
'
い
っ
そ
う
強
-
感
じ
ら
れ
る
｡
た
と
え
ば
こ
の
本
の

な
か
で
､
劉
若
愚
は
李
商
隙
の
多
義
的
な
詩
を
庇
護
者
や
懲
人
に
封

紹

介

す
る
隠
さ
れ
た
意
味
を
含
む
も
の
と
し
て
謹
む
こ
と
に
反
射
し
､
同

様
に
そ
の
作
品
を
政
治
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
疑
問
を
抱
い
て
い
る
｡

劉
若
愚
は
そ
う
し
た
作
品
が
何
を
指
し
て
い
る
か
を
考
え
る
こ
と
は

無
意
味
で
あ
り
'
そ
れ
を
特
定
す
る
試
み
は
'
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の

"d
ark
tady
"
(
ソ
ネ
ツ
ー
の
な
か
の
謎
の
女
性
)
が
誰
で
あ
る
か
決
め

よ
う
と
す
る
の
と
同
様
'
李
商
陰
の
詩
自
膿
と
関
係
の
な
い
こ
と
だ

と
い
う
｡
そ
う
で
は
あ
る
が
､
劉
若
愚
は
侍
続
的
な
寓
意
的
解
輝
を

て
い
ね
い
に
記
し
て
い
る
.
｢回
申
牡
丹
馬
両
所
敗
｣
詩
の
翻
講
に

績
い
て
､
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

こ
こ
ま
で
､
わ
れ
わ
れ
は
考
薬
に
つ
い
て
の
詩
の
よ
う
に
'

文
字
的
な
レ
ベ
ル
で
詩
を
考
え
て
き
た
｡
も
う

一
つ
の
レ
ベ
ル

で
は
'
そ
の
詩
は
美
し
い
女
性
'
あ
る
い
は
女
性
た
ち
の
た
め

の
哀
歌
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
花
に
つ
い
て
言
わ
れ
た

こ
と
は
､
若
さ
が
過
ぎ
去
-
'
魅
力
が
人
を
惹
き
付
け
な
-
な

る
美
人
に
つ
い
て
も
普
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡
ま
た
別
の

レ
ベ
ル
で
は
､
時
が
過
ぎ
去
り
､
才
能
が
朝
廷
か
ら
遠
-
離
れ

た
田
舎
の
地
で
む
ざ
む
ざ
浪
費
さ
れ
て
い
-
と
い
う
詩
人
の
悲

し
み
の
表
現
と
し
て
詩
を
解
樺
す
る
こ
と
も
で
き
る
｡
た
だ
し
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か
L
t

張
釆
田
の
よ
う
に
'
こ
れ
ら
の
詩
は
博
学
宏
餅
科
の
試

験
に
失
敗
し
た
失
意
'
結
婚
に
封
す
る
令
狐
絢
の
不
興
を
催
し

た
こ
と
に
封
す
る
悲
し
み
と
ま
で
は
考
え
る
こ
と
は
な
い
｡

理
論
と
賓
践
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
失
敗
し
'
こ
の
よ
う
な
む
ず

か
し
い
詩
人
を
自
分
の
方
法
の
例
と
し
て
用
い
る
こ
と
を
選
ん
だ
た

め
に
､
個
々
の
詩
人
た
ち
を
撤
密
に
謹
む
研
究
に
ま
で
劉
若
愚
の
影

響
が
及
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
｡

劉
若
愚
の

『李
商
隙
の
詩
』
が
出
版
さ
れ
た
翌
年
'
ジ
ェ
イ
ム

ズ

･
ロ
バ
ー
ト

･
ハ
イ
タ
ワ
ー
la
m
es
R
o
be
rt
H
ig
h
to
w

er
の

『陶
潜

の
詩
』

"T
h
e
P
o
ery
of
T

'a

o
C
h
'ien"
(N
e
w

Y
o
r
k

O
x
･

ford)
が
刊
行
さ
れ
た
｡

こ
の
二
つ
の
研
究
は
多
-
の
鮎
で

似
た
と

こ
ろ
が
あ
る
｡
ハ
イ
タ
ワ
ー
の
本
も
､
ハ
イ
タ
ワ
ー
の
注
樺
の
付
い

た
陶
潜

(三
六
五
-
四
二
七
)
の
詩
の
前
に
有
益
な
序
論
が
あ
る
｡
劉

若
愚
の
複
雑
な
人
間
性
と
中
国
文
学

へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
い
か
に
李

商
隙
の
研
究
と
合

っ
て
い
た
か
､
陶
潜
の
謙
虚
さ
と
て
ら
い
の
な
さ

が
ジ
ェ
イ
ム
ズ

･
ハ
イ
タ
ワ
ー
の
研
究
か
ら
い
か
に
明
断
に
見
え
て

く
る
か
､
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
ハ
イ
タ
ワ
ー
は
冒
頭
で
こ
の

本
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
意
見
を
聞
い
た
多
-
の
学
者
の
名
を
掲
げ
て

い
る
.
墓
麿
の
中
央
研
究
院
で
過
ご
し
た

l
年
間

二

九
六
五
年
か

ら
六
六
年
ま
で
)､
こ
れ
を
研
究
し
起
草
し
た
の
で
あ
る
｡

ハ
イ
タ

ワ
-
､

c
ha
Chu-w
h
am
､
王
叔
眠
は
陶
淵
明
の
す
べ
て
の
詩
を
合

議
し
た

｡
そ
の

一
年
の
結
果
が
こ
の
本
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の

本
は
陶
淵
明
が
生
き
た
時
代
に
つ
い
て
の
短
い
概
観
'
人
生
に
つ
い

て
分
か
っ
て
い
る
事
案
'
作
品
の
版
本
に
つ
い
て
の
叙
述
か
ら
始

ま

っ
て
い
る
｡
の
こ
り
の
ペ
ー
ジ

(
〓

頁
か
ら
二
七
〇
頁
)
は
翻
講

と
注
梓
に
捧
げ
ら
れ
て
い
る
.
部
課
は
丁
寧
に
行
な
わ
れ
て
い
る
｡

そ
の
な
か
に
は
､
翻
謹
白
膿
が
極
め
て
詩
的
な
も
の
も
あ
る
｡
し
か

し
注
稗
が
こ
こ
で
は
最
も
重
要
な
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
ハ
イ
タ
ワ
ー
は

文
筆
的
な
分
析
を
提
示
す
る
こ
と
を
控
え
て
い
る
が
t
L
か
し
そ
の

よ
う
な
謹
み
方
に
必
要
な
も
の
は
す
べ
て
示
し
て
い
る
｡
引
暁
が
説

明
さ
れ
'
似
た
よ
う
な
語
が
注
記
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
陶
淵
明
の

他
の
詩
が
参
照
さ
れ
'
テ
キ
ス
-
の
問
題
､
あ
る
い
は
そ
の
理
解
が

並
べ
ら
れ
､
短
-
て
切
れ
味
の
い
い
要
約
が
施
さ
れ
て
い
る
｡
｢勧

農
｣
詩
の
要
約

(三
一
頁
)
が
典
型
的
で
あ
る
｡

職
業
と
し
て
の
農
業
に
封
す
る
陶
淵
明
の
態
度
を
髄
現
す
る
'
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個
人
を
越
え
た
'
教
訓
的
な
詩
｡
彼
は
神
話
と
博
説
の
な
か
に

農
業
の
重
要
さ
と
威
信
の
正
普
性
を
見
出
し
'
手
仕
事
よ
り
儒

者
が
優
越
す
る
と
い
う
考
え
に
'
こ
の
場
合
に
限

っ
て
は
疑
問

を
投
げ
か
け
て
い
る
｡
最
後
の
行
で
は
道
徳
的
な
卓
越
さ
の
主

張
に
リ
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
は
し
て
い
る
け
れ
ど
も
｡

二
年
間
の
う
ち
に
'
中
囲
詩
の
二
人
の
大
学
者
に
よ
っ
て
二
筋
の

本
が
書
か
れ
た
こ
と
は
'
二
重
の
恵
み
と
い
う
に
勝
る
も
の
で
あ

っ

た
｡
劉
若
愚
の
微
香
な
謹
み
と
理
論
的
な
批
評
'
ハ
イ
タ
ワ
ー
の
文

献
学
的
な
注
輝
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
問
い
か
け
'
両
者
は
み
ご

