
書

評

横
山
伊
勢
雄
著

『末
代
文
人
の
詩
と
詩
論
』

浅

見

洋

二

大阪
大

学

故
横
山
伊
勢
雄
氏
の
大
著

『末
代
文
人
の
詩
と
詩
論
』
は
'
主
と

し
て
宋
代
の
詩
と
詩
論
に
関
す
る
論
考
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
｡
か

っ
て
氏
の
指
導
を
受
け
た
大
上
正
美
民
ら
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
｡
合

わ
せ
て
三
十
五
篇
の
論
考
が
収
め
ら
れ
､
詳
注
書
な
ど
を
除
-
横
山

氏
の
主
要
な
研
究
成
果
が
ほ
ぼ
網
羅
さ
れ
て
い
る
｡
｢蘇
珠
の
文
学
｣
'

｢末
代
文
人
の
詩
と
詩
論
｣
'
｢末
代
詩
論
｣
'
｢唐
詩
と
末
代
文
学
｣

の
四
部
に
分
け
た
構
成
も
､
氏
の
研
究
の
全
鰹
像
を
的
確
に
博
え
る

も
の
と
な
っ
て
い
る
｡

こ
れ
ま
で
中
国
の
詩
と
詩
論
に
関
す
る
研
究
は
'
唐
や
六
朝
の
そ

書

評

れ
に
集
中
し
､
末
代
に
関
す
る
研
究
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
少
な

か
っ
た
｡
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
横
山
氏
は
､
末
代
に
重
鮎
を
置
い
て

研
究
を
行

っ
て
き
た
敷
少
な
い
研
究
者
の
一
人
で
あ
る
｡
そ
の
貴
重

な
成
果
が
'
こ
う
し
て
ま
と
め
て

一
覧
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
そ

の
意
義
は
極
め
て
大
き
い
｡
本
書
が
編
ま
れ
刊
行
さ
れ
た
こ
と
を
'

後
進
の
一
人
と
し
て
先
ず
は
喜
び
た
い
｡

横
山
氏
の
末
代
文
学
研
究
に
見
ら
れ
る
最
大
の
特
色
は
何
か
｡
そ

れ
は
本
書
の
表
題

｢末
代
文
人
の
詩
と
詩
論
｣
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ

て
い
る
｡
す
な
わ
ち

｢詩
｣
と

｢詩
論
｣
の
両
者
を
視
野
に
入
れ
て
'

そ
の
連
関
に
お
い
て
末
代
文
人
の
営
み
を
考
察
し
た
鮎
に
あ
る
｡
大

上
氏
の
本
書

｢あ
と
が
き
｣
に
よ
れ
ば
'
横
山
氏
の
研
究
は
末
代
の

詩
話
研
究
か
ら
出
費
し
た
と
い
う
｡
第
Ⅲ
部

｢末
代
詩
論
｣
に
収
め

る

『槍
浪
詩
話
』
研
究
を
は
じ
め
と
す
る
論
考
は
､
氏
が
出
費
鮎
か

ら

一
貫
し
て
取
-
組
ん
だ
末
代
詩
論
研
究
の
成
果
で
あ
る
が
､
そ
れ

以
外
の
論
考
に
も
こ
れ
ら
詩
論
研
究
の
成
果
は
積
極
的
に
活
用
さ
れ

て
い
る
｡
つ
ま
り
､
詩
だ
け
を
考
察
の
封
象
と
す
る
の
で
は
な
-
､

詩
論
を
も
視
野
に
入
れ
る
形
で
詩
を
考
察
す
る
と
い
う
姿
勢
が
本
書

の
論
考
を
貫
い
て
い
る
の
で
あ
る
｡
横
山
氏
の
研
究
の
最
大
の
特
色
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で
あ
-
'
今
日
あ
ら
た
め
て
振
-
返
る
だ
け
の
債
値
を
持
つ
と
言
え

よ

､
つ

｡
詩
と
詩
論
の
両
者
を
税
野
に
入
れ
た
研
究
が
行
わ
れ
る
場
合
､
両

者
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
か
｡
多
-
の
場
合
'

詩
論
は
詩
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
通
過
黙
､
あ
る
い
は
手
段
と
し

て
扱
わ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
こ
こ
に
は
､
詩
を
詩
論

よ
り
も
上
位
に
位
置
づ
け
る
序
列
意
識
が
知
ら
ず
識
ら
ず
の
う
ち
に

働
い
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
｡
だ
が
'
や
は
-
我
々
は
'
同
じ
言
語

表
現
の
秩
序
の
も
と
で
作
動
し
て
い
た
言
説
と
し
て
'
両
者
を
同
じ

地
平
の
上
に
位
置
づ
け
て
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
｡
大
上
氏
の

｢あ
と

が
き
｣
に
は

｢詩
人

･
士
大
夫
の
生
の
全
鰹
性
｣
と
い
う
語
が
見
え

る
が
､
そ
の
肇
み
に
な
ら
っ
て
言
え
ば
､
詩
と
詩
論
の
両
者
を

｢詩

人

･
士
大
夫
の
言
説
の
全
膿
性
｣
と
い
う
覗
鮎
か
ら
把
握
す
る
必
要

が
あ
る
｡
そ
し
て
'
こ
の
姿
勢
こ
そ
我
々
が
横
山
氏
の

｢詩
と
詩

論
｣
研
究
か
ら
沓
展
的
に
受
け
継
ぐ
べ
き
研
究
の
あ
-
方
だ
と
わ
た

し
は
考
え
て
い
る
｡

本
書
に
収
め
ら
れ
る
論
考
が
書
か
れ
て
か
ら
､
す
で
に
長
い
時
間

が
経
過
し
た
｡
そ
の
間
'
末
代
の
詩
と
詩
論
に
関
す
る
研
究
に
大
き

な
進
展
が
あ

っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
し
た
が
っ
て
､
横
山

氏
が
本
書
で
論
じ
た
こ
と
が
ら
の
な
か
に
は
'
今
日
で
は
な
か
ば
常

識
と
化
し
て
し
ま

っ
た
も
の
や
､
そ
の
後
の
研
究
に
よ
っ
て
乗
-
越

え
ら
れ
た
も
の
が
少
な
-
な
い
｡
し
か
し
'
だ
か
ら
と
い
っ
て
本
書

を
素
通
-
し
て
し
ま
う
こ
と
に
は
'
同
じ
分
野
の
研
究
に
関
わ
る
後

進
の

一
人
と
し
て
心
苦
し
い
も
の
を
覚
え
る
｡
そ
こ
で
編
集
部
か
ら

お
誘
い
を
受
け
た
の
を
幸
い
と
し
て
'
及
ば
ず
な
が
ら
本
書
評
の
筆

を
執
る
に
至

っ
た
次
第
で
あ
る
｡
以
下
､
本
書
に
収
め
ら
れ
る
論
考

の
う
ち
'
重
要
と
思
わ
れ
る
論
考
を
収
録
順
に
取
-
あ
げ
な
が
ら
'

感
じ
た
こ
と
､
気
づ
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
き
た
い
｡
後
か
ら
来
た

者
の
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
を
利
用
し
て
､
す
で
に
故
人
と
な
ら
れ
た
方

の
論
を
あ
げ
つ
ら
う
こ
と
に
は
ア
ン
フ
ェ
ア
の
感
な
き
に
L
も
あ
ら

ず
で
あ
る
が
'
横
山
氏
の
研
究
成
果
を
今
日
に
お
い
て
正
し
-
受
け

継
ご
う
と
願
う
が
故
の
批
評
で
あ
る
'
そ
の
鮎
に
免
じ
て
ご
寛
恕
を

乞
い
た
い
｡
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第
Ⅰ
部

｢蘇
乾
の
文
学
｣
は
'
蘇
珠
に
関
す
る
十
二
篇
の
論
考
を



収
め
る
｡
こ
こ
で
は
､
詩
と
詩
論
を
論
じ
た
論
考
の
う
ち
七
篇
を
取

り
あ
げ
て
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
｡

第

1
章

｢蘇
蝶
の
隠
逸
思
想
に
つ
い
て
-

陶
淵
明
と
の
関
係
を

中
心
と
し
て
｣
は
'
蘇
珠
の
隠
逸
思
想
に
つ
い
て
'
陶
淵
明
と
の
関

係
と
い
う
税
鮎
か
ら
考
察
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
｡
杭
州
赴
任
時
代

に
陶
淵
明
に
封
す
る
蘇
珠
の
認
識
が
形
作
ら
れ
'
そ
れ
が
黄
州
流
涌

時
代
に
至
っ
て
更
に
深
め
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
｡

一

般
的
に
言
っ
て
中
国
の
文
人
に
と
っ
て
隠
逸
の
思
想
は
重
要
な
テ
ー

マ
で
あ
り
績
け
た
が
'
蘇
乾
の
場
合
も
そ
れ
は
例
外
で
は
な
-
､
横

山
氏
に
限
ら
ず
多
-
の
論
者
が
こ
の
問
題
に
取
-
組
ん
で
き
た
｡

蘇
珠
の
隠
逸
思
想
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
は
'
他
の
何
に
も
増
し

