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『
草
堂
詩
餘
』
の
類
書
的
性
格
に
つ
い
て

藤 

原　

祐 

子　
　
　

　
　
　

一
、
は
じ
め
に

　
『
草
堂
詩
餘
』
は
、
南
宋
末
の
編
纂
に
係
る
と
さ
れ
る
唐
宋
詞
の
選
集
本
で
あ
る
が
、
文
学
史
の
上
か
ら
の
み
な
ら
ず
、「
書
籍
の
出

版
と
そ
の
読
者
」
と
い
う
社
会
史
的
な
観
点
か
ら
も
、
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
書
籍
で
あ
る
。
こ
の
詞
選
集
は
元
明
期
に
頻
繁
に

増
補
改
訂
が
施
さ
れ
、
次
々
に
新
た
な
『
草
堂
詩
餘
』
が
刊
行
さ
れ
た
ば
か
り
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
刊
本
間
の
異
同
も
甚
だ
し
い
。
そ
の

状
況
は
詩
選
集
で
い
え
ば
『
千
家
詩
』
と
類
似
し
て
お
り
、
原
形
は
お
ろ
か
版
本
の
系
統
す
ら
に
わ
か
に
定
め
が
た
い
。
唐
宋
詞
各
作

品
の
テ
キ
ス
ト
流
伝
の
原
形
を
探
る
上
で
は
必
ず
し
も
「
使
い
勝
手
」
の
よ
い
書
籍
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、『
草
堂
詩
餘
』

の
こ
の
「
使
い
勝
手
」
の
悪
さ
は
、
実
は
『
草
堂
詩
餘
』
の
か
つ
て
の
「
使
わ
れ
方
」
を
物
語
っ
て
い
る
。『
草
堂
詩
餘
』
は
、
か
つ

て
は
最
も
「
使
い
勝
手
」
の
よ
い
詞
選
集
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
何
度
も
増
補
改
訂
さ
れ
、
新
し
い
刊

本
が
次
々
と
世
に
送
り
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
流
布
と
浸
透
を
証
明
す
る
か
の
如
く
、
明
清
期
の
詞
話
に
は
『
草
堂
詩
餘
』
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『
草
堂
詩
餘
』
の
類
書
的
性
格
に
つ
い
て

に
言
及
す
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
同
じ
南
宋
期
に
編
纂
さ
れ
た
詞
選
集
に
は
他
に
『
楽
府
雅
詞
』『
花
庵
詞
選
』
な
ど
も
あ
る
が
、

版
本
の
量
、
言
及
の
数
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、『
草
堂
詩
餘
』
に
は
遠
く
及
ば
な
い①

。
そ
こ
で
、
本
論
に
入
る
前
に
ま
ず
『
草
堂
詩
餘
』

の
概
略
を
述
べ
て
お
こ
う
。

　
『
草
堂
詩
餘
』
の
主
な
刊
本
に
つ
い
て
は
、
中
田
勇
次
郎
氏
に
す
で
に
詳
細
な
考
察
が
あ
る②

。
そ
れ
に
よ
る
と
、『
草
堂
詩
餘
』
の
最

も
早
い
刊
本
は
南
宋
寧
宗
期
に
は
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら
現
存
し
な
い③

。『
草
堂
詩
餘
』
の
諸
刊
本
は
、
大

き
く
分
け
て
、
四
季
雑
題
に
配
列
さ
れ
た
「
分
類
本
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
、
詞
の
長
短
及
び
詞
牌
別
に
配
列
さ
れ
た
「
分
調
本
」
と

呼
ば
れ
る
も
の
の
二
系
統
が
あ
る
。
分
類
本
の
体
例
は
、
六
朝
唐
代
以
来
の
類
書
類
（
天
・
歳
時
に
始
ま
り
花
木
鳥
獣
に
終
わ
る
）
や
歳
時

記
類
（
上
元
・
寒
食
と
い
っ
た
節
序
の
分
類
）
に
範
を
得
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
さ
ら
に
詞
註
と
詞
話
を
伴
っ
て
い
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。

分
調
本
は
詞
を
字
数
の
多
少
に
よ
っ
て
「
小
令
」「
中
調
」「
長
調
」
の
三
種
に
分
か
っ
て
編
纂
し
、
詞
註
や
詞
話
を
附
さ
な
い
も
の
も

多
い
。

　

分
類
本
と
分
調
本
そ
れ
ぞ
れ
の
成
立
の
先
後
に
つ
い
て
は
、
王
国
維
（『
王
観
堂
先
生
全
集
』
册
四
「
庚
辛
之
間
読
書
記
」）・
趙
万
里
（「『
校

輯
宋
金
元
人
詞
』
引
用
書
目
」）
両
氏
に
既
に
考
察
が
あ
り
、
そ
の
見
解
は
以
下
の
三
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
分
調
本
が
附
す
る
小
題
は
分
類
本
の
子
目
と
一
致
す
る
。

②
分
類
本
は
撰
者
不
明
の
場
合
は
そ
の
名
を
書
き
入
れ
る
場
所
を
空
け
て
あ
る
が
、
分
調
本
は
分
類
本
が
そ
の
前
の
詞
に
記
す
撰

人
を
そ
の
ま
ま
当
て
て
撰
者
と
し
て
い
る
。

③
分
調
の
方
式
は
他
に
範
と
す
べ
き
文
献
が
な
い
。

　

結
論
と
し
て
は
、
分
類
本
を
詞
牌
ご
と
に
配
列
し
直
し
た
も
の
が
分
調
本
な
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
版
本
と
し
て
の
起
源
は
分
類
本
の

ほ
う
が
古
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
見
解
に
つ
い
て
は
中
田
氏
も
賛
同
の
意
を
示
さ
れ
て
お
り
、
筆
者
も
同
様
に
考
え
る
。
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分
類
本
系
統
の
刊
本
を
み
て
み
る
と
、現
存
で
は
元
朝
期
の
も
の
が
早
い
。
筆
者
は
、現
存
で
最
も
古
い
と
さ
れ
る
京
都
大
学
所
蔵（
狩

野
博
士
旧
蔵
本
）
至
正
三
年
刊
本
を
は
じ
め
、明
洪
武
二
十
五
年
遵
正
書
堂
刊
本
（『
続
修
四
庫
全
書
』
所
収
）、明
嘉
靖
中
安
粛
荊
聚
刊
本
（『
四

部
叢
刊
』所
収
）を
見
た
ほ
か
、村
上
哲
見
先
生
の
ご
厚
意
に
よ
り
、明
嘉
靖
二
十
八
年
李
謹
輯
刊
本
、明
万
暦
四
十
二
年
顧
従
敬
編
刊
本（
と

も
に
東
洋
文
庫
蔵
、
た
だ
し
顧
本
は
分
調
本
）
を
、
参
照
さ
せ
て
頂
い
た
。
そ
れ
ら
古
い
刊
本
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
細
か
な
異
同
は
あ
る
も
の
の
、