と
な
好

一
封
で
あ

っ
た
｡
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
本
が

一
つ
と
な

っ
て
輿

え
た
影
響
は
､

一
九
七
〇
年
以
来
の
'
中
囲
詩
に
関
す
る
最
も
す
ぐ

れ
た
批
評
の
な
か
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡

こ
う
し
た

一
九
七
〇
年
以
後
の
中
国
詩
に
関
す
る
研
究
の
最
初
の

も

の
は
'

ア
-
ヴ
イ

ン

グ

･
ユ
イ

チ
ョ

ン

グ

･
ロ
t
r
v
i
n
g

Y

u
c
h

e
n

g
L
o

(
羅
郁
正
)

の

『辛
棄
疾
』
(
"H
im

C
h'l･Chl"
,
N
ew

Y

o
rk

･T
w

ayn
e,
)971)
で
あ

っ
た
｡
そ
の
序
文
に
羅
郁
正
の
方
法

が
提
示
さ
れ
て
い
る
｡

博
続
の
垂
塵
は
､
中
国
の
あ
ら
ゆ
る
蛮
術
家
が
覚
え
る
も
の

紹

介

で
あ
る
｡
詩
人
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
が
'
し
か
し
創
造
的
な
天

才
で
あ
れ
ば
'
博
続
の
塵
力
を
ふ
り
き
り
'
彼
自
身
の
濁
特
の

文
膿
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
の
よ
う
な
種
類
の
詩
は

個
人
の
才
能
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は

ま
た
､
そ
の
時
代
の
融
合
や
政
治
の
現
賓
､
あ
る
い
は
ま
た
美

挙
や
文
学
に
お
け
る
好
み
の
饗
化
'
あ
る
い
は
ま
た
新
た
な
方

向
を
も

っ
た
知
的
欲
求
'
そ
う
し
た
も
の
に
よ
っ
て
引
き
起
こ

さ
れ
る
様
々
な
緊
張
関
係
が
生
み
出
し
た
も
の
で
も
あ
る
｡
緊

張
が
強
い
ほ
ど
'
作
品
は
よ
い
出
来
と
な
る
｡
｢蛮
術
は
決
し

て
進
歩
し
な
い
｣
と
エ
リ
オ
ッ
ト
は
述
べ
て
い
る
が
'
｢蛮
術

の
題
材
に
同
じ
物
は
決
し
て
な
い
｣
の
で
あ
る
｡

こ
こ
に
'
わ
れ
わ
れ
は

T
･S
･
エ
リ
オ
ッ
ト
の
考
え
と
中
国
の

博
続
的
な
観
念
で
あ
る

｢馨
憤
｣
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
気
付
-
｡

一
九
六
〇
年
代
に
ア
メ
リ
カ
に
在
任
し
て
い
た
中
歯
生

ま
れ
の
学
者
の
多
-
が
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
､
羅
郁
正
は
ハ
ー

バ
ー
ド

(修
士
課
程
)
と
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
(
P
h

D

)
で
イ
ギ
リ

ス
文
学
を
専
攻
し
た
｡
し
か
し
羅
郁
正
に
は
若
い
こ
ろ
に
中
国
で
学

ん
だ
古
典
的
研
究
の
が
っ
ち
-
と
し
た
素
養
が
あ
っ
た
｡
彼
は
'
劉
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第
五
十
九
冊

若
愚
が
亡
-
な
る
ま
で
､

そ
の
親
し
い
友
人
で
あ
り
､
且
つ
尊
敬
を

揃

っ
て
い
た
｡
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
羅
郁
正
の
著
書
は
ハ
イ
タ

ワ
ー
の
研
究
と
結
び

つ
-
鮎
が
い
-
つ
か
見
ら
れ
る
｡
ま
ず
'
辛
棄

疾

(
一
一
川
○
-

一
二
〇
七
)
は
陶
淵
明
を
熱
烈
に
構
質
し
て
い
た
｡

第
二
に
'
羅
郁
正
の
研
究
と
こ
の
本
の
初
め
の
部
分
の
執
筆
は
､
ハ

イ
タ
ワ
ー
と
同
じ
く
へ
重
層
で
な
さ
れ
て
お
-
'
そ
こ
の
先
輩
学
者

で
あ
る
国
立
董
麿
大
学
の
鄭
馨
の
ア
ド
バ
イ
ス
の
も
と
で
仕
事
を
す

す
め
た
｡
こ
の
本
は
羅
郁
正
が
猪
白
に
課
し
た
三
十
九
首
の
詞
を
撤

密
に
謹
む
こ
と
に
よ
っ
て
'
辛
棄
疾
の
生
涯
と
作
品
を
明
ら
か
に
し

よ
う
と
し
て
い
る
｡
羅
郁
正
は
､
許
芥
豊
と
フ
レ
デ
リ
ッ
ク

･W
･

モ
ウ
ト
が
試
み
た
'
詩
か
ら
博
記
を
作
-
出
す
方
法
に
い
っ
そ
う
磨

き
を
か
け
た
｡
そ
の
な
か
で
羅
郁
正
は
多
-
の
興
味
深
い
逸
話
を
用

い
て
い
る
｡
た
と
え
ば
そ
の
時
二
十
二
歳
だ

っ
た
草
葉
疾
が
試
験
を

受
け
る
時
の
こ
と
を
､
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
｡
(二
五
頁
)

詩
人

(辛
棄
疾
)
が
た
ま
た
ま
軍
営
に
い
な
か

っ
た
H
t
秋

京
は
手
下
の

一
人
'
張
安
国
に
殺
さ
れ
た
｡
張
安
国
は
金
側
に

自
首
し
た
｡
辛
棄
疾
は
戻

っ
て
こ
の
裏
切
-
を
知
る
と
'
小
さ

な
集
圃

(五
十
人
ほ
ど
と
い
わ
れ
て
い
る
)
を
率
い
て
敵
陣
を
襲

撃
し
た
｡
彼
は
金
の
将
軍
た
ち
の
な
か
に
張
安
国
を
見

つ
け
る

と
'
馬
に
縛
-
付
け
､
引
き
ず
り
回
し
て
市
場
で
虞
刑
し
た
｡

羅
郁
正
は
辛
棄
疾
の
詩
か
ら
歴
史
資
料
を
引
き
出
す
こ
と
を
控
え

た
の
で
は
な
い
｡
し
か
し
彼
が
用
い
た
こ
の
資
料
は
､
博
記
的
な
物

語
で
あ
る
よ
り
も
'
詩
人
の
精
神
の
あ
り
さ
ま
の
空
隙
を
埋
め
'
詩

人
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
｡
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
､
詩
人
と

し
て
の
辛
棄
疾
の
い
っ
そ
う
完
全
な
姿
を
謹
者
に
示
し
､
文
筆
的
'

心
理
的
'
そ
し
て
博
記
的
な
要
素
を

一
つ
に
し
た
､
羅
郁
正
の
赦
密

な
謹
み
方
を
讃
者
に
提
示
し
て
い
る
｡
｢念
板
橋
､
建
康
の
賞
心
享

に
登
り
史
留
守
致
道
に
呈
す
｣
の
翻
講
の
前
書
き
を
見
て
み
よ
う
.