て
蘇
珠
の
詩
の
テ
ク
ス
ト
が
重
要
な
資
料
と
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
｡
本
論
考
も
蘇
乾
の
詩
を
謹
み
込
む
形
で
論
が
展
開
さ
れ
る
｡

と
こ
ろ
が
へ
こ
こ
で
気
に
な
る
の
は
蘇
輯
詩
の
讃
解
に
諜
-
が
見
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
｡
論
旨
の
展
開
に
も
関
わ
る
謹
み
誤
-
な
の
で
指

摘
し
て
お
き
た
い

(こ
こ
で
は
二
つ
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
)

｡

先
ず
'
本
書
二
〇
頁
に
挙
げ
る

｢自
金
山
放
船
至
焦
山
｣
(鴻
歴

梱
輯
注

『蘇
文
忠
公
詩
合
法
』
巻
七
)
の

｢山
林
磯
餓
古
亦
有
､
無
田

書

評

不
退
寧
非
貧
｣
句
に
つ
い
て
｡
こ
れ
を
横
山
氏
は

｢山
林
に
磯
餓
す

る
こ
と
古
に
も
亦
た
有
-
'
田
無
け
れ
ば

退
か
ざ
る
も
寧
ろ
貧
に

非
ず
｣
と
訓
じ
て

｢本
来
の
性
を
守
る
た
め
の
隠
退
で
あ
る
の
だ
か

ら
'
山
中
に
餓
死
し
て
は
何
に
も
な
ら
な
い
'
理
想
の
賓
現
の
た
め

に
は
十
分
な
備
え
が
必
要
だ
｣
と
解
さ
れ
て
い
る
｡
だ
が
'
後
句
に

な
ん

つ
い
て
は

｢
田
無
け
れ
ば
退
か
ざ
る
は

寧

ぞ

貧
に
非
ず
や
｣
と
訓
じ
､

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は

｢田
が
無
け
れ
ば
掃
除
し
な
い
と
い
う
の

は
欲
が
深
す
ぎ
る
｣
と
解
す
べ
き
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
氏
の
言
う
よ

う
に
蘇
鞍
は
隠
逸
の
賓
現
の
た
め
に
は
資
産
が
必
要
だ
と
考
え
て
い

た
わ
け
で
は
な
-
'
む
し
ろ
そ
れ
と
は
連
の
考
え
を
持

っ
て
い
た
の

で
あ
る
｡

ま
た
､
横
山
氏
は
菱
川
時
代
に
陶
淵
明
に
封
す
る
認
識
が
深
ま
-

を
見
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
る
な
か
'
本
書
三
〇
頁
に

｢次
韻
答

孫
倖
｣
(
『合
法
』
巻

一
九
)
を
挙
げ
て
い
る
｡
こ
の
詩
は
黄
州
時
代

以
前
の
作
で
あ
-
'
何
故
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
か
不
明
で
あ

る
が
､
そ
れ
に
つ
い
て
は
措
-
｡
重
要
な
の
は
冒
頭
の
四
句

｢十
年

身
不
到
朝
廷
'
欲
件
騒
人
賦
落
莫
､
但
得
低
頭
拝
東
野
､
不
箭
中
路

候
淵
明
｣
に
つ
い
て
の
理
解
の
仕
方
で
あ
る
｡
氏
は
こ
の
四
句
を
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｢十
年

身
は
朝
廷
に
到
ら
ず
､
騒
人
を
件
い
て
落
莫
を
賦
さ
ん
と

欲
す
､
但
だ
得
た
り
低
頭
し
て
東
野
を
拝
す
る
を
､
辞
さ
ず
中
路
に

う
か
が

て
淵
明
を
候

う
を
｣
と
訓
じ
て
'
｢地
方
官
の
職
に
あ
る
こ
と
十
年
､

屈
原
の
よ
う
に
江
南
の
地
で
憂
国
の
詩
を
作
ろ
う
と
し
た
が
､
我
が

詩
は
'
地
方
の
微
官
に
在

っ
て
不
平
ば
か
-
も
ら
し
て
い
た
孟
郊
ば

-
の
も
の
'
い
ま
か
ら
で
も
よ
い
､
平
静
な
境
地
を
平
易
な
詩
語
で

も
っ
て
う
た
う
陶
淵
明
の
よ
う
な
詩
を
作
-
た
い
も
の
だ
｣
と
い
う

意
味
で
解
揮
す
る
が
'
こ
れ
は
誤
-
で
あ
ろ
う
｡
前
の
二
句
は
'
原

唱
の
作
者
孫
伴
が
主
語
と
な
っ
て
お
-
､
｢騒
人
｣
と
は
蘇
覇
を
指

す
｡
後
の
二
句
は

｢但
だ
低
頭
し
て
東
野
を
拝
す
る
を
得
ば
'
中
路

う
かが

に
て
淵
明
を

候

う
を
辞
さ
ず
｣
と
訓
ず
る
べ
き
で
あ
-
､
こ
こ
で

の
孟
郊
と
陶
淵
明
は
孫
件
を
指
し
て
い
る
｡
四
句
全
膿
と
し
て

｢孫

件
は
十
年
の
歳
月
､
朝
廷
と
は
無
縁
の
暮
ら
し
を
つ
づ
け
､
い
ま
詩

人
の
わ
た
し
と
と
も
に
詩
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
｡
孟
郊

(
=
孫

悼
)
の
傍
に
い
ら
れ
る
な
ら
ば
t
か
の
王
弘
の
よ
う
に
酒
を
用
意
し

て
陶
淵
明

(=
孫
倖
)
を
引
き
留
め
た
い
も
の
だ
｣
と
い
う
よ
う
な

意
味
で
解
す
べ
き
だ
ろ
う
｡
孫
件
を
陶
淵
明
に
比
し
て
述
べ
る

1
句

は

｢酒
を
手
に
あ
な
た
の
も
と
を
訪
ね
て
語
-
合
い
た
い
｣
と
い
う

孫
件
に
封
す
る
親
し
み
を
込
め
た
挨
拶
を
述
べ
た
句
で
あ
っ
て
'
こ

れ
を
横
山
氏
の
よ
う
に

｢陶
淵
明
の
詩
の
世
界
そ
の
も
の
に
沈
滞
L
t

そ
こ
に
自
己
の
詩
の
規
範
を
求
め
る
ま
で
に
到

っ
て
い
る
｣
と
解
す

る
の
は
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

第
二
章

｢蘇
珠
の

『和
陶
詩
』
に
つ
い
て
｣
は
'
蘇
輔
の
生
涯
と

関
連
づ
け
な
が
ら

｢和
陶
詩
｣
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
｡
陶
淵
明

詩
の
受
容
と
い
う
観
鮎
か
ら
蘇
拭
の
隠
逸
思
想
を
考
察
し
た
第

一
章

と
も
密
接
に
関
連
す
る
論
考
で
あ
る
｡
｢和
陶
詩
｣
の
持

つ
重
要
な

意
義
に
着
目
し
た
先
駆
的
な
論
考
の
一
つ
で
あ
-
'
そ
の
問
題
意
識

は
今
日
な
お
受
け
稚
ぐ
べ
き
も
の
と
し
て
色
槌
せ
て
い
な
い
｡
こ
こ

で
横
山
氏
は
'
蘇
乾
が
陶
淵
明
の
隠
逸
に

｢何
も
の
に
も
束
縛
さ
れ

な
い
自
由
な
生
活
の
中
に
自
己
の
本
性
を
充
害
さ
せ
る
生
き
方
｣

(五
四
頁
)
の
モ
デ
ル
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
'
単
な
る
隠
逸
を

超
え
た
思
想
に
到
達
し
え
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡
氏
は
次
の
第

三
章
の
冒
頭
で
も

｢蘇
拭
の
文
学
の
主
要
な
モ
テ
ィ
ー
フ
は
､

一
個

の
人
間
と
し
て
そ
の
本
性
を
全
う
せ
ん
と
す
る
こ
と
ー

人
生
充
賓

の
追
求
-

に
あ
っ
た
｣
(六
五
頁
)
と
同
様
の
こ
と
を
述
べ
て
お
り
､

こ
こ
に
氏
の
基
本
的
な
蘇
輯
理
解
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡
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こ
の
理
解
の
上
に
立
っ
て
横
山
氏
は
､
｢和
陶
詩
｣
に
あ
ら
わ
れ

た
蘇
銭
の
思
想
を
支
え
て
い
る
も
の
と
し
て

｢
『人
生
は
寄
す
る
が

如
き
の
み
』
と
い
う
人
生
観
｣
を
挙
げ
'
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

｢蘇
乾
は
有
限
で
あ
る
人
間
の
命
の
替
み
を
は
か
な
い
も
の
と
感
じ
'