体
例
・
収
録
作
品
・
詞
註
・
詞
話
と
い
っ
た
要
素
は
、
古
い
も
の
か
ら
新
し
い
も
の
へ
と
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い

よ
う
に
思
わ
れ
る④

。『
草
堂
詩
餘
』
の
版
本
と
し
て
の
原
形
は
も
ち
ろ
ん
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
元
朝
期
か
ら
明
初
に
か
け
て
は
共
通

の
詞
註
・
詞
話
等
が
「
分
類
本
」
の
形
で
継
承
さ
れ
続
け
、「
分
調
本
」
と
は
そ
う
し
て
継
承
さ
れ
た
作
品
群
が
詞
牌
に
よ
る
「
検
索
」、

つ
ま
り
一
種
の
詞
譜
と
し
て
の
利
用
が
可
能
な
よ
う
に
並
べ
替
え
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
の
目
的
は
、『
草
堂
詩
餘
』
の
比
較
的
古
い
分
類
本
系
統
の
刊
本
の
中
に
、「
読
む
書
物
」
で
あ
る
よ
り
も
「
引
か
れ
る
書
物
」、

す
な
わ
ち
「
類
書
」
と
し
て
の
性
格
を
探
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
文
学
論
の
立
場
か
ら
一
首
一
首
の
詞
が
選
択
さ
れ
て
配
列
さ

れ
た
詞
華
集
と
し
て
『
草
堂
詩
餘
』
を
見
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
羅
列
・
網
羅
を
目
指
し
て
編
ま
れ
た
詞
選
集
と
見
る
。
そ
し
て
こ
の
意

味
で
、『
草
堂
詩
餘
』
を
「
類
書
的
」
で
あ
る
と
考
え
る
。
以
下
の
論
述
に
於
い
て
は
、
筆
者
が
目
睹
し
得
た
刊
本
の
う
ち
、
最
も
完

備
し
た
明
洪
武
二
十
五
年
遵
正
書
堂
刊
本
を
底
本
と
す
る⑤

。
で
は
、『
草
堂
詩
餘
』
が
い
か
に
「
類
書
的
」
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
、
そ
の
収
録
さ
れ
る
詞
と
詞
註
、
詞
話
の
各
方
面
か
ら
、
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
い
。

　
　
　

二
、
収
録
さ
れ
る
詞

　
『
草
堂
詩
餘
』
は
、
ま
ず
な
に
よ
り
「
雑
多
」
な
詞
選
集
で
あ
り
、
そ
の
網
羅
的
と
い
う
面
か
ら
す
れ
ば
「
類
書
的
」
と
い
っ
て
も



―27―

『
草
堂
詩
餘
』
の
類
書
的
性
格
に
つ
い
て

よ
い
特
徴
を
持
つ
。
そ
の
雑
多
さ
は
、
収
録
さ
れ
る
詞
に
端
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
、
た
と
え
ば
他
の
詞
選
集
が
掲
載
し
な
い
無
名
氏

や
無
名
詞
人
の
作
品
を
多
く
収
録
す
る
。
分
類
本
に
は
作
者
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
詞
が
ま
ま
あ
り
、
来
歴
が
よ
く
分
か
ら
な
い
作
品

も
多
い
。

　
『
草
堂
詩
餘
』の
み
が
収
録
す
る
作
品
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、無
名
氏
の
作
品
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

『
草
堂
詩
餘
』
は
、『
全
宋
詞
』
な
ど
の
整
理
に
よ
っ
て
も
作
者
を
特
定
で
き
ず
、
無
名
氏
と
さ
れ
て
い
る
作
品
を
四
十
餘
首
収
録
す
る
。

そ
れ
を
含
め
た
『
草
堂
詩
餘
』
に
収
録
さ
れ
る
作
品
群
が
、
い
か
な
る
性
格
を
有
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
朱
彝
尊
が
『
楽
府
雅
詞
』
の

跋
文
と
し
て
書
い
た
次
の
文
章
（『
曝
書
亭
集
』
巻
四
十
三
）
を
読
め
ば
明
ら
か
だ
ろ
う
。

長
短
句
を
作
り
て
必
ず
「
雅
詞
」
と
曰
う
は
、蓋
し
、詞
は
雅
を
以
て
尚
し
と
為
す
な
ら
ん
。
是
の
編
（『
楽
府
雅
詞
』）
を
得
ば
、『
草

堂
詩
餘
』
は
廃
す
べ
し
。

　

朱
彝
尊
が
『
草
堂
詩
餘
』
と
対
照
し
て
評
価
し
た
『
楽
府
雅
詞
』
は
、
南
宋
期
に
曽
慥
が
編
纂
し
た
詞
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
、『
草

堂
詩
餘
』
と
同
様
に
無
名
氏
の
作
品
を
少
な
か
ら
ず
収
め
る
。『
楽
府
雅
詞
』
は
、
曽
慥
が
「
引
」
の
中
で
「
諧
謔
に
渉
る
は
則
ち
之

を
去
る
。
…
…
当
時
の
小
人
、
或
い
は
艶
曲
を
作
り
、
謬
り
て
公
（
欧
陽
脩
）
の
詞
と
為
す
。
今
、
悉
く
刪
除
す
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、

彼
が
集
め
得
た
詞
の
中
か
ら
「
諧
謔
」
と
「
艶
曲
」
を
の
ぞ
き
、
ま
た
無
名
氏
の
作
品
に
つ
い
て
は
、「
此
の
外
、
又
た
百
餘
闋
有
り
、

平
日
人
口
に
膾
炙
す
る
も
、咸
な
姓
名
を
知
ら
ず
。
則
ち
巻
末
に
類
し
て
以
て
詢
訪
を
俟
つ
。
拾
遺
と
標
目
す
る
な
り
」と
い
う
よ
う
に
、

「
人
口
に
膾
炙
」
し
た
「
雅
詞
」
を
残
し
て
巻
末
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
っ
た
（
巻
首
に
も
【
九
張
機
】
な
ど
無
名
氏
の
重
要
な
作
品
が
あ
る
）。『
楽

府
雅
詞
』
の
み
が
収
め
る
無
名
氏
作
品
は
六
十
餘
首
の
多
き
に
の
ぼ
る
が
、そ
れ
ら
は
す
べ
て
曽
慥
の
観
点
か
ら
取
捨
選
択
さ
れ
た
「
雅

詞
」
と
い
え
る
。
朱
彝
尊
は
、
そ
れ
ら
無
名
氏
の
作
品
も
含
め
て
「
是
の
編
を
得
ば
、『
草
堂
詩
餘
』
は
廃
す
べ
し
」
と
述
べ
た
は
ず

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
朱
彝
尊
が
『
楽
府
雅
詞
』
の
跋
文
を
書
い
て
『
草
堂
詩
餘
』
に
言
及
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
よ
う
に
、
詞
選
集
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と
し
て
実
際
に
読
ま
れ
て
い
た
の
は
『
楽
府
雅
詞
』
で
は
な
く
『
草
堂
詩
餘
』
で
あ
っ
た
。