古
跡
を
訪
れ
る
こ
と
は
､
中
国
詩
に
よ
-
あ
る
題
材
で
あ
る
｡

そ
の
膿
験
は
詩
人
の
歴
史
的
な
セ
ン
ス
を
示
す
機
倉
で
あ
る
だ

け
で
な
-
､
詩
人
が
歴
史
的
な
時
間
の
な
か
に
加
わ
る
こ
と
に

よ
っ
て
'
彼
自
身
の
感
情
を
述
べ
る
機
倉
で
も
あ
る
｡
こ
の
よ

う
な
た
ぐ
い
の
詩
は
'
軍
に
作
詩
の
経
緯
を
説
明
す
る
だ
け
の
'

毒
に
も
な
ら
な
い
題
が
付
け
ら
れ
る
も
の
だ
が
'
し
か
し
本
営

の
テ
ー
マ
は
'
訪
れ
た
場
所
と
'
自
分
自
身
の
状
況
に
向
か
い

合

っ
た
詩
人
の
感
情
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
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る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
詩
は
'
次
の

よ
う
な
行
情
詩
-

漠
帝
国
の
崩
壊
に
積
-
'
中
園
の
分
裂
の

時
代
で
あ
る
六
朝
時
代
に
首
都
で
あ

っ
た
南
京
の
亭
を
訪
れ
た

詩
-

の
な
か
に
み
ら
れ
る
｡
こ
の
時
期
の
歴
史
と
人
物
-

英
雄
､
無
欲
と
高
貴
な
隠
者
-

は
､
辛
棄
疾
の
詩
の
な
か
で

い
つ
も
唱
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

(全
部
で
百
三
十
六
の
引
帳
を

用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
)｡
そ
し
て
第
七
首
の
二
つ
目
の
ス
タ
ン

ザ
で
は
'
謝
安
に
つ
い
て
の
物
語
の
み
が
､
英
語
の
詩
に
お
け

る
叙
事
詩
的
な
直
帳
の
方
法
で
な
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な

仕
掛
け
に
よ
っ
て
'
詩
人
は
そ
の
深

い
悲
し
み

(は
じ
め
の

行
)
と
恐
れ

(最
後
の
二
行
)'
そ
し
て
ま
た
そ
の
よ
う
な
時
代

に
自
分
は
生
ま
れ
て
も
い
な
か

っ
た
し
､
彼
自
身
の
時
代
に
お

い
て
も
好
ま
し
-
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
生
き
方
が
で
き
な

い
と
い
う
､
賓
現
不
可
能
な
事
賓
か
ら
生
じ
る
満
た
さ
れ
な
い

気
持
ち
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
｡

｢念
奴
橋
｣
の
講
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
､
彼
の
勧
請
の
多
-
は
'

優
美
で
流
暢
で
あ
る
｡
わ
た
し
は
'
八
七
頁
の

｢茅
櫓
低
小
｣
で
始

ま
る

｢清
平
楽
｣
の
詞
が
好
き
だ
｡
詩
に
つ
い
て
の
注
梓
は
'
本
に

紹

介

付
載
さ
れ

(
l
五
四
頁
-

1
七
〇
頁
)'
羅
郁
正
の
赦
密
な
謹
み
に

首
尾

1
貫
性
を
輿
え
て
い
る
｡

辛
棄
疾
を
拝
情
詩
人
と
し
て
扱

っ
た
成
功
を
別
に
し
て
も
'
羅
郁

正
の
本
は
ー
ウ
ウ
ェ
イ
ン
世
界
作
家
シ
リ
ー
ズ

T
w
ay
n
e
㌦
W
o
r-d

A

uthor
S
eコ
eS
の
な
か
の
中
国
の
作
家
に
関
し
て
最
初
に
丁
寧
に

⑤

作
ら

れ
た
も
の
で
あ
る

.

1
九
八

〇
年
代
初
め
に
シ
リ
ー
ズ
が
ピ
ー

ク
に
達
す
る
ま
で
の
間
に
'
中
国
の
古
典
作
家
の
作
品
が
十
教
種
'

収
め
ら
れ
た

(文
献
目
録
を
参
照
)｡
辛
棄
疾
を
詞
の
歴
史
の
な
か
に

位
置
づ
け
た
羅
郁
正
の
成
功
は
'
劉
若
愚
と
林
順
夫
が
こ
の
問
題
を

概
説
す
る
プ
リ
ン
ス
-
ン
大
学
出
版
社
の
巻
か
ら
こ
の
詩
人
を
除
外

し
た
こ
と
に
よ

っ
て
諜
明
さ
れ
る
だ
ろ
う

(第

l
部
の
記
述
を
参
照
)｡

以
上
に
考
察
し
て
き
た
研
究
が
'
ア
メ
リ
カ
の
謹
者
暦
に
向
か

っ

て
問
題
を
提
起
し
て
い
る
の
と
異
な
り
､
ウ
ィ
リ
ア
ム

･
マ
ッ
ク

ノ
ー
ト
ン

W

iLtLam
M
c
Naugh
ton
の

『詩
経
』

"T

h

e

B
ook
of

Songs
"
(Ne

w

Y
o
r
k

T
w
ay
n
e,

197
))
は
ア
ー
サ
ー
･
ウ
エ
ー

レ
I

の
古
典

'
『詩
経
』

"T
he
B
o
o
k

of

S
o
n
g
s
"
(L
o
n
d
o
n
A

lle
n

a
n
d

U
n
w
ln
,
)9
3
7
)
と
の
関
連
の
な
か

で

謹
ま
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

ウ
エ
ー

レ
I
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
が
詩
を
内
容
に
よ
っ
て
配
列
し
て
い
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第
五
十
九
冊

る
よ
う
に
'

マ
ッ
ク
ノ
ー
ト
ン
の
本
の
第

一
部
は

｢主
題
｣
と
題
さ

れ
て
い
る

(
マ
ッ
ク
ノ
ー
-
ン
の
扱
う
主
題
､
｢社
食
秩
序
｣
｢戦
争
｣
｢別

離
｣
｢愛
｣
｢無
為
｣
｢道
教
｣
は
､
ウ
エ
ー
レ
I
が
選
ん
だ
も
の
と
は
違
う

け
れ
ど
も
)｡
と
こ
ろ
が
'
ウ
エ
ー
レ
I
と
異
な
っ
て
'
マ
ッ
ク
ノ
ー

ト
ン
の
翻
詩
は
'
も
と
の
テ
キ
ス
ー
そ
の
も
の
よ
-
も
､
ユ
ズ
ラ
･

パ
ウ
ン
ド
の

『詩
経
』
の
翻
諸
に
依
揺
す
る
こ
と
を
選
ん
で
し
ま
っ

た
!
パ
ウ
ン
ド
の
翻
講
は
そ
れ
自
憶
と
し
て
は
強
烈
な
印
象
を
輿
え

る
も
の
で
は
あ
る
が
'
原
典
と
は
あ
ま
-
に
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ

る
｡
こ
の
こ
と
は
第

一
部
に
い
-
つ
か
問
題
を
生
じ
て
い
る
が
'
第

二
部
'
｢文
髄
｣
で
は
さ
ら
に
や
っ
か
い
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
第
九

章

｢韻
律
｣
を
例
に
奉
げ
る
と
'
マ
ッ
ク
ノ
ー
-
ン
は
パ
ウ
ン
ド
の

詳
だ
け
に
基
づ
い
て
韻
律
構
成
の
分
析
を
行
な
っ
て
い
る
｡
こ
の
た

め
に
､
｢何
彼
穣
央
｣
(｢召
南
｣)
に
お
け
る
韻
律

の
型
は
､

aaa↓

aaa↓bbaa
と
い
う
か
た
ち
に
従

っ
て
'
｢継
積
し
て
押
韻
さ
れ

る

句

｣
(八
八
頁
-
八
九
頁
)
を
含
む
の
で
異
例
で
あ
る
と
結
論
す
る
こ

と
に
な
る
｡
マ
ッ
ク
ノ
ー
ー
ン
は
こ
の
詩
は
三
句
ご
と
の
二
つ
の
ス

タ
ン
ザ
に
分
か
れ
､
そ
れ
に
四
句
の
ス
タ
ン
ザ
が
積
-
と
こ
こ
で
述

べ
て
い
る
｡
し
か
し
も
と
の
詩
の
押
韻
は
､
穣
'
華
'
雛
'
車
…
穣
'