人
生
は
無
窮
の
自
然
に
仮
-
の
宿
-
を
寄
せ
る
不
安
定
な
存
在
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
｡
-
-
人
生
を
短
-
不
安
定
な
も
の
と
考
え
れ
ば

こ
そ
'
そ
の
刻

一
刻
を
充
章
し
安
定
し
た
も
の
と
し
よ
う
と
い
う
の

で
あ
る
｣
(五
七
頁
)
と
｡
確
か
に
蘇
乾
に
と
っ
て
人
生
は

｢不
安
定

な
も
の
｣
と
し
て
映
っ
て
い
た
だ
ろ
う
｡
だ
が
､
そ
の
人
生
に
封
し

て

｢人
生
は
寄
す
る
が
如
き
の
み
｣
と
言
い
放
つ
と
き
'
果
た
し
て

蘇
鞍
は
人
生
を

｢不
安
定
な
も
の
｣
と
考
え
､
そ
れ
を

｢安
定
し
た

も
の
｣
に
襲
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
o
も
っ
と
大
き
な
､

い
わ
ゆ
る

｢巨
視
的
な
態
度
｣
(横
山
氏
も
本
書
の
各
所
に
引
-
吉
川
幸

次
郎

『宋
詩
概
説
』
の
語
)
に
立
っ
て
の
言
葉
と
し
て
理
解
す
べ
き
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

第
三
章

｢蘇
拭
の
政
治
批
判
の
詩
に
つ
い
て
｣
は
､
前
の
二
幸
が

｢隠
逸
｣
に
焦
鮎
を
首
て
る
の
に
封
し
て
'
｢政
治
批
判
｣
に
焦
鮎

を
普
て
る
｡
｢隠
逸
｣
と

｢政
治
批
判
｣
､
言
う
ま
で
も
な
-
両
者
の

書

評

関
係
は
中
国
の
文
人
に
と
っ
て
は
最
大
の
テ
ー
マ
で
あ
り
､
蘇
鞍
も

そ
の
例
外
で
は
な
い
｡
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
横
山
氏
も
第

1
章
に
お

い
て
蘇
輯

｢次
韻
柳
子
玉
過
絶
糧
二
首
之
二
｣
(『合
法
』
巻
六
)
に

見
え
る

｢奔
物
の
志
/
潜
時
の
心
｣
と
い
う
二
項
封
立
の
固
式

(『孟
子
』
以
来
の

｢濁
善
/
未
済
｣
と
同
じ
圃
式
)
を
抽
出
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
的
確
に
捉
え
て
い
る

(
1
六
頁
)｡
前
の
二
幸
で
蘇
拭
の

｢斉
物
の
志
｣
を
論
じ
た
横
山
氏
は
'
本
論
考
に
お
い
て

｢潜
時
の

心
｣
を
論
ず
る
の
で
あ
る
｡

こ
こ
で
も
や
は
り
重
要
な
資
料
と
し
て
謹
み
込
む
べ
き
は
蘇
韓
の

詩
で
あ
ろ
う
｡
横
山
氏
は
政
治
批
判
を
行
っ
た
蘇
拭
の
詩
の
う
ち
'

｢山
村
五
絶
｣
(『合
法
』
巻
九
)
と

｢呉
中
田
婦
歎
｣
(『合
法
』
巻

八
)
を
取
り
あ
げ
て
い
る

(六
七
-
七
〇
頁
)｡
｢山
村
五
絶
｣
は
農
民

の
暮
ら
し
ぶ
-
を
う
た
っ
た
七
言
絶
句
の
連
作
｡
畢
寧
六
年
'
杭
州

あ
かぎ

通
列
時
代
の
作
｡
例
え
ば
'
そ
の
第
四
首
は
｢

泰

を

杖
つ
き
飯
を

つつ
轟

み

て
去
る
こ
と
忽
忽
た
-
､
眼
を
過
ぐ
る
青
鏡

手
を
韓
じ
て
空

･刀

し
､
巌

ち
得
た
-

見
童
の
語
音
好
き
を
､

一
年
の
強
牛
は
城
中
に

荏
-
｣
と
'
農
民
た
ち
が
貸
付
金
の
授
受
の
た
め
に
街
場
に
頻
繁
に

出
入
-
す
る
よ
う
に
な
っ
た
さ
ま
を
う
た
う
｡
青
苗
法
の
施
行
を
背

JgJ
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景
に
し
た
作
品
で
あ
-
'

後
に
蘇
拭
が
朝
廷
を
批
判
し
た
と
し
て
弾

劾
さ
れ
る
際
の
諾
接
と
な
っ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
は
よ
-
知
ら
れ
て

い
よ
う
｡
｢山
村
五
絶
｣
と
並
ん
で
取
り
あ
げ
ら
れ
る

｢呉
中
田
婦

歎
｣
は
長
篇
の
七
言
古
詩
､
い
わ
ゆ
る
楽
府
系
の

詩
.
幣
寧

五年
､

は

なは

同
じ
-
杭
州
時
代
の
作
｡
｢今
年

梗
栢

熟
す

る
こ

と

苦

だ
遅

し
｣
の

1
句
に
始
ま
-

｢如
か
ず

却

っ
て
河
伯

(河
の
紳
)
の
婦

な

と
作

る
に
｣
の

一
句
に
終
わ
る
'
農
婦
の
苦
し
み
を
う
た
っ
た
作
品

で
あ
-
､
氏
の
言
葉
を
借
-
れ
ば

｢民
情
を
上
に
訴
え
'
為
政
者
の

反
省
を
求
め
る
と
い
う
博
続
的
な
楓
諭
詩
｣
〓
ハ九
頁
)
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
の
詩
に
つ
い
て
横
山
氏
は
あ
ま
-
高
い
評
債
を
輿
え
て
は

い
な
い
｡
｢山
村
五
絶
｣
に
つ
い
て
は

｢正
面
き

っ
て
融
合
疲
弊
の

状
況
を
え
ぐ
る
も
の
で
も
な
い
し
､
い
わ
ゆ
る
融
合
詩
の
系
譜
に
お

い
て
も
詩
の
蛮
術
的
完
成
度
は
高
い
も
の
で
は
な
い
｣
(六
八
頁
)
と

述
べ
､
｢呉
中
田
婦
歎
｣
に
つ
い
て
は

｢詩
の
番
想

･
表
現
と
も
に

融
合
詩
と
し
て
は
類
型
的
で
あ
る
｣
(七
〇
頁
)
と
述
べ
て
い
る
｡
こ

の
よ
う
に
過
去
の
文
学
作
品
を
我
々
の
債
倍
散
で
許
慣

･
裁
断
し
て

し
ま
う
こ
と
に
封
し
て
'
わ
た
し
は
疑
問
を
感
じ
な
い
わ
け
で
は
な

い
｡
そ
れ
に
つ
い
て
は
措
-
と
し
て
'
こ
こ
で
横
山
氏
は
せ
っ
か
-

｢山
村
五
絶
｣
と

｢呉
中
田
婦
歎
｣
の
両
者
を
並
べ
て
お
き
な
が
ら
'

あ
る
問
題
を
深
く
追
求
し
な
い
ま
ま
に
見
逃
し
て
し
ま

っ
て
い
る
｡

わ
た
し
に
と

っ
て
は
極
め
て
興
味
深
い
重
要
な
問
題
だ
と
思
わ
れ
る

の
で
'
こ
こ
に
述
べ
て
お
き
た
い
｡

｢山
村
五
絶
｣
と

｢呉
中
田
婦
歎
｣
と
は
共
に
融
合
批
判
を
行

っ

た
作
品
で
あ
る
が
､
両
者
の
間
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
違
い
が
あ
る
｡
こ

こ
で
は
､
ご
-
素
朴
な
事
賓
に
注
目
し
て
み
よ
う
｡
す
な
わ
ち
､
前

者
が

｢鳥
毒
詩
案
｣
に
お
い
て
蘇
拭
弾
劾
の
謹
接
と
な
っ
た
作
品
で

あ
る
の
に
射
し
て
'
後
者
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
事
案
で
あ
る
｡

前
者
は
あ
-
ま
で
も
山
村
の
農
民
の
暮
ら
し
ぶ
-
を
う
た
っ
た
作
品

で
あ
-
'
政
治
批
判
を
前
面
に
掲
げ
て
書
か
れ
た
詩
で
は
な
い
｡
そ

れ
に
封
し
て
後
者
は
政
治
批
判
を
前
面
に
掲
げ
た
作
品
で
あ
-
'

｢官
は
今

鏡
を
求
め
て
米
を
求
め
ず
｣
と
い
う
あ
か
ら
さ
ま
な
言

葉
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
前
者
が
弾
劾
の
封
象

と
な
-
'
後
者
が
そ
う
な
ら
な
か

っ
た
の
は
何
故
か
｡
こ
れ
は
興
味

深
い
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

賓
は
､
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
横
山
氏
も
少
し
だ
け
梱
れ
て
お
-
'