　

で
は
、
具
体
的
に
『
草
堂
詩
餘
』
に
は
ど
の
よ
う
な
無
名
氏
作
品
が
収
録
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
次
の
作
品
を
見
て
み

よ
う
。

　

枝
上
流
鴬
和
涙
聞
。
新
啼
痕
間
旧
啼
痕
。
一
春
魚
鳥
無
消
息
、
千
里
関
山
労
夢
魂
。
○
無
一
語
、
対
芳
樽
。
安
排
腸
断
到
黄
昏
。

甫
能
灸
得
灯
児
了
、
雨
打
梨
花
深
閉
門
。

枝
の
上
で
啼
く
鴬
の
声
を
涙
と
と
も
に
聞
く
。
新
し
い
涙
の
痕
の
間
に
は
旧
い
涙
の
痕
が
残
る
。
こ
の
春
も
便
り
は
な
か
っ
た
、
夢

の
中
で
千
里
の
山
の
彼
方
ま
で
徒
ら
に
心
を
馳
せ
る
だ
け
。
○
言
葉
も
な
く
、
独
り
で
美
酒
を
前
に
。
悲
し
み
だ
け
を
準
備
し
て
夕

方
ま
で
過
ご
す
。
や
っ
と
灯
り
を
と
も
し
て
火
も
消
え
た
と
思
っ
た
ら
。
外
で
は
雨
が
梨
花
を
打
ち 

門
は
固
く
閉
ざ
さ
れ
た
ま
ま
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　
　
　
　
　
　
　
（
前
集
巻
下
／
【
鷓
鴣
天
】⑥
）

　

こ
の
詞
に
は
詞
話
が
附
さ
れ
て
お
り
、「『
古
今
詞
話
』
に
「
此
の
詞
、
愁
怨
の
意
を
形
容
す
る
に
最
も
工
な
り
。
後
畳
の
『
甫
能
灸

得
灯
児
了
、
雨
打
梨
花
深
閉
門
』
の
如
き
は
頓
る
言
外
の
意
有
り
」
と
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
女
性
の
閨
怨
の
情
を
詠
っ
た
佳
作
と

評
価
さ
れ
て
い
る⑦

。

　

ま
た
、
次
の
よ
う
な
作
品
も
あ
る
。

　

楊
柳
絲
絲
弄
軽
柔
。
煙
縷
織
成
愁
。
海
棠
未
雨
、
梨
花
先
雪
、
一
半
春
休
。
○
而
今
往
事
難
重
省
、
帰
夢
遶
秦
楼
。
相
思
只
在
丁

香
枝
上
、
豆
蔲
梢
頭
。

柳
が
糸
の
よ
う
に
ふ
わ
ふ
わ
と
空
中
に
漂
う
。
た
な
び
く
煙
の
よ
う
な
柳
の
枝
は
解
け
る
こ
と
な
い
愁
い
の
よ
う
に
も
つ
れ
合
う
。

海
棠
は
ま
だ
雨
に
濡
れ
た
よ
う
に
艶
や
か
な
花
を
咲
か
せ
な
い
が
、
梨
は
も
う
雪
の
よ
う
に
白
い
花
を
散
ら
し
始
め
、
春
は
半
ば
を

過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。
○
今
と
な
っ
て
は
往
事
の
意
味
は
悟
り
得
ぬ
、
た
だ
夢
の
中
で
か
の
秦
楼
へ
と
帰
っ
て
い
く
。
丁
香
の
枝
や
豆
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『
草
堂
詩
餘
』
の
類
書
的
性
格
に
つ
い
て

蔲
の
梢
を
見
る
に
つ
け
、
恋
心
は
湧
き
上
が
る
。　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

  

（
前
集
巻
上
／
【
眼
児
媚
】）

　

恋
人
と
別
れ
て
久
し
い
主
人
公
が
、
春
の
景
色
に
触
発
さ
れ
て
相
手
を
思
い
出
し
感
傷
に
浸
る
。
表
面
的
に
は
春
の
景
色
の
み
を
詠

じ
、
相
手
の
存
在
は
「
秦
楼
」「
丁
香
」「
豆
蔲
」
等
の
語
で
暗
示
す
る
の
み
で
あ
る⑧

。
こ
の
詞
は
、
清
・
黄
氏
『
蓼
園
詞
評
』
に
「
語

語
清
新
婉
倩
な
り
、後
人 

鮮
を
争
い
艶
を
鬥
わ
す
も
、終
に
及
ぶ
能
わ
ず
、数
百
年
来
、脱か

た口
り
て
新
た
な
る
が
如
し
」
と
の
評
が
あ
る
。

　

二
首
と
も
、
特
に
深
み
の
あ
る
作
品
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、「
諧
謔
」「
艶
曲
」
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
評
に
も
あ
る

と
お
り
、
あ
る
程
度
の
水
準
は
有
し
た
作
品
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。
朱
彝
尊
は
『
草
堂
詩
餘
』
を
「
雅
詞
」
と
す
る
に
は
足
ら
ぬ
詞
選
集

だ
と
認
識
し
て
い
た
が
、
彼
が
こ
れ
ら
の
作
品
を
知
り
得
た
の
も
、『
草
堂
詩
餘
』
が
様
々
な
作
品
を
「
類
書
的
」
に
集
め
て
く
れ
た

お
か
げ
な
の
で
あ
る
。

　

な
お
、『
草
堂
詩
餘
』
が
収
め
る
無
名
氏
作
品
四
十
餘
首
の
う
ち
『
楽
府
雅
詞
』
と
共
通
す
る
の
は
わ
ず
か
に
四
首
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
事
実
は
、
両
書
の
採
録
基
準
が
異
な
る
が
ゆ
え
に
、『
草
堂
詩
餘
』
の
み
が
伝
え
得
た
作
品
も
決
し
て
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
を

意
味
す
る
。
ま
た
、『
楽
府
雅
詞
』
が
無
名
氏
の
作
品
を
含
む
百
餘
首
を
「
拾
遺
」
と
い
う
形
で
別
立
て
て
収
録
す
る
の
に
対
し
、『
草

堂
詩
餘
』
は
無
名
氏
と
有
名
な
詞
人
の
別
な
く
収
録
し
て
い
る
の
も
、
大
き
な
特
徴
と
い
え
る
。

　

次
に
、
作
者
同
定
が
可
能
で
は
あ
る
が
、
別
集
や
他
の
詞
選
集
に
は
見
え
な
い
作
品
を
示
し
て
み
よ
う
。

　
【
武
陵
春
】
李
清
照
（
前
集
巻
上
）
／
【
念
奴
嬌
】
僧
仲
殊
・【
夏
初
臨
】
劉
巨
済
（
前
集
巻
下
）
／
【
絳
都
春
】
丁
仙
現
・【
万
年
歓
】