李
'
孫
'
子
…
何
'
緒
'
子
'
孫
で
あ
っ
て
'
ふ
つ
う
で
な
い
型
を

含
ん
で
は
い
る
が

(ab
ab
＼acdc＼
b
d
c
d
)
'
『詩
経
』
に
規
範
的
な
四

句

一
連
の
型
を
破
-
'
軍
に

｢纏
碩
す
る
押
韻
｣
だ
け
で
は
な
い
も

の
を
含
ん
で
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
'
マ
ッ
ク
ノ
ー
-
ン
の

『詩
経
』

に
お
け
る

｢文
鰹
｣
の
研
究
は
､
西
欧
の
学
問
の
な
か
で
猫
特
な
も

の
で
あ
り
'
も
と
に
す
る
テ
キ
ス
I
を
誤
っ
た
失
敗
は
'
彼
の
結
論

の
多
-
を
無
情
値
に
し
て
い
る
｡

中
国
古
典
詩
に
お
け
る
引
帳
の
重
要
性
は
'
上
述
の
多
-
の
研
究

の
な
か
で
強
調
さ
れ
て
き
た
｡
し
か
し
､

一
九
七

1
年
に
ジ
ェ
イ
ム

ズ

･
R
･
ハ
イ
タ
ワ
ー
が

｢陶
潜
と
引
瞭
｣
(H
IA
S
3)
5
･
2
7

)

を

蓉
表
す
る
ま
で
､
誰

l
人
と
し
て
引
帳
の
型
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
求
め

よ
う
と
す
る
も
の
は
い
な
か
っ
た
｡
こ
の
重
要
な
論
文
は
陶
潜
の
詩

に
関
す
る
ハ
イ
タ
ワ
ー
の
研
究

(上
述
)
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
｡
ハ

イ
タ
ワ
ー
は
陶
淵
明
の
詩
の
な
か
で

｢何
が
引
暁
を
構
成
し
て
い
る

か
｣
を
決
め
る
む
ず
か
し
さ
か
ら
こ
の
考
え
が
浮
か
ん
だ
こ
と
を
打

ち
明
け
て
い
る
｡
彼
は
引
職
を
き
っ
ち
り
と
定
義
す
る
こ
と
は
控
え
､

た
だ
ど
の
よ
う
に
引
暁
は

｢詩
の
な
か
で
機
能
し
'
い
か
に
詩
を
濃

密
に
し
複
雑
に
す
る
の
に
役
立
っ
て
い
る
か
｣
に
興
味
が
あ
る
だ
け
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だ
と
述
べ
て
い
る
が
'
し
か
し
賓
際
に
は
定
義
の
い
-
つ
か
の
側
面

を
提
示
し
て
い
る
｡
彼
に
よ
れ
ば
'
引
帳
は

(
l
)
そ
れ
と
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
'
書
か
れ
た
ソ
ー
ス
を
指
し
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

(二
)
詩
を
敷
延
で
き
る
内
容
に
役
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
｡
(三
)
た

と
え
何
の
こ
と
か
理
解
で
き
な
い
場
合
で
も
'
引
帳
が
存
在
し
て
い

る
こ
と
を
謹
者
に
気
づ
か
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
さ
ら
に
'
ハ
イ

タ
ワ
ー
は

｢主
題
も
し
-
は
詩
全
膿
に
封
す
る
群
明
で
あ
る
引
輪
か

ら
､
極
度
に
細
心
な
江
碍
家
'
非
常
に
学
識
あ
る
讃
者
に
と

っ
て
は

単
な
る
民
で
し
か
な
い
'
完
全
に
偶
然
の
類
似
に
至
る
'
引
除
の
範

囲
｣
(六
頁
)
を
打
ち
立
て
て
い
る
｡
こ
の
範
囲
の
な
か
に
'
い

-

つ
か
の
種
類
と
レ
ベ
ル
が
あ
る
｡
(

六
頁
-
七
頁
)

一
､
引
喉
は
詩
の
主
題
で
あ
る
｡

そ
れ
が
何
の
こ
と
か
理
解
さ
れ

な
け
れ
ば
'
そ
の
詩
が
何
の
こ
と
を
言

っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら

な

い

｡

二
､

引

職
は

一
句
の
キ
ー
で
あ
る
｡
引
暇
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
'

そ
の
句
を
理
解
で
き
な
い
｡

三
､
句
が
意
味
を
も

っ
て
い
て
も
､
前
後
の
句
と
の
関
係
の
な
か

で
意
味
を
も

っ
て
い
な
い
場
合
'
引
職
は
そ
の
句
を
詩
の

1
部

紹

介

と
し
て
意
味
あ
る
も
の
に
す
る
も
う

一
つ
の
謹
み
方
を
提
供
す

る
｡

四
㌧
句
が
完
全
な
意
味
を
も

っ
て
い
る
場
合
'
引
暁
は
'
そ
れ
が

何
の
こ
と
か
わ
か
っ
た
時
に
､
文
学
的
な
意
味
を
強
め
る
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
加
え
る
｡

五
'
句
の
な
か
の
字
句
の
表
現
が
'
詩
人
に
と
っ
て
は
確
か
に
よ

-
わ
か
っ
て
い
て
も
'
讃
者
の
理
解
に
役
立
た
な
い
時
'
詩
人

が
そ
れ
を
使
う
こ
と
が
意
識
的
で
あ
る
か
否
か
を
述
べ
る
こ
と

は
で
き
な
い
｡

六
'
こ
と
ば
が
古
典
の
な
か
に
あ
る
､
よ
-
知
ら
れ
た
意
味
で
使

わ
れ
る
時
'
人

(
つ
ま
り
詩
人
)
は
そ
の
こ
と
ば
の
意
味
を
辞

書
か
ら
学
ん
だ
に
し
て
も
､
出
典
か
ら
学
ん
だ
に
し
て
も
'
そ

こ
に
差
異
は
な
い
｡

七
㌧
類
似
は
偶
然
の
も
の
で
あ

っ
て
､
無
理
に
考
え
れ
ば
謹
み

誤

っ
て
し
ま
う
｡

讃
者
の
覗
鮎
を
加
え
て
み
る
と
'
五
つ
の
レ
ベ
ル
だ
け
が
必
要
で

あ
る
と
私
は
思
う
｡
ハ
イ
タ
ワ
ー
の
五
'
六
㌧
七
は

｢讃
者
が
詩
を

鑑
賞
す
る
た
め
に
何
の
役
に
も
立
た
な
い
｣
と
い
う
ひ
と
つ
の
タ
イ
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プ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
案
を
提
示
し
た
の
に
積
け
て
'
ハ
イ
タ
ワ
ー
は
陶
潜

の
詩
の
な
か
で
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ベ
ル
が
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
い

る
か
'
例
を
翠
げ
て
い
る
｡
｢詠
二
疏
｣
詩
は
'
｢引
帳
に
支
配
さ
れ

た
｣
詩
の
例
で
あ
る

(八
頁
-

山
二
頁
)｡
引
職
の
範
囲
の
も
う

1
万

の
端
に
は
'
｢連
両
端
飲
｣
詩
の

｢天
山豆
去
此
哉
｣
の
句
が
あ
り
'

古
直
は
揚
雄

(前
垂
二
-
後

一
八
)
の

｢太
玄
経
｣
の
な
か
の
似
て
い

る
句
'
｢天
山豆
去
人
哉
｣
の
引
喰
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
｡
し
か
し

ハ
イ
タ
ワ
I
が
記
し
て
い
る
よ
う
に
'
｢
そ
の
よ
う
な
謹
み
は
こ
の

詩
と
ま
っ
た
-
関
係
が
な
い
｣
も
の
で
あ
-
､
そ
し
て

｢う

っ
か
-

し
て
い
る
と
か
か
っ
て
し
ま
う
民
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
｣
な
も
の