｢御
史
墓
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
の
は
む
し
ろ
'
｢請
書
寓
巻
不

ISo



護
律
'
致
君
尭
舜
知
無
術
｣
(戯
子
由
)
と
い
っ
た
詩

一
篇
の
中
の
敷

句
で
あ
る
場
合
が
多
い
｣
(七
〇
頁
)
と
述
べ
て
い
る
｡
つ
ま
-
'
こ

う
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
｡
政
治
批
判
を
前
面
に
掲
げ
て
書
か
れ
た
詩

で
は
な
-
､
蘇
拭
自
身
が
意
囲
し
て
い
た
か
否
か
に
関
わ
ら
ず

(お

そ
ら
-
意
画
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
)､
他
の
主
題
を
う
た
う
な
か
に

政
治
批
判
の
意
園
を
謹
み
取
れ
る
詩
が
御
史
墓
に
お
い
て
は
む
し
ろ

弾
劾
す
べ
き
危
険
な
作
品
だ
と
見
な
さ
れ
た
'
と
｡
思
う
に
､
政
治

批
判
を
前
面
に
掲
げ
て
書
か
れ
る
博
枕
的
な
説
諭
詩
は
'
権
力
に

と
っ
て
さ
ほ
ど
危
険
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
｡
何
故
な
ら
ば
､

そ
れ
は
詩
の
あ
-
う
べ
き
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
古
-
か
ら
認
め
ら
れ
て

き
た
も
の
で
あ
-
､
そ
こ
に
表
明
さ
れ
る
政
治
批
判
は
言

っ
て
み
れ

ば
権
力
が
認
め
た
枠
内
で
の
批
判
に
過
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡

そ
こ
に
響
い
て
い
る
の
は
作
者
自
身
の
肉
聾
で
は
な
い
｡
作
者
は
批

判
者
と
い
う
役
柄
を
演
じ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
｡
と
こ
ろ
が
'
｢山

村
五
経
｣
の
よ
う
な
詩
に
響
い
て
い
る
の
は
作
者
の
肉
聾
で
あ
-
､

そ
こ
に
表
明
さ
れ
て
い
る
の
は
作
者
の
本
心
に
馨
す
る
政
治
批
判
で

あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
謹
ま
れ
受
け
と
め
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
'
弾
劾
の

封
象
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
う
だ
と
す
れ
ば
へ
｢融
合
疲
弊
の

書

評

状
況
を
え
ぐ
る
も
の
で
も
な
い
｣
と
い
う
横
山
氏
の
許
債
に
は
修
正

が
必
要
で
あ
る
｡
蘇
戟
自
身
の
意
園
を
な
か
ば
越
え
る
形
で
'
謹
み

手
に
と
っ
て
こ
の
詩
は

｢状
況
を
え
ぐ
る
も
の
｣
と
な
っ
て
し
ま

っ

た
の
で
あ
る
｡
詩
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
は
､
作
者
と
作
品
の
関
係

の
み
を
捉
え
る
だ
け
で
は
な
-
､
謹
み
手
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
受

け
と
め
た
か
と
い
う
税
鮎
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
え
て
-
る
も

の
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

第
四
章

｢蘇
域
の

『南
行
集
』
の
詩
に
つ
い
て
｣
は
､
若
き
日
の

蘇
軟
が
蘇
渦

･
蘇
轍
と
の
閲
で
行

っ
た
唱
和
を
集
め
た
小
集
に
つ
い

て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は

『南
行
集
』
所
収
の
詩
の
み
な

ら
ず
'
こ
れ
に
附
さ
れ
た
序
文
の
文
学
論

(詩
論
)
に
つ
い
て
の
考

察
に
も
多
-
の
紙
幅
が
割
か
れ
て
お
-
'
後
の
章
､
特
に
第
八
章

｢蘇
珠
と
黄
庭
堅
｣
に
論
じ
ら
れ
る
内
容
と
も
重
な
り
合
う
｡
横
山

氏
の
蘇
拭
研
究
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
論
考
と
言
え
よ
う
｡

本
論
考
の
う
ち
､
『南
行
集
』
所
収
の
蘇
珠
の
詩
を
圭
に
蘇
轍
の

詩
と
比
較
し
て
'
そ
の
特
質
を
論
じ
た
箇
所
は
お
お
む
ね
首
肯
で
き

る
考
察
と
な
っ
て
い
る
｡
だ
が
'
文
学
論
に
つ
い
て
の
考
察

(八
二

-
三
頁
)
に
は
疑
問
を
感
じ
た
箇
所
が
な
い
わ
け
で
な
い
｡
こ
こ
で
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∵
,

氏
は

『南
行
集
』
序
文
の

｢夫
れ
昔
の
文
を
為
る
者
､
能
-
之
を
為

る
を
工
と
為
す
に
非
ず
｡
乃
ち
之
を
為
ら
ざ
る
能
わ
ざ
る
を
工
と
為

す
な
-
｣
-

書
こ
う
と
思
っ
て
書
い
た
文
章
で
は
な
-
書
か
ざ
る

を
得
ず
し
て
書
か
れ
た
文
章
こ
そ
が
本
来
の
文
章
で
あ
る
'
と
い
う

l
節
に
注
目
す
る
o
文
章
制
作
に
お
け
る
作
為
を
否
定
す
る
考
え
を

述
べ
た
も
の
で
あ
-
'
第
八
章
に
用
い
ら
れ
る
氏
の
テ
ク
ニ
カ
ル

タ
ー
ム
を
用
い
て
言
え
ば

｢自
費
主
義
｣
の
文
学
観
を
語
っ
た
言
葉

と
言
え
よ
う
｡
こ
の
文
学
観
が
蘇
樵
の
文
学
観
の
基
調
を
形
作

っ
て

い
る
と
い
う
の
が
'
本
論
考
の
主
眼
で
あ
る
｡
こ
の
指
摘
は

一
つ
の

卓
見
と
言
え
る
が
､
し
か
し
氏
が
こ
れ
を
次
の
よ
う
な
文
学
論
と
同

一
視
し
て
い
る
こ
と
に
は
疑
問
を
感
じ
る
｡
氏
が
取
-
あ
げ
る
の
は

｢答
謝
民
師
書
｣
(『東
披
後
集
』
巻
一
四
)
が
述
べ
る

｢大
略
そ
行
雲

流
水
の
如
-
'
初
め
は
走
質
無
-
'
但
だ
常
に
首
に
行
-
べ
き
所
に

行
き
'
常
に
止
ま
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
所
に
止
ま
る
｣
'
あ
る
い
は

｢自
評
文
｣
(『東
吸
題
蚊
』
巻
一
)
が
述
べ
る

｢吾
が
文
は
高
射
の
泉

源
の
如
-
､
地
を
揮
ば
ず
し
て
皆
な
出
ず
べ
し
｣
と
い
っ
た
言
葉
で

あ
る
が
'
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
文
章
の
自
由
な
書
き
方
'
規
範
に
と

ら
わ
れ
な
い
表
現
の
あ
-
方
を
水
の
動
き
に
愉
え
る
形
で
述
べ
た
も

の
で
あ

っ
て
'
書
か
ざ
る
を
得
ず
し
て
書
か
れ
た
文
章
こ
そ
が
異
の

文
章
で
あ
る
と
述
べ
る

『南
行
集
』
序
文
の
文
学
観
と
は
次
元
を
異

に
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
｡
些
細
な
違
い
で
あ
る
か
も
し
れ

な
い
が
'
蘇
株
の
文
学
論
に
つ
い
て
の
氏
の
議
論
の
根
幹
に
関
わ
る

論
鮎
で
あ
る
た
め
､
敢
え
て
私
見
を
述
べ
た
｡

第
六
章

｢蘇
拭
の
詩
に
お
け
る
修
節
1

響
喰

･
擬
人
法

･
典

故
｣
は
'
こ
れ
ま
で
の
五
章
が
蘇
戟
詩
の
思
想
内
容
に
焦
鮎
を
昔
て

た
考
察
で
あ
っ
た
の
に
封
し
て
'
言
語
表
現
そ
の
も
の
に
焦
鮎
を
普

て
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
｡
横
山
氏
の
蘇
戟
研
究
の
バ
ラ
ン
ス
の

よ
さ
が
'
こ
こ
に
も
見
て
取
れ
る
｡

横
山
氏
は
､
蘇
輯
詩
の
誓
職
を
分
析
す
る
に
首
た
っ
て
南
末
の
陳

贋

『文
則
』
の
肇
瞭
分
類
を
参
照
し
て
い
る
｡
氏
は
第
Ⅱ
部
第
五
章

｢藁
庭
堅
詩
論
考
｣
の
冒
頭
で
､
自
身
の
研
究
方
法
に
つ
い
て

｢宋

人
の
詩
は
ま
ず
宋
人
に
語
ら
せ
る
｣
(二
九
三
頁
)
と
い
う
こ
と
を
述

べ
て
い
る
｡
こ
こ
も
そ
の
よ
う
な
方
法
意
識
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ

ろ
う
｡
同
じ
宋
人
で
あ
る
陳
験
の
誓
瞭
論
に
操
っ
て
蘇
拭
の
誓
瞭
表

現
を
論
ず
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
方
法
そ
れ
自
膿
は
極
め
て
安

富
な
も
の
と
言
え
る
が
､
し
か
し
問
題
は
陳
験
の
馨
愉
分
類
が
ど
れ
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ほ
ど
の
有
数
性
を
持
つ
か
で
あ
る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
'
わ
た
し
は
極

め
て
懐
疑
的
で
あ
る
｡
何
故
か
と
言
え
ば
'
陳
膜
の
誓
喰
分
類
は
分

類
と
し
て
の
膿
を
な
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
｡
ミ
シ
ェ
ル

･
フ
ー
コ
ー

『言
葉
と
物
』
の
序
文
に

｢
シ
ナ

の
あ
る
百
科
事
典
｣
の
分
類
の
奇
妙
な
お
か
し
さ
が
印
象
探
-
取
-

あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
'
そ
れ
と
も
通
ず
る
論
理
の
階
梯
を
無
税
し
た

分
類
の
あ
り
方
は
､
今
日
の
知
の
僅
系
と
は
相
容
れ
な
い
｡
陳
験
の

分
類
方
法
そ
れ
自
健
を
考
察
の
封
象
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
と
も
か
-

(陳
験
の
分
類
法
を
通
し
て
中
国
文
人
の
言
語
表
現
に
封
す
る
見
方
を
分
析

す
る
研
究
は
十
分
に
取
-
組
む
債
値
が
あ
ろ
う
)'
そ
れ
を
我
々
自
身
の

考
察
に
採
用
す
る
こ
と
に
は
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
｡

本
論
考
は
'
響
職
の
他
に
擬
人
法
と
典
故
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い

る
｡
こ
こ
で
は
'
典
故
に
つ
い
て
の
考
察
に
感
じ
た
こ
と
を
述
べ
て

お
こ
う
｡
こ
こ
で
横
山
氏
は
蘇
拭
の
典
故
使
用
を
'
(
こ

典
故

(
二
)
用
事

(≡
)
沿
襲

(四
)
襲
句
の
四
類
に
分
け
'
(
一
)
に

つ
い
て
は

｢古
典
な
ど
先
行
す
る
典
籍
に
出
庭
を
求
め
ら
れ
る
語
の

詩
中
で
の
使
用
｣
'
(
二
)
に
つ
い
て
は

｢語
の
背
景
に
故
事
を
も
つ

典
故
の
使
用
｣
､
(≡
)
に
つ
い
て
は

｢先
人
の
詩
句
の
発
想
や
表
現

書

評

を
使
用
す
る
も
の
｣
､
(四
)
に
つ
い
て
は

｢沿
襲
の
徹
底
し
た
も
の

で
'
先
人
の
詩
句
を
そ
の
ま
ま
詩
中
に
用
い
る
も
の
｣
と
定
義
づ
け

て
い
る

(
一
三
四
頁
)｡
し
か
し
'
賓
際
に
は

(
一
)
と

(
二
)
の
閲

に
明
確
な
境
界
線
が
引
け
る
わ
け
で
は
な
い
｡
(三
)
と

(四
)
と

を
分
け
る
こ
と
は
そ
れ
な
り
に
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
が
'
し
か
し

(四
)
は
極
-
わ
ず
か
の
例
外
的
な
事
例
し
か
な
い
｡
果
た
し
て

一

つ
の
類
と
し
て
猫
立
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
か
｡
私
見
で
は

(
一
)
と

(
二
)
と
を
合
わ
せ
て

｢用
事
｣
､
(≡
)
と

(四
)
と
を

合
わ
せ
て

｢沿
襲

(襲
句
)｣
と
L
t
全
鰹
で
二
つ
の
類
に
分
け
る

程
度
に
と
ど
め
て
お
-
方
が
分
析
の
枠
組
み
と
し
て
は
よ
-
有
数
だ

と
思
わ
れ
る
｡
第
Ⅱ
部
第
五
章
で
氏
は
黄
庭
堅
の
典
故
使
用
に
つ
い

て
論
ず
る
が
､
そ
こ
で
も
こ
の
四
類
に
分
け
る
分
類
方
法
に
凍
っ
て

い
る
｡
氏
に
と
っ
て
は
重
要
な
分
類
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
'
陳
験

の
響
愉
分
類
と
同
様
'
分
類
と
し
て
の
有
効
性
を
や
や
放
い
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

第
七
章

｢宋
代
の
詩
と
詩
論
に
お
け
る

｢意
｣
に
つ
い
て
-

蘇

拭
を
中
心
と
し
て
｣
は
'
｢意
｣
と
い
う
概
念
を
め
ぐ
っ
て
考
察
を

加
え
た
も
の
で
あ
-
､
横
山
氏
の
蘇
拭
研
究
'
特
に
蘇
乾
の
文
学
観
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に
関
す
る
研
究
の
根
幹
を
な
す
論
考
で
あ
る
｡
中
国
の
文
学
論
の
根

本
問
題
に
つ
い
て
異
正
面
か
ら
考
察
を
試
み
た
鮎
で
も
大
い
に
注
目

さ
れ
る
も
の
と
言
え
よ
う
｡

本
論
考
の
第

一
節

｢宋
詩
は
倫
理
か
｣
に
は
'
横
山
氏
の
問
題
設

定
の
出
健
鮎
が
述
べ
ら
れ
る
｡

三
lロ
で
言
う
な
ら
ば
､
次
の
よ
う
に

な
る
だ
ろ
う
｡
こ
れ
ま
で
末
代
の
詩
は

｢理
｣
を
重
視
す
る

(｢尚

理
｣)
と
見
な
さ
れ
て
き
た
が
'

一
方
で

｢意
｣
を
重
視
す
る

(｢尚

意
｣)
傾
向
も
見
ら
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
宋
人
に
と
っ
て
の

｢意
｣
概
念
に
つ
い
て
再
検
討
の
必
要
が
あ
る
'
と
｡
だ
が
､
こ
の

出
費
鮎
で
わ
た
し
は
践
い
て
し
ま
っ
た
｡
｢理
｣
と
封
立
す
る
概
念

と
言
え
ば
､
普
通
は

｢情
｣
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
､
と
｡
賓
際
'
本

節
で
氏
が
挙
げ
る
明
の
楊
慣

『升
庵
詩
話
』
巻
四
は
､
唐
詩
と
宋
詩

と
を
野
比
し
て

｢唐
人
の
詩
は
情
を
圭
と
し
-
-
宋
人
の
詩
は
理
を

圭
と
す
｣
と
述

べ
て
い
る
｡
私
見

で
は
'
｢意
｣
は

｢理
｣
と

｢情
｣
の
ど
ち
ら
に
封
し
て
も
接
鮎
を
持
つ
概
念
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
｡
そ
れ
だ
け
に
'
本
節
の
議
論
に
は
困
惑
を
覚
え
た
｡
論
の
出
馨

鮎
と
な
る
部
分
だ
け
に
'
よ
-
丁
寧
な
論
述
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
｡

ち
な
み
に
､
第

一
節
の
冒
頭
で
氏
は

｢詩
は
志
を
言
う
｣
と

｢詩

は
情
に
縁
る
｣
と
い
う
中
国
の
詩
論
に
お
い
て
繰
-
返
し
唱
え
ら
れ

た
二
項
封
立
園
式
に
つ
い
て
も
梱
れ
て
い
る
｡
前
者
が
政
治
や
道
徳

を
重
視
し
た
文
学
観
'
後
者
が
感
情
や
美
を
重
視
し
た
文
学
観
と
し

て
､
封
比
的
な
文
学
観
を
形
作

っ
て
き
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い

(た
だ
し
'
こ
こ
で
私
見
を
差
し
挟
む
な
ら
ば
'
こ
れ
ま
で
両
者
の
閲
に
は

遠
い
ば
か
-
が
強
調
さ
れ
す
ぎ
た
嫌
い
が
あ
る
｡
｢志
｣
に
せ
よ

｢情
｣
に

せ
よ
､
ど
ち
ら
も
人
の
内
面
･
精
神
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
る
以
上
'
｢言

志
｣
と

｢嫁
情
｣
は
根
本
的
な
部
分
で
は
共
通
す
る
文
学
観
を
語
っ
た
も
の

と
言
え
な
-
も
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
賓
際
'
両
者
が
ほ
ぼ
同
様
の
意
味
で
用

い
ら
れ
､
互
換
可
能
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
事
例
は
古
-
か
ら
少
な