胡
浩
然
・【
女
冠
子
】
李
漢
老
・【
賀
新
郎
】
劉
方
叔
・【
金
菊
対
芙
蓉
】
辛
幼
安
・【
東
風
斉
着
力
】
胡
浩
然
・【
送
入
我
門
来
】

胡
浩
然
・【
念
奴
嬌
】
范
元
卿
・【
念
奴
嬌
】
姚
孝
寧
・【
念
奴
嬌
】
韓
子
蒼
・【
春
霽
】
胡
浩
然
（
後
集
巻
上
）
／
【
小
冲
山
】
宋
豊
之
・

【
念
奴
嬌
】
朱
敦
儒
・【
満
江
紅
】
康
与
之
（
後
集
巻
下
）

　

こ
の
う
ち
、
特
徴
的
と
思
わ
れ
る
人
物
を
少
し
詳
し
く
み
る
こ
と
す
る
。
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ま
ず
、【
絳
都
春
】
の
丁
仙
現
は
『
東
京
夢
華
録
』
や
『
夢
粱
録
』
な
ど
に
そ
の
名
が
み
え
、
そ
れ
ら
の
記
述
に
よ
る
と
彼
は
熙
寧

年
間
に
教
坊
大
使
の
地
位
に
あ
っ
た
俳
優
で
、
音
楽
と
演
技
に
か
け
て
の
大
立
て
者
で
あ
っ
た
と
い
う⑨

。【
絳
都
春
】
は
上
元
の
都
城

の
様
子
を
詠
じ
て
お
り
、『
蓼
園
詞
評
』
に
「
都
城
宮
禁
の
夕 

放
灯
の
光
景
を
写
す
、
麗
に
し
て
泛
な
ら
ず
、
穠
に
し
て
俗
な
ら
ず
、

合
作
な
り
」
と
の
評
が
あ
る
。

　

こ
の
詞
は
、
汲
古
閣
六
十
名
家
詞
『
呉
夢
窓
詞
』
と
『
御
選
歴
代
詩
餘
』
巻
七
十
が
呉
文
英
の
作
品
と
し
て
収
録
す
る
ほ
か
、
清
・

曹
元
忠
『
補
楽
章
集
』
に
も
柳
永
の
作
品
と
し
て
収
録
さ
れ
る
。
呉
文
英
の
詞
と
誤
ら
れ
た
経
緯
は
不
明
で
あ
る
が
、
柳
永
の
作
品
と

誤
ら
れ
た
の
は
、あ
る
い
は
『
草
堂
詩
餘
』
が
こ
の
詞
を
柳
永
【
傾
盃
楽
（
禁
漏
花
深
）】
の
後
に
置
く
こ
と
と
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

柳
永
も
呉
文
英
も
詞
の
世
界
で
は
極
め
て
重
要
且
つ
有
名
な
作
者
で
あ
る
。
誤
り
と
は
い
え
彼
ら
の
別
集
に
混
入
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

は
、
丁
仙
現
の
こ
の
詞
が
い
か
に
広
く
読
ま
れ
、
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
か
を
物
語
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
詞
を
収
め
る
の
は
『
草

堂
詩
餘
』
が
最
も
早
い
の
で
あ
る
か
ら
、
毛
晋
や
曹
元
忠
は
『
草
堂
詩
餘
』
の
刊
本
の
い
ず
れ
か
を
通
し
て
こ
の
詞
を
知
っ
た
可
能
性

も
あ
る
。

　

次
に
胡
浩
然
で
あ
る
が
、
彼
に
つ
い
て
は
そ
も
そ
も
い
か
な
る
人
物
で
あ
る
か
が
未
詳
で
あ
る
。『
全
宋
詞
』
も
名
前
を
挙
げ
る
の

み
で
小
伝
を
載
せ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
詞
は
明
清
の
詞
話
類
に
度
々
引
用
さ
れ
、
作
品
に
対
す
る
評
価
は
必
ず
し
も
低
く
は
な
い⑩

。

例
え
ば
清
・
沈
雄
は
『
古
今
詞
話
』「
詞
評
」
上
巻
「
胡
浩
然
」
の
条
で
「
選
詞
家
は
倶
に
甚
だ
其
の
声
口
を
薄か
ろ

ん
じ
、但
だ
其
の
【
春
霽
】

【
秋
霽
】【
万
年
歓
】【
東
風
斉
着
力
】【
送
入
我
門
来
】
に
就
き
て
は
、
倶
に
其
の
庸
を
以
て
諸
を
忽
せ
に
し
、
殊
に
知
ら
ず
、
穏
貼
な

る
者
に
亦
た
佳
処
有
る
を
。
…
…
其
の
情
、
人
の
致
さ
ざ
る
所
に
到
る
。
亦
た
何
ぞ
庸
過
に
て
之
を
斥
け
ん
や
」
と
い
う
。
ま
た
、
沈

雄
が
胡
浩
然
の
作
品
と
し
て
列
挙
し
て
い
る
【
秋
霽
】
の
詞
に
つ
い
て
、『
草
堂
詩
餘
』
は
作
者
を
「
陳
後
主
」
に
作
っ
て
お
り
、
そ

の
正
誤
を
巡
っ
て
は
明
・
楊
慎
『
詞
品
』
巻
二
に
以
下
の
よ
う
な
考
察
が
見
え
る
。
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『
草
堂
詩
餘
』
の
類
書
的
性
格
に
つ
い
て

　

草
堂
詞
選
、【
春
霽
】【
秋
霽
】
の
二
首
相
連
な
る
。
皆
な
胡
浩
然
の
作
な
り
。
格
韻
一
な
る
が
如
く
し
て
、
尾
句
皆
な
是
れ
「
有

誰
知
得
」
な
り
。
而
る
に
何
等
の
妄
人
、【
秋
霽
】
の
下
に
陳
後
主
の
名
を
添
入
せ
し
か
を
知
ら
ず
。

　

楊
慎
は
、【
春
霽
】
と
の
格
律
及
び
末
句
の
類
似
か
ら
、【
秋
霽
】
も
胡
浩
然
の
作
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
い
い
、
さ
ら
に

こ
の
後
に
続
け
て
、
六
朝
に
慢
詞
が
あ
っ
た
は
ず
は
無
く
、
王
勃
の
「
滕
王
閣
序
」
の
語
句
を
襲
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
陳
後
主
の

作
で
は
あ
り
得
な
い
と
考
察
す
る⑪

。
ま
た
『
全
宋
詞
』
が
録
す
る
胡
浩
然
の
作
五
首
は
、そ
の
全
て
を
『
草
堂
詩
餘
』
に
負
っ
て
お
り
、

も
し
『
草
堂
詩
餘
』
が
彼
の
詞
を
収
録
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
存
在
が
後
世
に
知
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
楊
慎
は
右

の
考
察
の
中
で
「
草
堂
詞
選
」
と
記
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
単
に
楊
慎
自
身
が
胡
浩
然
の
作
品
を
『
草
堂
詩
餘
』
か
ら
知
っ
た
と

い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
五
首
が
『
草
堂
詩
餘
』
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