だ
｡
ハ
イ
タ
ワ
ー
は

｢材
料
を
も

っ
と
贋
-
選
べ
ば
､
こ
れ
と
は
別

の
､
も

っ
と
扱
い
や
す
い
案
な
-
整
理
が
で
き
る
だ
ろ
う
｣
と
謙
虚

に
述
べ
て
い
る
が
､
こ
の
研
究
は
強
い
影
響
を
輿
え
'
そ
の
な
か
で

彼
は
詩
に
お
け
る
引
帳
の
研
究
の
み
な
ら
ず
'
中
国
古
典
文
学
の
す

べ
て
の
ジ
ャ
ン
ル
に
封
し
て
'
原
型
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
｡

ハ
イ
タ
ワ
ー
の
引
職
に
関
す
る
論
文
と
同
様
に
重
要
な
の
は
'
ハ

ン
ス

･
H
･
フ
ラ
ン
ケ
ル
の
-
ボ
ス
の
観
念
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ

る
｡
-
ボ
ス
は
中
世
西
欧
文
学
を
論
じ
た
エ
ル
ン
ス
ト

･
ク
ル
テ
ィ

ウ
ス
の
著
作
に
よ
っ
て
よ
-
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
観
念
で
あ
る
｡

そ
の
こ
と
ば
は
ギ
リ
シ
ア
語
か
ら
借
-
ら
れ
た
も
の
で
'
文
字
通
り

の
意
味
は
､
｢場
｣
で
あ
る
が
'
特
定
の
場
所
や
ジ
ャ
ン
ル
と
因
襲

的
に
結
び
つ
い
た
も
の
に
使
わ
れ
る
｡
た
と
え
ば
へ
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス

は

tocus
a
m
o
e
n
u
s
t
つ
ま
り

｢心
地
よ
い
場
所
｣
を
め
ぐ

っ
て
'

或
る
種
の
中
世

西
欧

の
詩
を
研
究
し
'
詩
人
は
そ
の
よ
う
な
場
所
の

記
述
と
結
び
つ
い
た
因
襲
に
躯
-
立
て
ら
れ
て
､
牧
草
地
'
木
陰
を

作
る
樹
木
'
せ
せ
ら
ぎ
'
そ
よ
風
な
ど
を
'
そ
う
し
た
事
物
が
賓
際

に
詩
人
の
ま
わ
り
を
美
し
-
飾
っ
て
い
る
か
否
か
と
関
わ
り
な
-
'

描
-
｡
の
ち
の
批
評
は
ー
ボ
ス
の
観
念
を
､
別
れ
'
旅
立
ち
､
登
第

な
ど
､
用
意
さ
れ
た
状
況
を
指
す
も
の
に
接
大
し
た
｡
ー
ボ
ス
を
そ

の
意
味
に
と
っ
て
'
フ
ラ
ン
ケ
ル
は

｢唐
詩
に
お
け
る
過
去
の
思

い
｣
"T
h
e

C
on
tem
p
la
tto
n
of

th
e

P
aSt
in
T
'a
ng
P
oetry
"
(A
rth
u
r

F

W
rlg
h
t一
D
enLs
T
w
ltChett編
"Perspectives
On
the
T
'ang
"
[N
e
w

H

aven･Y
a

le
U
nlVerSlty
P
ress〉)973
],
p
p
345
･65
)
の
な
か
で
'

懐
古
詩
に
分

類
さ

れ
る

二
十
首
の
盛
唐
詩
を
調
べ
て
い
る
｡
彼
は
高

い
所
に
登
る
こ
と
と
過
去
に
思
い
め
ぐ
ら
す
こ
と
を
ー
ボ
ス
の
上
で
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結
び
つ
け
て
'
高
み
に
あ
る
詩
人
は
周
-
を
現
在
と
過
去
の
二
重
の

眺
望
の
な
か
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

(三

四
六
頁
)｡
さ
ら
に
敷
首
の
詩
を
通
し
て
､
思
い
め
ぐ
ら
す
こ
と
と

高
み
に
登
る
こ
と
の
組
み
合
わ
せ
を
こ
う
し
た
詩
の
他
の
三
つ
の
ト

ポ
ス
に
結
び
つ
け
て
い
る
｡
(
一
)
人
間
の
命
の
は
か
な
さ
と
川
や

山
の
永
遠
性
と
の
封
比
｡
(二
)
こ
の
封
比
の
例
と
し
て
用
い
ら
れ

る
歴
史
的
人
物
'
遺
跡

へ
の
言
及
｡
(三
)
し
ば
し
ば
涙
に
結
果
す

る
と
こ
ろ
の
'
詩
人
の
免
れ
が
た
い
悲
し
み
の
反
癒
｡
フ
ラ
ン
ケ
ル

は
こ
の
論
文
を
杜
甫
の

｢詠
懐
古
跡
｣
五
首
の
丁
寧
な
研
究
で
締
め

く
-
つ
て
い
る
｡
そ
の
詩
は
高
み
に
登
る
こ
と
を
含
ん
で
い
な
い
の

で
'
論
文
の
な
か
で
先
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
ト
ポ
ス
の
規
則
に
違
反

し
て
い
る
が
'
先
に
述
べ
ら
れ
た
似
た
よ
う
な
主
題
を
め
ぐ
る
詩
か

ら
-
ボ
ス
の
関
連
性
を
引
き
出
す
例
は
'
こ
の
論
文
を
そ
の
後
の
す

べ
て
の
テ
ー
マ
研
究
の
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
｡

唐
詩
に
お
け
る
歴
史
の
役
割
に
つ
い
て
の
フ
ラ
ン
ケ
ル
の
全
健
的

な
観
察
も
ま
た
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
(三
六
三
頁
)

一
般
的
に
言

っ
て
'
唐
の
詩
人
は
歴
史
家
や
歴
史
小
説
の
作

家
が
扱
う
の
と
は
違

っ
た
や
-
方
で
歴
史
に
向
か
い
合
う
｡
詩

紹

介

人
は
過
去
そ
の
も
の
の
た
め
に
過
去
に
興
味
を
も
つ
の
で
は
な

-
､
現
在
と
の
関
連
に
お
い
て
'
ま
た
全
膿
的
な
時
間
の
問
題

と
の
関
連
に
お
い
て
'
興
味
を
も
つ
の
で
あ
る
｡
詩
人
の
見
方

に
よ
れ
ば
'
過
去
は
現
在
に
似
て
い
る
L
t
同
時
に
ま
た
逼

っ

た
も
の
で
も
あ
る
｡
似
て
い
る
が
ゆ
え
に
'
過
去
に
思
い
め
ぐ

ら
す
こ
と
は
'
現
在
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
'
そ
れ
を
よ
-
贋

い
視
野
の
な
か
で
捉
え
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
｡
違

っ
て
い
る
が

ゆ
え
に
'
過
去
は
現
在
が
そ
の
よ
う
で
あ
-
そ
う
に
見
え
て
不

幸
に
も
そ
う
で
な
い
姿
を
見
せ
る
た
め
に
思
い
起
こ
さ
れ
る
｡

過
去
を
研
究
し
､
過
去
に
思
い
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
'
唐

の
詩
人
は
古
代
の
高
貴
な
振
る
舞
い
の
な
か
に
量
感
を
蔑
見
し
､
こ

う
し
た
先
駆
者
の
苦
努
の
な
か
に
慰
め
を
見
出
し
､
す
べ
て
の
詩
作

の
基
本
的
な
戦
術
で
あ
る
と
フ
ラ
ン
ケ
ル
が
信
じ
て
い
る

1
種
の
逸

脱
へ
と
テ
キ
ス
ト
を
導
-
こ
と
が
で
き
る
t
と
彼
は
述
べ
て
い
る
｡

中
国
詩
の
学
問
に
よ
-
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
-
ボ
ス
の
観
念