か
ら
ず
見
ら
れ
る
)｡
｢意
｣
を
問
題
に
す
る
本
論
考
が
何
故

｢言

志
｣
と

｢縁
情
｣
の
二
項
封
立
に
解
れ
て
い
る
の
か
｡
こ
の
鮎
に
つ

い
て
も
'
横
山
氏
の
論
述
は
や
や
不
明
瞭
で
あ
る
｡
｢意
｣
と

｢情

(緑
情
)｣
と
が
共
通
す
る
部
分
を
含
む
概
念
で
あ
る
と
見
な
し
た

か
ら
で
あ
ろ
う
か
｡
先
に
述
べ
た
よ
う
に
横
山
氏
は

｢理
｣
と

｢意
｣
と
を
封
立
す
る
関
係
に
あ
る
概
念
と
捉
え
て
い
る
よ
う
だ
が
､

そ
れ
を
踏
ま
え
て
こ
こ
で
は

｢理
｣
が

｢言
志
｣
の
文
学
観
に
'
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｢意
｣
が

｢縁
情
｣
の
文
学
観
に
封
麿
す
る
と
見
な
し
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
｡
だ
が
'
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
だ
と
す
れ
ば
'
や
は

り
も
っ
と
丁
寧
な
論
述
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
｡

｢意
｣
と

い
う
語

の
あ
ら
わ
す
意
味

の
範
囲
は
'
｢理
｣
や

｢情
｣
よ
り
も
幅
が
廉
-
'

一
筋
縄
で
は
整
理
し
き
れ
な
い
と
こ
ろ

が
あ
る
｡
本
論
考
で
横
山
氏
は
､
第
二
節

｢主
意
と
含
意
｣'
第
三

節

｢新
意
｣
'
第
四
節

｢立
意
と
用
意
及
び
命
意
｣
と
い
う
ふ
う
に

｢意
｣
概
念
を
幾
つ
か
に
分
類
し
て
論
を
進
め
て
い
る

(第
四
節
の

｢立
意
｣
｢用
意
｣
｢命
意
｣
と
い
う
分
類
は

『詩
人
玉
層
』
巻
六
の
分
類
を

借
-
た
も
の
で
あ
る
)｡
こ
れ
ら
の
分
類
も
､
果
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
の

有
数
性
を
持
つ
の
か
'
わ
た
し
に
は
疑
問
で
あ
る
｡
先
に
第
六
章
に

つ
い
て
述
べ
た
こ
と
と
も
重
な
る
が
'
分
類
と
し
て
論
理
の
階
梯
に

混
乱
が
見
ら
れ
る
し
､
不
必
要
と
感
じ
ら
れ
る
分
類
も
な
い
わ
け
で

は
な
い
｡
蘇
拭
の
文
学
論
に
お
け
る

｢意
｣
の
特
質
を
明
ら
か
に
す

る
上
で
あ
ま
-
有
効
な
分
類
と
な
っ
て
い
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
｡

一
般
的
に
言
っ
て
'
中
国
の
文
学
論
に
つ
い
て
考
察
す
る
場
合
､

｢意
｣
な
ど
の
概
念
語
そ
れ
だ
け
を
取
り
出
し
て
あ
れ
こ
れ
と
考
察

を
加
え
る
の
は
あ
ま
-
生
産
的
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
コ
ン

書

評

テ
ク
ス
ト
次
第
で
特
殊
な
意
味
を
負
う
ケ
ー
ス
も
あ
れ
ば
'
極
-
過

常
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
-
'
そ
れ
を
ひ
と
し
な
み
に

論
ず
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
本
書
全
鰻
を
通
し
て
､

横
山
氏
は
宋
代
文
人
が
用
い
る
語
に
と
ら
わ
れ
過
ぎ
て
い
る
嫌
い
が

あ
る
｡
彼
ら
の
用
い
る
語
に
寄
-
添
い
つ
つ
も
､
そ
れ
と
の
閲
に
適

切
な
距
離
を
確
保
す
る
こ
と
が
不
可
紋
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
た
め
に
'

ど
の
よ
う
な
覗
鮎

･
方
法
が
求
め
ら
れ
る
の
か
'
我
々
に
と
っ
て
重

要
な
課
題
で
あ
る
｡

第
八
章

｢蘇
乾
と
黄
庭
堅
-
上

目
費
主
義
と
古
典
主
義
｣
は
'
蘇

鞍
と
黄
庭
堅
の
文
学
論
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
横
山
氏
の

言
う

｢自
尊
主
義
｣
と
は
自
然
な
費
露
か
ら
な
る
文
学
を
重
視
し
た

蘇
鞍
の
文
学
観
を
'
｢古
典
主
義
｣
と
は
博
学
を
背
景
に

｢用
事
｣

を
重
視
し
た
黄
庭
堅
の
文
学
観
を
そ
れ
ぞ
れ
指
し
て
い
る
｡
有
-
鰹

に
言
う
な
ら
ば
'
天
才
型
の
蘇
乾
と
秀
才
型
の
黄
庭
堅
と
い
う
封
比

を
示
し
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡

本
論
考
の
論
述
に
は
あ
ま
り
大
き
く
困
惑
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た

が
'
し
か
し

一
つ
だ
け
大
き
な
疑
問
を
感
じ
た
鮎
が
あ
る
｡
そ
れ
は

｢主
知
主
義

(圭
知
性
)｣
と
い
う
概
念
の
扱
い
で
あ
る
｡
横
山
氏
は
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｢主
知
主
義
｣
な
る
も
の
を
蘇
拭

･
責
庭
堅
に
共
通
す
る
特
質
と
し

て
論
じ
て
い
る

(
一
七
二
頁
､
一
七
四
頁
)

｡
確
か
に
'
責
庭
堅
に
つ

い
て
氏
が
述
べ
る

｢古
典
主
義
｣
に
は

｢主
知
主
義
｣
の
色
彩
が
色

濃
-
あ
ら
わ
れ
て
い
よ
う
｡
だ
が
､
蘇
軟
に
つ
い
て
氏
が
述
べ
る

｢自
費
主
義
｣
に
つ
い
て
は
ど
う
か
｡

l
般
的
に
言
っ
て

｢自
尊
主

義
｣
と
は

｢主
知
主
義
｣
と
相
容
れ
な
い
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
｡
も
ち
ろ
ん

｢主
知
主
義
｣
は
末
代

(特
に
北
宋
)
の
文
学
全

膿
に
通
ず
る
最
大
の
特
色
で
あ
り
'
蘇
拭
に
も

｢主
知
主
義
｣
的
な

傾
向
を
認
め
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
ろ
う
｡
だ
が
'
そ
う
で
あ

る
か
ら
こ
そ
'
氏
に
は

｢自
尊
主
義
｣
と

｢主
知
主
義
｣
の
関
係
に

つ
い
て
明
確
に
論
述
し
て
ほ
し
か
っ
た
と
思
う
｡

蘇
拭
と
責
庭
堅
'
両
者
の
間
に
は
共
通
鮎
も
あ
れ
ば
相
違
鮎
も
あ

る
｡
本
論
考
で
は
'
蘇
拭
と
責
庭
堅
の
共
通
鮎
と
相
違
鮎
が
う
ま
-

整
理
さ
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ

た
が
'
こ
れ
も
ま
た
我
々
が
氏
か
ら
受
け
詣
い
で
取
り
組
む
べ
き
課

題
で
あ
る
だ
ろ
う
｡*

*

*

第
Ⅱ
部

｢末
代
詩
人
の
詩
と
詩
論
｣
に
は
'
蘇
拭
以
外
の
宋
代
文

人
､
欧
陽
修

･
梅
毒
臣

･
王
安
石

･
責
庭
堅

･
陳
師
道

･
陳
輿
義

･

陸
瀞

･
楊
寓
里

･
朱
書
に
つ
い
て
論
じ
た
十
篇
の
論
考
を
収
め
る
｡

北
宋
の
み
な
ら
ず
南
宋
に
ま
で
及
ぶ
幅
廉
い
時
代
の
文
人
が
取
-
あ

げ
ら
れ
て
お
-
'
横
山
氏
の
視
野
の
贋
さ
が
遺
憾
な
-
聾
揮
さ
れ
て

い
る
｡
欧
陽
修

･
梅
重
臣

･
王
安
石

･
蘇
戟

･
黄
庭
堅

･
陸
源
と

い
っ
た
文
人
に
つ
い
て
は
'
こ
れ
ま
で
に
あ
る
程
度
の
研
究
が
蓄
積

さ
れ
て
い
る
が
'
陳
師
道

･
陳
輿
義

･
楊
寓
里
に
つ
い
て
の
研
究
は

極
め
て
少
な
い
｡
そ
の
鉄
を
早
-
か
ら
補
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う

鮎
に
お
い
て
も
'
貴
重
な
成
果
と
言
え
る
｡
こ
こ
で
は
梅
尭
臣

･
陳

師
道

･
楊
寓
里
に
つ
い
て
論
じ
た
三
篇
の
論
考
に
つ
い
て
述
べ
て
み

た

い

｡

第

二
章

｢梅
尭
臣
の
詩
論
｣
は
梅
尭
臣
の
詩
と
詩
論
に
つ
い
て
､

圭
に
陶
淵
明

･
院
籍
と
の
闘
わ
-
'
｢平
淡
｣
の
詩
風
と
い
っ
た
二

つ
の
税
鮎
か
ら
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
｡
｢平
淡
｣
を
め
ぐ
る
考
察