こ
の
ほ
か
、
姚
孝
寧
は
宣
和
年
間
の
太
学
生
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
し
か
明
ら
か
で
な
く
、
宋
豊
之
は
そ
の
経
歴
が
全
く
の
不
明
で

あ
る
。
劉
巨
済
と
韓
子
蒼
は
『
宋
史
』
に
伝
を
有
し
、
范
元
卿
及
び
劉
方
叔
も
経
歴
は
あ
る
程
度
知
ら
れ
る
が
、
現
存
作
品
の
ほ
と
ん

ど
を
『
草
堂
詩
餘
』
に
負
う⑫

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
明
清
の
詞
家
は
『
草
堂
詩
餘
』
に
よ
っ
て
無
名
詞
人
の
作
品
を
知
り
、
ま
た
逆
に
言
え
ば
、
無
名
詞
人
の
作
品
は

『
草
堂
詩
餘
』
が
収
録
し
て
い
た
こ
と
で
後
世
に
伝
え
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
他
の
詞
選
集
も
収
録
す
る
よ
う
な
有
名
詞
人
と
そ
の
作
品
に
つ
い
て
も
み
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
は
本
稿
が
底
本
と
し
た
『
草

堂
詩
餘
』
が
明
ら
か
に
参
照
し
た
と
思
わ
れ
る
『
花
庵
詞
選
』
を
取
り
上
げ
、
比
較
を
行
う⑬

。

　
『
花
庵
詞
選
』
が
収
録
す
る
詞
人
と
作
品
の
う
ち
、『
草
堂
詩
餘
』
と
共
通
す
る
の
は
九
十
二
人
、
約
二
百
首
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
草

堂
詩
餘
』
が
収
録
す
る
作
品
総
数
の
お
よ
そ
三
分
の
二
を
占
め
る
の
だ
が
、
こ
の
両
書
の
間
に
は
や
は
り
大
き
な
差
異
が
存
在
す
る
。

　

そ
の
差
異
は
ま
ず
、
収
録
作
品
数
上
位
に
入
る
詞
人
の
比
較
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。『
草
堂
詩
餘
』
の
上
位
は
周
邦
彦
の
五
十
首
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に
始
ま
り
、
以
下
蘇
軾
二
十
六
首
、
秦
観
十
九
首
、
柳
永
十
五
首
と
続
き⑭

、『
花
庵
詞
選
』
は
辛
棄
疾
及
び
劉
克
荘
の
四
十
二
首
同
数

一
位
に
始
ま
り
、
以
下
黄
昇
の
三
十
八
首
、
蘇
軾
の
三
十
一
首
と
続
く
。
つ
ま
り
、『
花
庵
詞
選
』
が
上
位
に
置
く
人
物
が
『
草
堂
詩
餘
』

で
も
上
位
を
占
め
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。『
花
庵
詞
選
』
に
お
け
る
黄
昇
の
立
場
は
い
さ
さ
か
特
殊
で
あ
る
の
で
ひ
と
ま
ず
措

く
が
、
辛
棄
疾
及
び
劉
克
荘
に
つ
い
て
は
、『
草
堂
詩
餘
』
は
そ
れ
ぞ
れ
わ
ず
か
に
十
首
と
一
首
を
収
め
る
に
止
ま
る⑮

。
ま
た
逆
に
、『
草

堂
詩
餘
』
が
多
く
収
録
す
る
柳
永
や
秦
観
は
、『
花
庵
詞
選
』
も
十
一
首
、
十
六
首
と
、
数
の
上
で
は
拮
抗
す
る
も
の
の
、
全
体
に
お

け
る
比
率
で
は
明
ら
か
に
低
い
。

　

次
に
、
収
録
さ
れ
る
作
品
に
も
明
ら
か
な
差
異
が
確
認
で
き
る
。
例
え
ば
蘇
軾
は
『
花
庵
詞
選
』
の
方
が
五
首
多
く
収
録
し
、
共
通

す
る
の
は
十
四
首
。
総
数
三
十
一
首
の
お
よ
そ
半
分
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
柳
永
は
蘇
軾
と
は
逆
に
『
草
堂
詩
餘
』
の
方
が
四
首
多
い
が
、

共
通
す
る
の
は
わ
ず
か
三
首
に
止
ま
る
。
さ
ら
に
、
黄
庭
堅
は
『
花
庵
詞
選
』
九
首
、『
草
堂
詩
餘
』
八
首
と
ほ
ぼ
同
数
だ
が
、
そ
の

う
ち
三
首
を
共
有
す
る
の
み
で
あ
る
し
、
周
邦
彦
と
秦
観
は
『
草
堂
詩
餘
』
の
ほ
う
が
収
録
数
は
遥
か
に
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
花

庵
詞
選
』
の
収
録
す
る
詞
を
全
て
収
め
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

こ
れ
は
実
は
非
常
に
興
味
深
い
傾
向
と
い
え
る
。
先
行
選
集
を
参
照
し
て
新
た
な
選
集
を
編
纂
す
る
場
合
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
踏
襲

す
る
か
或
い
は
そ
れ
が
収
め
る
作
品
を
避
け
よ
う
と
す
る
か
、
こ
の
ど
ち
ら
か
の
傾
向
が
現
れ
る
こ
と
が
多
い
。
と
こ
ろ
が
『
草
堂
詩

餘
』
は
、『
花
庵
詞
選
』
の
収
録
作
品
を
全
て
採
録
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
避
け
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

　

ま
た
、
そ
の
採
録
す
る
詞
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
な
批
評
が
あ
る
。

○
東
坡
云
わ
く
：
「
人
び
と
皆
言
う 

柳
耆
卿
の
詞
は
俗
な
り
と
。『
霜
風
凄
緊
、
関
河
冷
落
、
残
照
当
楼
』
の
如
き
は
、
唐
人
の

佳
処
も
此
く
の
如
き
を
過ま
さ

ら
ず
」
と
。
…
…
蓋
し
【
八
声
甘
州
】
な
り
。『
草
堂
（
詩
餘
）』
此
を
選
ば
ず
。
而
し
て
其
の
「
願
奶

奶
蘭
心
蕙
性
（【
玉
女
揺
仙
佩
】）」
の
鄙
俗
、「
以
文
会
友
（【
女
冠
子
】）」、「
寡
信
軽
諾
（【
尾
犯
】）」
の
酸
文
の
如
き
を
選
ぶ
は
、
何
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『
草
堂
詩
餘
』
の
類
書
的
性
格
に
つ
い
て

の
見
た
る
か
を
知
ら
ず
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
・
楊
慎
『
詞
品
』
巻
三
「
柳
詞
為
東
坡
所
賞
」）

○
従
来
佳
処
の
伝
わ
ら
ざ
る
は
、
但
だ
に
隠
鱗
の
士
の
み
な
ら
ず
、
名
人
も
猶
お
此
の
憾う
ら

み
を
抱
く
な
り
。
周
清
真
は
人
の
共

に
称
す
る
所
な
り
。
然
も
「
乳
鴨
池
塘
水
暖
…
…
簾
影
参
差
満
院
（【
秋
蕊
香
】）」
の
如
き
あ
る
も
、『
草
堂
（
詩
餘
）』
の
収
め
る