を

フ
ラ
ン
ケ
ル
が
紹
介
し
た
の
に
績

い
て
'
次
の
年
に
は
､
『詩

経
』
に
口
語
の
方
法
を
通
庸
し
た
'
同
じ
よ
う
に
革
新
的
な
研
究
が

あ
ら
わ
れ
た
｡
王
婿
殿

C
h
ln
g
･h
sie
n
W
an
g
の

『鈴
と
鼓
-

口

- 199-



中
国
文
学
報

第
五
十
九
冊

承
博
続
に
お
け
る
定
句
詩
と
し
て
の
詩
経
』
"
T
h
e
B

ell
a

ndth
e

D
r
u
m
J
S
h
ih

ching
as
F
o
r
m
u
la
ic
P
oetry

m
an
Ora
l
T
ra

ditio
n

(Berk
eley
UnlVerSlty
O
f
C
a
r
fo
rn
la
P
ress,
)9
74)
が
そ
れ
で
あ
る
｡

王
端

厳

は

『詩

経
』
は

口
承
の
歌
を
集
め
た
も
の
で
あ
-
'
そ
れ
を

寓
話
化
す
る
こ
と
は

｢
こ
の
古
典
的
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
明
ら
か
な
歪

曲
｣
(
一
頁
)
で
あ

っ
た
と
論
じ
て
い
る
｡
彼
は
ミ
ル
マ
ン

･
バ

リ
ー
の
ホ
ー
マ
ー
に
つ
い
て
の
研
究
を
モ
デ
ル
に
し
て
､
『詩
経
』

を
分
析
し
ょ
う
と
す
る
｡
バ
リ
ー
の
定
型
句
の
観
念
を
撃
更
し
て
'

次
の
よ
う
な
定
義
を
輿
え
て
い
る

(些
二
頁
)

｡

定
型
句
は
三
つ
以
上
の
語
が
分
節
化
さ
れ
た
意
味
的
単
位
を

構
成
し
'
そ
れ
が
特
定
の
詩
あ
る
い
は
い
-
つ
か
の
詩
の
な
か

で
､
同
じ
よ
う
な
韻
律
的
確
件
の
も
と
で
'
輿
え
ら
れ
た
本
質

的
な
考
え
を
表
す
と
こ
ろ
の
ま
と
ま
-
で
あ
る
｡

積

い
て
王
婿
殿
は
口
頭
で
ど
の
よ
う
に
詩
が
作
ら
れ
る
か
を
め

ぐ
っ
て
'
自
分
の
理
論
を
論
詰
し
て
い
る
｡
｢之
子
子
｣
の
よ
う
な

定
型
句
が
最
初
に
組
み
立
て
ら
れ

(有
一
頁
)'
そ
れ
か
ら

｢之
子
子

垣
｣
(小
雅

･
鴻
層
)'
｢之
子
子
締
｣
(固
南

･
桃
夫
'
漢
贋
'
召
南

･
鶴

巣
､
江
有
氾
'
雅
風

･
燕
燕
'
幽
風
･
束
山
)へ
｢之
子
干
征
｣
(小
雅
･
車

攻
へ
鴻
腐
)
な
ど
の
な
か
に
あ
ら
わ
れ
る
｡
定
型
句
を
含
ん
だ
詩
は

ま
た
同
じ
よ
う
な
テ
ー
マ
の
詩
の
な
か
に
繰
-
返
し
あ
ら
わ
れ
る

｢
一
群
の
定
型
句
｣
の
な
か
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
｢
『詩

経
』
の
な
か
の
定
型
句
の
重
要
な

一
群
に
は
'
日
差
し
が
長
-
な
る

春
の
日
を
い
う
定
型
句
'
鳴
い
て
い
る
鷺
の
定
型
句
､
そ
し
て

″た

-
さ
ん
〟

群
生
し
て
い
る
菊
を
い
う
定
型
句
が
あ
る
｣
と
記
し
て
い

る
｡
こ
の

一
群
の
定
型
句
が

｢東
山
｣
と

｢出
車
｣
の
な
か
に
あ
ら

わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡

全
鰹
と
し
て
'
王
端
厳
は

『詩
経
』
の
そ
れ
ぞ
れ
の
モ
チ
ー
フ
は

｢定
型
的
で
あ
る
句
を
生
み
出
す
ほ
ど
に
本
来
十
分
に
力
強
い
｣
も

の
で
あ
-
'
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
型
に
そ
っ
た
シ
ー
ン
と
か
テ
ー
マ
に

ょ
っ
て
'
最
初
に
組
み
立
て
ら
れ
る
と
言
う

(六
三
頁
)｡
彼
は

『詩

経
』
の
な
か
の
定
型
句
の
率
と
古
さ
の
間
に
封
磨
関
係
が
あ
る
こ
と

を
見

つ
け
る
｡
｢周
頒
｣
に
お
い
て
は
こ
と
ば
の
八
十
パ
ー
セ
ン
-

近
-
が
定
型
句
で
あ
-
'
｢大
雅
｣
で
は
十

一
パ

ー
セ
ン

ー
'
｢
小

雅
｣
は
十
パ
ー
セ
ン
ー
'
そ
し
て

｢風
｣
で
は
わ

ず
か
に
六
パ
ー

セ

ン
ト
で
あ
る
と
い
う
｡

こ
の
本
の
最
も
重
要
な
部
分
で
あ
る

｢
テ
ー
マ
と
興
に
よ
る
構
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成
｣
(
l
〇
二
頁
-

1
二
五
頁
)
は
､
そ
の
こ
と
の
た
め
に
書
か
れ
て

い
る
｡
こ
の
核
心
と
な
る
章
に
お
い
て
､
王
端
厳
は
ま
ず

｢習
習
谷

風
｣
の
興
表
現
を
調
べ
､
大
半
の
興
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
'
そ
れ

が
行
情
的
な
定
型
句
で
あ
る
こ
と
を
尊
兄
す
る

(
1
〇
三
頁
)
｡

こ
の

興
は

『詩
経
』
の
な
か
で
ど
ち
ら
も
同
じ
篇
名
を
も
つ

｢谷
風
｣

(雌
風
)
と

｢谷
風
｣
(小
雅
)
の
二
つ
の
篇
に
み
え
る
｡
｢谷
風
｣

(雌
風
)
は
悪
人
に
捨
て
ら
れ
た
女
､
あ
る
い
は
夫
に
捨
て
ら
れ
た

妻
の
嘆
き
で
あ
る
の
は
明
ら
か
だ
が
'
｢谷
風
｣
(小
雅
)
は
博
統
的

に
は
周
の
幽
王
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て
謹
ま
れ
て
き
た
｡
し
か
し

王
靖
歓
は

｢習
習
谷
風
｣
の
な
か
の
谷
と
は
'
捨
て
ら
れ
た
女
'
あ

る
い
は
妻
の
隙
愉
で
あ
る
と
力
強
-
主
張
し
て
い
る
｡
女
の
苦
し
み

を
唱
う
歌
の
多
-
は
､
｢
一
定
の
モ
チ
ー
フ
'
谷
を
求
め
る
｣
(
一
〇

六
頁
)
と
言
う
｡
そ
し
て
こ
の
モ
チ
ー
フ
を
果
賓
を
摘
む
モ
チ
ー
フ

と
結
び
つ
け
'
最
後
に

｢
『詩
経
』
の
詩
的
俸
続
に
お
け
る
棄
て
ら

れ
た

(あ
る
い
は
充
た
さ
れ
な
い
)
妻
の
典
型
的
な
不
満
｣
(
一
〇
七

頁
)
を
描
き
出
す
の
で
あ
る
｡

日

興
の
本
質
と
し
て
の
谷

(風
)
の
言
及

口

家
に
来
て
た
-
さ
ん
の
子
供
を
産
む
こ
と
を
望
ん
で
い
る
こ

紹

介

と
を
思
い
出
さ
せ
る
た
め
に
女
が
男
に
呼
び
か
け
る
｡

自

今
､
暮
ら
し
向
き
が
よ
-
な
っ
た
時
の
男
の
移
り
気
と
封
比

し
て
､
苦
し
か
っ
た
時
期
'
男
か
ら
受
け
た
苦
痛
の
描
寓
｡

柑

男
が
新
し
い
相
手
を
喜
ん
で
い
る
た
め
に
'
書
家
に
返
さ
れ

た
女
の
悲
し
み
｡

風

女
が
何
か
の
植
物
を
引
き
抜
-
ふ
-
を
し
な
が
ら
､
野
原
に

入
っ
て
い
っ
た
-
'
岩
だ
ら
け
の
丘
に
登
っ
た
-
す
る
措
幕
｡

㈹

夫
婦
調
和
の
原
則
の
一
般
的
な
叙
述
｡
時
に
未
婚
の
少
女
に

封
す
る
'
隙
帳
や
直
帳
に
よ
る
警
告
が
頼
-
.