で
あ
る
鮎
は
､
第
Ⅲ
部
第
三
章

｢宋
詩
論
に
み
る

『平
淡
の
腰
』
に

つ
い
て
｣
と
も
重
な
る
も
の
で
あ
る
｡

こ
こ
で
横
山
氏
は
梅
尭
臣
に
大
き
な
影
響
を
輿
え
た
先
行
文
人
と
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し
て
院
籍

･
陶
淵
明
を
取
り
あ
げ
'
梅
重
臣
は
院
籍

･
陶
淵
明
の
受

容
を
通
し
て

｢平
淡
｣
の
作
風
を
切
-
開
い
た
と
い
う
指
摘
を
行
っ

て
い
る
｡
氏
は
言
う
｡
｢(梅
尭
臣
は
)
深
い
思
想
を
飾
-
過
ぎ
ぬ
的

確
な
言
葉
で
表
現
し
よ
う
｡
そ
う
願
う
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
の
よ

う
な
詩
法
を
院
籍

･
陶
淵
明
に
学
ん
だ
の
で
あ
る
｣
(二
六
五
頁
)
と
｡

た
い
へ
ん
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
が
'
し
か
し

一
方
で
疑
問
も
感
じ

る
｡
陶
淵
明
の
受
容
が

｢平
淡
｣
へ
と
つ
な
が
っ
た
と
い
う
の
は
確

か
に
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
院
籍
に
つ
い
て
は
ど
う
か
｡

氏
自
身
'
院
籍
に
つ
い
て
は

｢そ
の
詩
は
人
の
誇
-
に
よ
っ
て
細
い

を
招
-
こ
と
を
さ
け
て
､
牢
直
な
表
現
を
と
ら
ず
'
曲
折
し
た
表
現

の
う
ち
に
深
い
内
容
を
ひ
そ
ま
せ
る
詩
法
を
取
っ
た
｣
(二
六
三
頁
)

と
述
べ
て
い
る
が
､
こ
れ
は

｢平
淡
｣
と
は
全
-
異
な
る
方
向
性
を

持
つ
詩
法
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

第
三
章

｢陳
師
道
の
詩
と
詩
論
｣
は
､
｢詩
人
の
人
生
と
'
そ
の

作
品
と
は
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
｣
(三
四
四
頁
)
と
の
税
鮎
に
立
っ

て
'
前
半
に
陳
師
道
の
人
生
と
関
連
づ
け
な
が
ら
彼
の
詩
の
特
質
を

考
察
し
'
後
半
に
陳
師
道
の
詩
論
の
特
質
を
考
察
す
る
と
い
う
構
成

に
な
っ
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
'
陳
師
道
の
詩
論
を
論
じ
た
部
分
に
欄

書

評

馨
さ
れ
て
感
じ
た
こ
と
を
述
べ
た
い
｡
な
お
'
氏
が
取
り
あ
げ
る
陳

師
道
の
詩
論
は
す
べ
て

『後
山
詩
話
』
の
言
葉
で
あ
る

(こ
の
詩
話

が
陳
師
道
の
著
で
あ
る
か
百
か
は
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
､
氏
は
そ

れ
に
つ
い
て
は
鯛
れ
て
い
な
い
)｡

『後
山
詩
話
』
の
詩
論
に
関
し
て
､
わ
た
し
が
注
目
し
た
い
の
は

｢語

(詞
)｣
と

｢意
｣
の
二
項
封
立
園
式
で
あ
る
｡
｢語
｣
と
は
言

語
の
表
現
形
式
を
､
｢意
｣
と
は
表
現
内
容
を
指
す
と
理
解
し
て
お

い
て
い
い
だ
ろ
う
｡
私
見
で
は
'
宋
代
の
詩
論
に
お
い
て
最
も
重
要

な
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
が
'
こ
の

｢語
｣
と

｢意
｣
と
の
関
係
を

め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
｡
黄
庭
堅
の
唱
え
た

｢鮎
裁
成
金
｣
｢換
骨
奪

胎
｣
に
し
て
も
､
根
本
的
に
は

｢語
｣
と

｢意
｣
と
の
関
係
性
を
め

ぐ
る
議
論
と
言
え
る
｡
そ
の
種
の
議
論
が
'
『後
山
詩
話
』
に
も
頻

出
す
る
の
で
あ
る
｡
特
に
'
先
行
す
る
詩
人
の
表
現
を
ど
の
よ
う
に

自
ら
の
作
品
に
活
用
す
る
か
､
い
わ
ゆ
る

｢沿
襲
｣
を
め
ぐ
る
議
論

と
連
動
す
る
形
で
｡
日
-
､
｢語
は
少
な
-
し
て
意
は
贋
し
｣'
｢語

は
拙
と
雑
も
意
は
工
な
-
｣
'
｢語
は
樫
な
る
も
意
は
切
な
-
｣､
｢語

意
皆
な
工
な
-
｣
等
々
｡
｢語
｣
と

｢意
｣
の
関
係
と
い
う
視
鮎
か

ら
､
『後
山
詩
話
』
の
詩
論
を
責
庭
堅
な
ど
宋
代
文
人
の
詩
論
全
膿
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の
な
か
に
位
置
づ
け
て
考
察
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
｡

な
お
'
本
論
考
で
横
山
氏
は
杜
甫
の

｢寄
｣
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ

た
陳
師
道
の
詩
論
を
重
視
す
る
が

(三
五
五
頁
)'
そ
う
で
あ
る
な
ら

ば
何
故

『後
山
詩
話
』
に
見
え
る
次
の
一
節
を
取
-
あ
げ
な
い
の
だ

ろ
う
か
｡
｢王
介
甫
は
工
な
る
を
以
て
し
､
蘇
子
曙
は
新
な
る
を
以

て
L
t
黄
魯
直
は
奇
な
る
を
以
て
す
る
も
'
子
美
の
詩
は
奇
と
常
､

工
と
易
'
新
と
陳
と
好
か
ら
ざ
る
は
莫
し
｣
｡
｢寄
｣
｢工
｣
｢新
｣
と

い
っ
た
側
面
と

｢常
｣
｢易
｣
｢陳
｣
と
い
っ
た
側
面
と
を
兼
ね
備
え

た
詩
人
と
し
て
杜
甫
を
高
-
許
慣
し
た
言
葉
で
あ
る
が
'
こ
れ
は

『後
山
詩
話
』
に
お
い
て
杜
甫
と
そ
の

｢奇
｣
が
ど
の
よ
う
に
捉
え

ら
れ
て
い
た
か
を
考
察
す
る
上
で
'
極
め
て
重
要
な
聾
吉
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
｡

第
九
章

｢楊
蔑
里
の
詩
論
と
詩
-

近
鰹
詩
を
中
心
と
し
て
｣
は
'

楊
寓
里
の
詩
の
愛
蓮
を
彼
の
人
生
と
関
連
づ
け
な
が
ら
詩
論
を
も
視

野
に
入
れ
て
絶
合
的
に
論
じ
た
も
の
で
あ
る
｡
楊
商
里
は

『槍
浪
詩

話
』
に
お
い
て

｢誠
斎
膿
｣
と
い
う
詩
膿
の
名
を
輿
え
ら
れ
て
も
い

る
よ
う
に
､
南
宋
に
あ
っ
て
は
濁
臼
の
ス
タ
イ
ル
を
確
立
し
た
詩
人

と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
が
'
そ
の
割
に
こ
れ
ま

で
は
十
分
な
研
究
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
｡
そ
の
意
味
で
も
本
論

考
は
貴
重
な
成
果
で
あ
る
｡

た
だ
'
わ
た
し
は
本
論
考
の
出
だ
し
の
部
分
で
置
い
て
し
ま
っ
た
｡

冒
頭
､
横
山
氏
は
楊
寓
里
が
初
期
の
江
西
詩
派
の
影
響
下
に
あ
っ
た

作
風
か
ら

｢平
静
な
心
境
｣
を
う
た
う
作
風
へ
と
奨
化
を
遂
げ
た
こ

と
を
論
じ
て
い
る
｡
こ
こ
で
氏
は

｢江
西
詩
派
の
詩
人
を
気
ど
-
請

を
多
作
し
て
い
た
｣
初
期
の
詩
と
し
て

｢除
夕
前

一
日
'
蹄
舟
夜
泊

曲
渦
市
'
宿
治
平
寺
｣
(『誠
密
集
』
巻

一
)
の

｢市
人

歌
い
呼
び

て
時
節
を
作
す
'
詩
人

両
膝

頼
よ
-
も
高
し
｣
を
取
-
あ
げ
､

｢寒
さ
を
倣
え
て
身
を
か
が
め
て
い
る
-
-
苦
吟
の
姿
｣
だ
と
解
し

て
い
る

(四
一
二
頁
)
｡
だ
が
'
こ
の
詩
は
旗
か
ら
家
に
締
る
途
中
､

や
む
を
得
ず
宿
泊
し
た
寺
で
の
わ
び
し
い
自
分
の
姿
-

周
囲
は
年

の
瀬
を
迎
え
て
賑
わ
っ
て
い
る
の
に
'
膝
を
抱
え
て
し
ょ
ん
ぼ
り
と

し
て
い
る
姿
を
淡
々
と
し
た
語
-
口
で
う
た
っ
た
詩
で
あ
っ
て
'