所
の
周
詞
は
、
此
れ
に
及
ば
ざ
る
者
多
し
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
清
・
賀
裳
『
皺
水
軒
詞
筌
』「
草
堂
未
収
清
真
佳
詞
」）

○
【
鷓
鴣
天
】
は
最
も
佳
辞
多
し
。『
草
堂
（
詩
餘
）』
の
載
せ
る
所
は
、
一
つ
と
し
て
善
き
者
無
し
。
…
…
駸
駸
と
し
て
詩
人
の

致
有
る
も
、
選
は
之
に
及
ば
ざ
る
は
、
何
ぞ
や
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   　
　
　
　
　
（
同
右
「
草
堂
選
鷓
鴣
天
不
佳
」）

　
『
草
堂
詩
餘
』
は
「
佳
」「
善
」
な
作
品
を
選
ん
で
い
な
い
、と
い
う
の
が
彼
ら
の
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
、全
体
を
見
渡
し
た
場
合
、『
楽

府
雅
詞
』
や
『
花
庵
詞
選
』
も
収
録
す
る
よ
う
な
、「
佳
」「
善
」
と
評
価
さ
れ
る
詞
も
実
は
多
く
収
録
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意

味
に
お
い
て
は
彼
ら
の
言
は
偏
っ
た
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
い
。

　

と
は
い
え
、『
花
庵
詞
選
』
と
『
草
堂
詩
餘
』
と
で
収
録
す
る
作
品
が
大
き
く
異
な
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
無
名
氏
に
帰
せ
ら
れ
る

作
品
を
一
首
も
収
め
な
い
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、『
花
庵
詞
選
』
に
は
来
歴
確
か
な
「
諸
賢
」
の
「
絶
妙
」
な
作
品
を
選
ぶ
と

い
う
姿
勢
が
見
い
だ
せ
る⑯

。『
花
庵
詞
選
』
は
作
者
別
と
い
う
体
例
の
み
な
ら
ず
、
内
容
に
お
い
て
も
正
統
な
詞
華
集
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
『
草
堂
詩
餘
』
は
「
佳
」「
善
」
と
「
鄙
俗
」「
酸
文
」
が
無
秩
序
に
混
ざ
り
合
っ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。

あ
る
い
は
独
自
の
編
集
方
針
が
あ
り
、
そ
れ
に
沿
っ
た
選
択
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
編
集
方
針
は
少
な
く
と
も

今
日
の
我
々
か
ら
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。『
草
堂
詩
餘
』
は
、
中
田
氏
が
言
う
よ
う
に
「
季
節
・
自
然
に
対
す
る
豊
か
な
感
覚
」

を
も
っ
た
「
最
も
洗
練
さ
れ
た
」
詞
選
集
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
類
書
的
網
羅
を
目
指
し
た
結
果
と
し
て
の
雑
多
さ
を
も
つ
詞
選
集

と
み
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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三
、
詞
註
及
び
詞
話

　
『
草
堂
詩
餘
』
の
「
類
書
的
」
な
性
格
は
、収
録
作
品
以
外
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
詞
註
、も
う
一
つ
は
詞
話
で
あ
る
。

　

ま
ず
詞
註
か
ら
見
て
い
こ
う
。
註
を
有
す
る
詞
集
に
は
、
宋
・
陳
元
龍
『
詳
註
周
美
成
詞
片
玉
集
』（『
続
修
四
庫
全
書
』
所
収
宋
版
の
影

印
を
参
照
し
た
。
以
下
陳
註
）
及
び
宋
・
傅
幹
『
注
坡
詞
』（
劉
尚
栄
校
証
『
傅
幹
注
坡
詞
』（
巴
蜀
書
社
、
一
九
九
三
年
）
を
参
照
し
た
。
以
下
傅
註
）

な
ど
が
先
行
例
と
し
て
見
え
る
が
、『
花
間
集
』『
楽
府
雅
詞
』『
花
庵
詞
選
』
な
ど
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
お
い
て
は
、
詞
人
の
小
伝
や

詞
評
を
わ
ず
か
に
書
き
加
え
る
こ
と
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、『
草
堂
詩
餘
』
の
よ
う
に
註
が
附
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
自
体
が

詞
の
選
集
に
お
い
て
は
異
例
な
の
で
あ
る
。
中
田
氏
は
、
洪
武
本
の
註
は
編
者
自
ら
が
施
し
た
も
の
の
他
に
、
例
え
ば
周
邦
彦
の
詞
に

は
陳
註
、
蘇
軾
の
詞
に
は
傅
註
と
い
っ
た
、
他
書
の
註
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
う
。
こ
の
よ
う
に
註
を
他
書
か
ら
借

用
し
て
踏
襲
す
る
と
い
う
姿
勢
自
体
は
、
注
釈
の
付
け
方
と
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
借
用
の
仕
方
に
し
ば
し
ば
無
定
見

な
態
度
が
み
ら
れ
る
。

　

で
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
註
が
施
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
詞
集
と
し
て
の
体
例
の
類
似
性
を
考
慮
し
て
陳
註
を

取
り
上
げ
、
比
較
し
て
み
よ
う
。
次
に
『
草
堂
詩
餘
』
の
本
文
を
註
も
含
め
て
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
。

章
台
路
。
漢
書
張
敞
走
馬
於
章
台
街
下
即
路
也
還
是
褪
粉
梅
梢
、
試
花
桃
樹
。
惜
惜
坊
陌
人
家
、
定
巣
燕
子
、
帰
来
旧
処
。
柳
惲
詩
玉
戸
夜

惜
惜
杜
詩
頻
来
語
燕
定
新
巣
○
黯
凝
竚
。
因
念
箇
人
痴
小
、乍
窺
門
戸
。
蘇
子
美
常
云
痴
小
失
所
記
倚
柱
惜
惜
更
有
情
侵
晨
浅
約
宮
黄
、障
風
映
袖
、

盈
盈
笑
語
。
李
賀
詩
宮
人
面
靨
黄
梁
簡
文
詩
約
黄
能
効
月
○
前
度
劉
郎
重
到
、
唐
劉
禹
錫
集
云
自
朗
州
承
召
過
玄
都
観
後
復
主
客
郎
中
重
遊
玄
都
唯
見
兎
葵

燕
麦
動
揺
春
風
耳
再
題
詩
云
種
桃
道
士
知
何
処
前
度
劉
郎
今
独
来
訪
鄰
尋
里
、
同
時
歌
舞
。
惟
有
旧
家
秋
娘
、
声
価
如
故
。
杜
牧
杜
秋
娘
詩
尊
杜
秋
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『
草
堂
詩
餘
』
の
類
書
的
性
格
に
つ
い
て