王
靖
厳
の
本
が
最
初
に
あ
ら
わ
れ
た
時
､
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
古

代
中
国
詩
の
研
究
者
の
間
で
か
な
-
評
判
に
な
っ
た
.
そ
れ
は

1
九

七

〇
年
代
後
期
に
お
い
て
も
話
題
と
な
-
'
『中
国
文
学
-

随

筆

･
論
文

･
書
評
』
"C
hin
ese
L
2teratu
re
J
E
SSayS,
A
rticles,
R
re･

⑥

viw
s
(C
L,E
A
R)
"
に
二
つ
の
書
評
が
あ
ら
わ
れ
た

.
し
か
し
､
そ
れ

以
後
は
'
『詩
経
』
の
詩
の
分
析
が
ほ
か
に
も
あ
ら
わ
れ
た
だ
け
で

な
-
'
興
に
関
す
る
論
文
が
過
度
に
曙
え
た
た
め
に
'
相
野
的
に
無

⑦

覗
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

｡

王
端
厳
の
テ
ー
マ
上
の
パ
タ
ー
ン
の
研
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究
と
フ
ラ
ン
ケ
ル
の
詩
的
な
ト
ポ
ス
の
理
論
の
間
に
明
ら
か
な
類
似

が
あ
る
こ
と
は
､
今
後
さ
ら
に
考
え
る
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
｡

王
靖
厳
と
ハ
ン
ス

･
フ
ラ
ン
ケ
ル

(オ
ウ
ウ
エ
ン
の
イ
エ
ー
ル
に
お

け
る
助
言
者
)
の
批
評
的
な
関
心
の
持
ち
方
を
受
け
継
い
で
い
る
よ

う
に
見
え
る
も
の
の

1
つ
'
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン

･
オ
ウ
ウ
エ
ン
の

『孟

郊
と
韓
愈

の
詩
』

"T
h
e

P
oetry
of
M
en
g
C
h
iao
and
H
an
Y
u
"

(N
e
w

H
a
v
e
n

Y
ate
U
nlVerStty
P
ress,
)97
5
)
は
'
俸
記
的
な

覗
鮎

よ
-
も
む

し

ろ
分
析
的
な
覗
鮎
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
｡
孟
郊
と
韓

愈
が
こ
う
し
た
方
法
に
ふ
さ
わ
し
い
の
は
'
｢
二
人
は
多
-
の
鮎
で

蛮
術
的
に
封
極
に
位
置
し
て
｣
い
て
､
｢互
い
の
作
品
を
鮮
や
か
に

照
ら
し
合
う

一
封
と
考
え
ら
れ
る
｣
(六
頁
)
か
ら
で
あ
る
と
'
オ

ウ
ウ
エ
ン
は
言
う
｡
こ
の
本
の
中
で

｢さ
ま
ざ
ま
な
西
洋
の
解
樺
上

の
技
法
を
中
国
の
詩
に
｣
あ
て
は
め
て
い
る
と
オ
ウ
ウ
エ
ン
は
述
べ

て
い
る
け
れ
ど
も
'
詩
的
な
工
夫
'
文
髄
､
こ
と
ば
の
巧
み
さ
へ
の

注
意
な
ど
'
彼
の
そ
の
後
の
研
究
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
､

早
い
時
期
に
お
け
る
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
｡

こ
の
本
は
､
復
古
の
博
続
と
そ
れ
の
中
唐
詩
に
お
け
る
役
割
に
関

す
る
論
評
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
し
そ
の
あ
と
の
章
は
す
ぐ

に
年
代
順
に
並
べ
ら
れ
､
オ
ウ
ウ
エ
ン
は
最
初
に
孟
郊

(七
五
一
-

八
一
四
)'
積
い
て
韓
愈

(七
六
八
-
八
二
四
)
の
詩
的
な
冒
険
の
鷺

展
を
交
互
に
跡
づ
け
る
方
に
焦
鮎
を
合
わ
せ
て
い
る
｡
こ
の
概
観
の

制
限
ゆ
え
に
'
オ
ウ
ウ
エ
ン
の
韓
愈
に
封
す
る
謹
み
方
だ
け
を
見
る

こ
と
に
し
よ
う
｡
｢語
-
の
成
長
-

韓
愈
｣
と
題
さ
れ
た
章
に
お

い
て
､
オ
ウ
ウ
エ
ン
は
韓
愈
の

｢洋
酒
交
流
贈
張
僕
射
｣
詩
を
翻
課

し
て
注
樺
を
付
け
て
い
る
｡
そ
こ
で
彼
が
見
る
も
の
は
､
｢描
幕
と

説
得
力
を
も
つ
レ
ト
リ
ッ
ク
と
が
-
-
結
び
つ
い
て
い
る
｣
こ
と
で

あ
る

(八
七
頁
)
｡
そ
の
詩
自
倍
は
'
初
期
の
ポ
ロ
の
形
態
を
描
寓
し

て
お
り
'
詩
の
語
-
手
も
そ
の
参
加
者
で
あ
る
｡
詩
の
末
尾
は
'
反

乱
を
起
こ
し
た
者
た
ち

(オ
ウ
ウ
エ
ン
が
記
し
て
い
る
よ
う
に
'
七
九
九

年
の
汗
州
に
お
け
る
反
乱
を
指
す
で
あ
ろ
う
)
を
殺
さ
な
い
よ
う
に
､
張

建
封
に
進
言
す
る
こ
と
で
終
わ
っ
て
い
る
｡
詩
は
大
作
で
は
な
い
が
､

オ
ウ
ウ
エ
ン
は
そ
れ
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
題
を
付
け
加
え
て
い
る
｡

｢漢
賦
の
間
接
的
な
風
刺
は
'
こ
の
詩
の
な
か
の
隠
さ
れ
た
か
た
ち

で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
な
朕
は
事
物
な
-
活
動
な
り
を
惜
し
み
な
-
描

駕
L
t
過
度
の
描
菊
に
よ
っ
て
間
接
的
に
風
刺
す
る
の
で
あ
る
｡｣

(八
八
頁
)
オ
ウ
ウ
エ
ン
は
こ
の
考
え
を
そ
れ
以
上
に
述
べ
な
い
が
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(お
そ
ら
く
彼
自
身
も

｢間
接
的
な
批
評
｣
を
試
み
て
い
る
の
か
?
?
)～

こ
の
詩
を
汗
州
の
反
乱
を
ゲ
ー
ム
の
よ
う
に
弄
ん
で
い
る
張
建
封
に

封
す
る
ず

っ
と
厳
し
い
批
判
と
謹
む
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
｡
オ
ウ

ウ
エ
ン
の
こ
と
ば
の
分
析
は
よ
り
直
接
的
で
あ
る
o
｢描
菊
の
部
分

に
お
い
て
'
韓
愈
は
行
鵠
動
詞
に
ま
だ
ず
っ
し
り
と
頼

っ
て
い
る
が
､

し
か
し
具
鰹
的
な
名
詞
は
豊
富
で
あ
る
｡
賊
の
か
た
ち
を
作
-
な
が

ら
'
韓
愈
の
以
前
の
詩
と
比
較
し
て
み
て
目
立
つ
の
は
､
散
文
的
な

結
構
や
品
詞
が
ほ
と
ん
ど
完
全
に
映
如
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡

･-
-
の
ち
の
韓
愈
の
描
寓
の
仕
方
の
特
徴
で
あ
る
生
き
生
き
し
た
リ

ア
リ
ズ
ム
と
大
仰
な
誇
張
法
が
'
-
-
こ
の
詩
に
お
い
て
も
見
ら
れ

る
｡｣
(八
九
頁
)

朕
の
ジ
ャ
ン
ル
の
技
法
は
韓
愈
の
ほ
か
の
詩
の
な
か
で
も
役
割
を

据

っ
て
い
る
｡
｢陸
樺
山
火

一
首
､
和
皇
甫
混
用
其
韻
｣
と
題
さ
れ

た
'
こ
の

｢神
話
的
｣
(オ
ウ
ウ
エ
ン
の
用
語
)
な
作
品
は
'
火
の
所

の
子
分
た
ち
が
親
分
の
い
な
い
閲
に
大
火
事
を
燃
え
ほ
う
だ
い
に
す

る
め
ち
ゃ
-
ち
ゃ
な
あ
り
さ
ま
を
描
い
て
い
る
｡
こ
う
し
た
神
話
的

な
詩
の
多
-
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
'
韓
食
は
両
を

｢全
能
で
あ
る

と
同
時
に
無
能
な
'
強
力
で
あ
る
と
同
時
に
愚
鈍
な
'
威
厳
が
あ
る

紹

介

と
同
時
に
ば
か
な
｣
(二
二

頁
)
も
の
と
し
て
描
い
て
い
る
｡
こ
の

詩
は
'
皇
甫
淀
に
刺
激
さ
れ
て
韓
愈
が

一
枚
上
を
行
-
想
像
力
を
駆

使
し
た
力
作
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
'
火
の
両
々
の
力
業
を
描
菊

す
る
､
オ
ウ
ウ
エ
ン
が

｢中
国
の
文
学
に
お
い
て
最
も
風
禦
わ
り
で

コ
ミ
カ
ル
な
部
分
の

一
つ
｣
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡

韓
愈
は
こ
の
場
の
た
め
に
奇
異
な
語
桑
を
絶
動
員
し
て
'
目

も
-
ら
む
ほ
ど
に
並
べ
て
い
る
｡
-
-
彼
は
自
分
自
身
の
目
的

の
た
め
に
賦
の
技
法
を
借
-
て
い
る
｡
た
と
え
ば
､
物
を
誇
示

す
る
賦
で
は
主
要
な
技
法
で
あ
る
物
の
一
党
が
'
コ
ミ
カ
ル
な

用
法
で
並
べ
ら
れ
て
い
る
｡
-
-
ま
す
ま
す
ば
か
げ
た
言
い
方

に
な

っ
て
､
鳥
の
名
前
が

一
連
の
単
音
節
の
語
で
述
べ
ら
れ
､

そ
れ
か
ら
山
火
事
で
死
ぬ
動
物
を
隙
喰
す
る

一
連
の
料
理
用
語

が
述
べ
ら
れ
る
｡
料
理
さ
れ
た
こ
の
動
物
た
ち
が
火
の
所
々
の

ご
ち
そ
う
と
な
っ
た
時
'
状
況
は
さ
ら
に
コ
ミ
カ
ル
に
な
る
｡

-
-
そ
れ
は
暴
力
と
残
虐
の
す
ぐ
隣
に
居
心
地
悪
-
据
え
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
｡
(二
二
〇
頁
)

同
じ
よ
う
な
刺
激
的
な
分
析
を
い
-
つ
か
加
え
た
あ
と
で
'
オ
ウ

ウ
エ
ン
は
早
期
に
は

｢
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
分
離
'
疎
外
感
を
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求
め
､
-
-
俸
続

の
な
か
に
平
穏
を
見
付
け
'
-
-
自
分
に
充
足
し
'

-
-
文
学

の
改
革
者
､
大
騰
な
革
新
者
と
し
て
の
役
割
を
幸
運

に
も

逃
れ
た
｣
人

で
あ
る
こ
と
を
示
す
よ
う
な
晩
年

の
詩

で
も

っ
て
､

こ

の
本
を
閉
じ
て
い
る
｡

証①

『明
史
』
(中
華
書
局
版
)
巻
二
八
五
､
七
三
二
八
頁

②

『全
唐
詩
』
巻
八
二
六
'
九
三
〇
四
頁
｡

③

こ
の
二
人
の
す
ぐ
れ
た
翻
諸
家

に
よ
る
最
も
最
近
の
仕
事
は
'
ジ
エ

ロ
ー
ム

･
P

･
シ
ー
ー
ン

『わ
た
し
は
稗
迦
に
頭
を
下
げ
な
い
-

衷

枚
詩
選
』

("Z
D
o
n
't
B
ow
to
B
u
d
dhas

S
elected
P
oem
5
0f
Y
ua
n

M
ei"
P
o
rt
T
ow
ns
end)
Wa
s
h
in
g
t
on
.
C
oppe
r
Canyon
P
ress,

)
9
9
7
)
と
デ
イ

ヴ

ィ
ツ
ド

･

ヒ
ン
ー

ン

の

『孟
郊
後
期
の
詩
』

("T
he

L
ate
P
oem
s
of
M
en
g
C
hia
o"
P
rln
C
etO
n
.
P
rln
Ce
tO
n
U
n
lVerSi･

ty
P
ressL
99
7
)

で
あ
る
｡

④

た
と
え
ば
'
ロ
バ
-
-

･
.シ
ョ
ウ

･
カ
ッ
タ
I
の

『ブ
ラ
シ
と
け
づ

め
-

中
国
の
文
化
と
闘
鶏
』
(
"T
he
B
rush
a
n
d
the
Sp
u
r,C
hin
ese

C
u
ltu
re

an
d
the
C
ockf
ig
ht"
H
ong
K
o
n
g

T
h
e
C
h
ln
eSe
U
n
l･

v
ersity
P
re
ss
,
)
9
8
9
)'
そ
し
て

ボ
ウ
ル

･
W

･
ク

ロ
ー
ル

｢
唐
の

踊
る
馬
｣

(
"T
he
D
a
n
cing
H
o7･SeS
Of

Tang"
T
'o
u
n
g
P
a
o
6
7
,

19
8
1
,
2
4
0
･2
6
9)
を
参
照
さ
れ
た

い
O

⑤

こ
の
一
般

向

け

の
シ
リ
ー
ズ
の
な
か
の
中
園
の
作
品
は
'
昔
時
ア
リ

ゾ
ナ
大
学
教
授

で
あ

っ
た

ウ
ィ
リ
ア
ム

･
シ
ュ
ル

ツ

W
lltLam

Sc
hulzが
編
集
し
た
｡

1
九
八
〇
年
代
の
初
め
に
出
版
社
ト
ウ
ウ
ェ

イ
ン
を
買
収
し
た

G
.
K

H
atl
&
C
o
に
よ
っ
て
突
然
こ
の
企
室
が

終
わ
る
ま
で
'
四
十
巻
近
-
が
出
版
さ
れ
た
｡

⑥

そ
の
な
か
で
最
も
購
い
範
囲
に
わ
た
っ
た
の
は
'
バ
リ
ー
の
弟
子
'

ア
ル
バ
1
-

･
B

･
ロ
ー
ド

A
Hb
e
rt
B
.
r
o
rd
の
学
生
で
あ

っ
た
ダ

ヴ
ィ
ツ
ド

･
E

･
ビ
ナ
ム

D
av
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