｢江
西
詩
振
｣
と
も

｢苦
吟
｣
と
も
お
そ
ら
-
関
係
し
な
い
｡
ま
た
'

氏
は
楊
寓
里
が
初
期
の
作
風
か
ら
脱
却
し
た
こ
と
を
示
す
詩
と
し
て

｢閑
居
初
夏
午
睡
起
二
絶
句
｣
其

一
(『誠
密
集
』
省
三
)
を
取
-
あ
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げ
､
こ
の
詩
に
つ
い
て
張
夜
が
述
べ
た
評
語

｢胸
襟
透
脱
｣
に
着
目

す
る
｡
氏
は
､
こ
の
評
語
は
楊
寓
里
の

｢椎
的
あ
る
い
は
追
撃
的
な

心
境
｣
を
指
摘
し
た
も
の
と
解
す
る

(四
二

頁
)

｡
だ
が
､
こ
れ
は

｢胸
中
に
と
ら
わ
れ
が
な
-
す
っ
き
-
し
た
｣
と
い
う
よ
う
な
意
味

で
あ
っ
て
､
｢碍
｣
や

｢追
撃
｣
と
の
関
係
を
謹
み
取
る
の
は
や
や

探
謹
み
に
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

本
論
考
で
も
横
山
氏
は
詩
話
を
盛
ん
に
活
用
す
る
｡
例
え
ば
､
楊

寓
里
に
猫
特
の
詩
論
と
し
て

｢句
外
の
意
｣
を
め
ぐ
る
議
論
を
取
り

あ
げ
て
分
析
を
加
え
た
と
こ
ろ
で
は

｢詩
に
句
中
に
其
の
節
無
き
も

句
外
に
其
の
意
有
る
者
有
-
｣
と
い
う

一
節
を
含
む

『誠
斎
詩
話
』

の
議
論
を
挙
げ
な
が
ら
興
味
深
い
問
題
を
指
摘
し
て
い
る

(四
二
六

-
七
頁
)｡
こ
の
部
分
に
つ
い
て
へ
わ
た
し
は
何
故

｢味
外
の
味
｣

を
め
ぐ
る
楊
甫
里
の
詩
論
を
取
り
あ
げ
な
い
の
か
'
疑
問
に
感
じ
た
｡

｢味
外
の
味
｣
と
は

｢習
斎
論
語
講
義
序
｣
(『誠
斎
集
』
巻
七
七
)
に

見
え
る
語
｡
こ
の
他
に
も
'
楊
高
里
に
は

｢味
｣
な
る
概
念
に
よ
っ

て
詩
を
説
明
す
る
議
論
が
少
な
-
な
い
｡
例
え
ば
､
｢陳
庵
詩
稿
序
｣

(『誠
密
集
』
巻
八
三
)
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
｡
｢夫
れ
詩
は
何
為
る

者
ぞ
｡
其
の
詞
を
筒
ぶ
の
み
｡
日
-
'
詩
を
善
-
す
る
者
は
詞
を
去

書

評

る
.
然
ら
ば
則
ち
其
の
意
を
箇
ぶ
の
み
｡
日
く
'
詩
を
善
く
す
る
者

は
意
を
去
る
｡
然
ら
ば
則
ち
詞
を
去
-
意
を
去
れ
ば
則
ち
詩
は
安
-

に
在
る
か
-
-
｣
-

｢詞

(請
)｣
を
去
-
､
更
に
は

｢意
｣
を

も
去
っ
た
と
こ
ろ
に
詩
の
本
質
は
あ
る
の
で
あ
っ
て
'
詩
の
本
質
の

あ
り
方
は

｢味
｣
の
そ
れ
に
も
似
る
､
と
｡
こ
の
後
で
楊
寓
里
は

｢奈
｣
(茶
)
の
味
わ
い
に
瞭
え
る
形
で
詩
の
本
質
を
説
明
し
て
い

◆よさ

る
｡
ま
た
'
『誠
粛
詩
話
』
に
も

｢詩
の
己
に
蓋
き
て
味
の
方
に
永

き
は
乃
ち
善
の
善
な
-
｣
と
あ
っ
て
'
言
葉
が
蓋
き
た
と
こ
ろ
に
生

ず
る

｢昧
｣
に
こ
そ
詩
の
す
ぼ
ら
し
さ
が
存
す
る
と
い
う
議
論
が
な

さ
れ
て
い
る
｡
｢句
外
の
意
｣
に
着
日
す
る
の
で
あ
れ
ば
､
こ
れ
ら

｢味
｣
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
も
ぜ
ひ
梱
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

ち
な
み
に
'
楊
寓
里
の
詩
論
に
つ
い
て
横
山
氏
は

｢江
西
詩
派
の
詩

法
を
基
盤
と
し
て
い
る
｣
(四
二
八
頁
)
と
概
括
し
て
い
る
が
､

｢味
｣
を
め
ぐ
る
議
論
は
江
西
詩
波
の
詩
法
と
は
異
な
る
方
向
性
を

示
す
も
の
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
本
論
考
を
通
し
て
氏

は
盛
ん
に
楊
寓
里
に
お
け
る

｢江
西
濃
｣
(江
西
詩
液
の
詩
法
)
の
影

響
を
言
う
が
'
し
か
し
肝
心
の

｢江
西
佳
｣
の
中
身
が
明
確
に
押
さ

え
ら
れ
て
い
な
い
た
め
､
わ
か
-
に
-
い
と
こ
ろ
が
多
い
と
感
じ
ら
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第
Ⅲ
部

｢宋
代
詩
論
｣
は
'
宋
代
の
詩
論
に
つ
い
て
論
じ
た
論
考

を
収
め
る
｡
全
膿
は
五
章
か
ら
な
-
'
『槍
浪
詩
話
』
'
そ
し
て
末
代

の
詩
論
に
お
け
る
椎
の
影
響
や

｢平
淡
の
膿
｣
と
い
っ
た
問
題
が
論

じ
ら
れ
て
い
る
｡
先
述
の
よ
う
に
'
横
山
氏
は
詩
話
の
研
究
か
ら
出

費
し
た
と
い
う
｡
そ
の
意
味
で
は
氏
の
研
究
の
原
鮎
が
示
さ
れ
て
い

る
部
分
で
あ
-
､
そ
れ
だ
け
に
力
の
こ
も
っ
た
論
考
が
並
ん
で
い
る
｡

ま
た
'
第
Ⅳ
部

｢唐
詩
と
宋
代
文
学
｣
は
'
末
代
文
人
の
詩

･
詩
論

と
の
関
連
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
'
他
の
時
代
の
文
人
や
詩
以
外
の

ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
論
じ
た
論
考
を
収
め
る
｡
全
健
は
八
草
か
ら
な

り
'
唐
の
王
経
か
ら
元
の
悦
撃
に
至
る
ま
で
の
幅
廉
い
時
代
の
文
人
'

ま
た

｢話
本
｣
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
ま
で
も
が
取
-
あ
げ
ら
れ
て
お
り
'

氏
の
幅
廉

い
関
心
が
窺
わ
れ
る
｡
第
Ⅲ
部

･
第

Ⅳ
部
に
つ
い
て
も

我
々
が
横
山
氏
か
ら
受
け
継
ぐ
べ
き
も
の
は
少
な
-
な
い
｡
今
回
は

わ
た
し
の
力
不
足
ゆ
え
に
論
評
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
'

今
後
あ
ら
た
め
て
精
議
を
試
み
た
い
と
思
う
｡

以
上
'
第
Ⅰ
部

･
第
Ⅱ
部
を
中
心
に
横
山
伊
勢
雄
氏
の
大
著

『末

代
文
人
の
詩
と
詩
論
』
を
謹
ん
で
感
じ
た
こ
と
'
気
づ
い
た
こ
と
を

述
べ
て
き
た
｡
こ
の
貴
重
な
成
果
を
い
か
に
し
て
受
け
継
ぎ
､
蓉
展

さ
せ
る
か
'
輿
え
ら
れ
た
課
題
の
大
き
さ
を
思
う
と
粛
然
た
ら
ざ
る

を
得
な
い
｡

(創
文
社
へ
二
〇
〇
九
年
六
月
'
線
七
七
七
頁
)
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