有
寵
景
陵
後
賜
帰
故
郷
予
過
金
陵
感
其
旧
且
老
因
為
之
賦
詩
吟
牋
賦
筆
、
猶
記
燕
台
句
。
李
義
山
詩
序
柳
枝
洛
中
里
娘
也
年
十
七
塗
粧
綰
髻
未
嘗
竟
已
余
従

昆
譲
山
比
柳
枝
居
他
日
春
陰
譲
山
詠
二
燕
台
詩
柳
枝
問
曰
誰
人
為
是
譲
山
曰
此
吾
少
年
叔
耳
柳
枝
乃
手
断
其
帯
結
譲
山
為
贈
叔
乞
詩
明
日
余
策
馬
出
其
巷
柳
枝
丫
鬟

靚
粧
抱
立
扇
下
風
障
一
袖
指
曰
若
叔
何
深
望
之
願
与
郎
倶
余
因
諾
之
後
不
果
留
但
悵
望
耳
有
詩
云
長
吟
遠
下
燕
台
句
惟
有
花
香
染
未
消
知
誰
伴
、
名
園
露
飲
、

東
城
閑
歩
。
杜
詩
名
園
依
緑
水
筆
談
石
曼
卿
露
頂
而
飲
杜
牧
佐
沈
傅
師
幕
在
江
西
時
張
好
好
以
善
歌
入
籍
一
年
鎮
宣
城
復
置
好
好
宣
籍
又
二
年
沈
著
作
以
双
鬟
納

之
又
二
年
往
東
城
縦
歩
復
見
之
事
与
孤
鴻
去
。
杜
牧
詩
恨
如
春
草
多
事
逐
孤
鴻
去
探
春
尽
是
傷
離
緒
。
官
柳
低
金
縷
。
杜
甫
詩
官
柳
着
行
新
温
庭
筠
詩

不
似
垂
楊
惜
金
縷
帰
騎
晩
、
繊
繊
池
塘
飛
雨
。
断
腸
院
落
、
一
簾
風
絮
。
張
景
陽
詩
飛
雨
灑
朝
蘭
晏
元
献
詩
梨
花
院
落
溶
溶
月
柳
絮
池
塘
淡
淡
風

章
台
の
道
で
。
再
び
桃
色
の
褪
せ
た
梅
の
梢
や
、
ち
ょ
っ
と
花
が
咲
き
か
け
た
桃
の
木
を
見
る
こ
と
に
な
っ
た
。
静
か
な
佇
ま
い
の

沿
道
の
人
家
で
は
、
毎
年
巣
を
作
る
燕
が
、
今
年
も
な
じ
み
の
場
所
に
帰
っ
て
き
た
。
○
ふ
と
立
ち
つ
く
す
。
か
つ
て
あ
の
人
が
あ

ど
け
な
く
も
、
ち
ら
っ
と
扉
か
ら
顔
を
出
し
て
私
の
方
を
窺
っ
て
い
た
も
の
だ
。
早
朝
に
は
薄
化
粧
を
し
、
衝
立
に
隠
れ
て
袖
で
顔

を
覆
い
つ
つ
、
恥
ず
か
し
げ
に
笑
い
語
り
か
け
て
く
れ
た
。
○
再
び
此
処
に
や
っ
て
き
た
、
街
の
あ
ち
こ
ち
で
、
あ
の
頃
の
歌
や
舞

を
探
し
た
が
。
た
だ
か
つ
て
の
秋
娘
が
、
当
時
と
変
わ
ら
ぬ
評
判
を
得
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
私
が
作
り
紙
に
書
き
留
め

た
、
燕
台
の
句
を
覚
え
て
く
れ
て
い
た
。
あ
の
人
は
一
体
誰
と
、
名
園
に
露
座
し
て
宴
会
し
、
街
の
東
を
散
歩
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

過
去
は
み
な
一
羽
の
鴻
と
共
に
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
春
景
色
を
求
め
出
か
け
て
み
た
と
こ
ろ
で
何
も
か
も
が
こ
の
心
を
悲
し
ま
せ
る
。

柳
は
金
の
綿
毛
を
低
く
垂
れ
て
い
る
。
帰
っ
て
く
る
の
が
遅
か
っ
た
の
だ
、
小
雨
が
池
に
降
り
注
ぐ
中
。
中
庭
に
は
柳
の
綿
が
簾
の

よ
う
に
一
面
に
飛
び
交
い
、
寂
し
さ
を
思
い
知
る
ば
か
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　

  

（
前
集
巻
上
／
【
瑞
龍
吟
】⑰
）

　
『
草
堂
詩
餘
』
及
び
陳
註
の
冒
頭
を
飾
る
周
邦
彦
の
代
表
作
で
あ
る
。
ご
く
一
部
の
文
字
の
異
同
を
除
い
て
、『
草
堂
詩
餘
』
は
極
め

て
忠
実
に
陳
註
を
襲
う
。
そ
の
証
拠
と
な
る
註
を
い
く
つ
か
取
り
出
し
て
み
よ
う
。

○
漢
書
「
張
敞
走
馬
於
章
台
街
下
」
即
路
也
。
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○
柳
惲
詩
「
玉
戸
夜
惜
惜
」

○
李
賀
詩
「
宮
人
面
靨
黄
」

　

こ
れ
ら
は
陳
註
と
完
全
に
一
致
し
、
一
字
の
異
同
も
な
い
。
ま
ず
『
漢
書
』
の
引
用
（
巻
七
十
六
「
張
敞
伝
」）
で
あ
る
が
、
本
来
の
記

述
を
大
幅
に
節
略
し
て
い
る
う
え
に
、「
即
路
也
」
の
語
は
見
え
な
い
。
す
な
わ
ち
『
草
堂
詩
餘
』
は
、
陳
註
が
『
漢
書
』
の
記
述
を

節
略
し
按
語
を
附
し
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
襲
用
し
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
柳
惲
詩
と
李
賀
詩
に
つ
い
て
も
、
現
存
通
行
本
が
そ
れ

ぞ
れ
「
玉
壷
」「
正
」
と
作
る
文
字
を
、
陳
註
が
す
で
に
「
玉
戸
」「
面
」
に
作
っ
て
お
り
、『
草
堂
詩
餘
』
は
明
ら
か
に
そ
の
陳
註
の

文
字
を
襲
っ
て
い
る
。

　

更
に
明
確
な
例
と
し
て
は
「
李
義
山
詩
序
」
で
始
ま
る
一
文
、
す
な
わ
ち
李
商
隠
「
柳
枝
五
首
自
序
」
の
引
用
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま

ず
、
李
商
隠
の
自
序
本
文
を
該
当
箇
所
を
中
心
に
引
い
て
み
よ
う⑱

。

柳
枝
、
洛
中
里
娘
也
。
…
…
生
十
七
年
、
塗
妝
綰
髻
、
未
嘗
竟
、
已
復
起
去
、
…
…
余
従
昆
譲
山
、
比
柳
枝
居
為
近
。
他
日
春
曽
陰
、

譲
山
下
馬
柳
枝
南
柳
下
、詠
余
燕
台
詩
。
柳
枝
驚
問
、誰
人
有
此
、誰
人
為
是
。
譲
山
謂
曰
、此
吾
里
中
少
年
叔
耳
。
柳
枝
手
断
長
帯
、

結
譲
山
為
贈
叔
乞
詩
。
明
日
、
余
比
馬
出
其
巷
、
柳
枝
丫
鬟
畢
妝
、
抱
立
扇
下
、
風
鄣
一
袖
、
指
曰
、
若
叔
是
、
後
三
日
、
鄰

当
去
濺
裙
水
上
、
以
博
山
香
待
、
与
郎
倶
過
。
余
諾
之
。
会
所
友
有
偕
当
詣
京
師
者
、
戯
盗
余
臥
装
以
先
、
不
果
留
。
…
…
因

寓
詩
以
墨
其
故
処
云
。

　

こ
れ
に
対
し
、
陳
註
は
以
下
の
よ
う
に
作
る
。

柳
枝
、洛
中
里
娘
也
。
年
十
七
、塗
粧
綰
髻
、未
嘗
竟
。
已
余
従
昆
譲
山
比
柳
枝
居
。
他
日
春
陰
、譲
山
詠
二
燕
台
詩
。
柳
枝
問
曰
、

誰
人
為
是
。
譲
山
曰
、
此
吾
少
年
叔
耳
。
柳
枝
乃
手
断
其
帯
、
結
譲
山
為
贈
叔
乞
詩
。
明
日
余
策
馬
出
其
巷
、
柳
枝
丫
鬟
靚
粧
、

抱
立
扇
下
、
風
障
一
袖
、
指
曰
、
若
叔
何
深
望
之
、
願
与
郎
倶
。
余
因
諾
之
、
後
不
果
留
、
但
悵
望
耳
。
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『
草
堂
詩
餘
』
の
類
書
的
性
格
に
つ
い
て

　

現
存
通
行
本
の
自
序
と
か
な
り
の
異
同
が
あ
り
、
ま
た
『
草
堂
詩
餘
』
の
記
述
と
全
く
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。

陳
註
の
記
述
は
自
序
の
抜
粋
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
中
に
自
序
に
は
な
い
語
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
草
堂
詩
餘
』
が
陳

註
を
参
照
し
な
い
か
ぎ
り
、
こ
の
よ
う
な
合
致
を
見
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
【
瑞
龍
吟
】
は
か
な
り
極
端
な
借
用
・
踏
襲
の
例
で
あ
る
が
、『
草
堂
詩
餘
』
の
註
が
陳
註
の
そ
れ
を
ほ
ぼ
丸
ご
と
襲
う
例
は
、
収
録

さ
れ
る
周
邦
彦
詞
の
半
数
以
上
を
占
め
る
。
中
田
氏
の
い
う
よ
う
に
、『
草
堂
詩
餘
』
が
そ
の
収
録
に
あ
た
っ
て
陳
註
を
参
照
し
て
い

た
こ
と
は
確
実
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
一
方
で
、
陳
註
が
施
し
た
註
を
『
草
堂
詩
餘
』
が
大
幅
に
削
除
す
る
例
も
、
全
体
の
約
三
分
の
一
を
数
え
る
。

露
迷
衰
草
。
踈
星
掛
、
王
荊
公
詞
但
衰
草
寒
煙
疑
緑
涼
蟾
低
下
林
表
。
素
娥
青
女
闘
嬋
娟
、
李
商
隠
詩
青
女
素
娥
倶
耐
冷
月
中
霜
裏
闘
嬋
娟
正
倍

添
悽
悄
。
漸
颯
颯
、
丹
楓
撼
暁
。
唐
詩
暁
霜
楓
葉
丹
横
天
雲
浪
魚
鱗
小
。
白
楽
天
伊
水
細
浪
鱗
甲
見
皓
月
相
看
、
又
透
入
、
清
輝
半
餉
、

特
地
留
照
。
○
迢
逓
望
極
関
山
、
波
穿
千
里
、
度
日
如
歳
難
到
。
鳳
楼
今
夜
聴
西
風
、
奈
五
更
愁
抱
。
想
玉
匣
哀
絃
閉
了
。
無

心
重
理
相
思
調
。
念
故
人
、
牽
離
恨
、
屏
掩
孤
顰
、
涙
流
多
少
。

露
に
け
ぶ
る
枯
れ
草
。
疎
ら
に
星
が
輝
き
、
冷
た
い
月
が
林
の
向
こ
う
に
落
ち
よ
う
と
し
て
い
る
。
月
と
霜
と
が
美
し
さ
を
競
い 

凄

然
た
る
気
持
ち
を
増
す
ば
か
り
。
さ
わ
さ
わ
と
、
赤
い
楓
が
暁
を
告
げ
る
。
空
に
は
魚
の
鱗
の
よ
う
な
雲
が
横
た
わ
る
。
白
い
月
を

見
や
れ
ば
、
清
い
輝
き
が
差
し
込
ん
で
き
て
、
わ
ざ
と
長
く
留
ま
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
○
遠
く
を
望
め
ば
は
る
か
な
山
は
、
波
の
よ

う
に
千
里
に
連
な
り
、
一
日
は
一
年
の
よ
う
に
長
く
感
じ
ら
れ
る
。
鳳
楼
で
今
夜
西
風
を
聴
い
た
、
五
更
の
愁
い
を
ど
う
し
よ
う
も

な
い
。
琴
を
玉
の
箱
に
収
め
て
し
ま
お
う
と
す
る
の
は
。
知
ら
ず
知
ら
ず
に
ま
た
恋
愛
の
調
べ
を
奏
で
て
し
ま
う
か
ら
。
あ
の
人
を
想
っ

て
離
れ
離
れ
の
恨
み
に
取
り
憑
か
れ
、
屏
風
の
影
で
私
は
独
り
、
ど
れ
ほ
ど
の
涙
を
流
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
前
集
巻
下
／
【
霜
葉
飛
】）
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こ
の
詞
に
お
い
て
陳
註
を
留
め
る
の
は
、「
李
商
隠
詩
『
青
女
素
娥
倶
耐
冷
、
月
中
霜
裏
闘
嬋
娟
』⑲

」
と
「
唐
詩
『
暁
霜
楓
葉
丹
』⑳

」

の
み
で
あ
る
。
ま
た
後
闋
に
は
註
が
一
切
附
さ
れ
て
い
な
い
が
、
も
ち
ろ
ん
陳
註
が
後
闋
に
は
註
を
附
し
て
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
は

な
く
、『
草
堂
詩
餘
』
が
全
て
を
削
除
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
『
草
堂
詩
餘
』
は
な
ぜ
右
の
二
つ
を
残
し
、
そ
れ
以
外
を
削
除
し

た
の
だ
ろ
う
か
。
削
除
さ
れ
た
陳
註
を
以
下
に
列
挙
し
て
み
よ
う
。
な
お
、〔　

〕
内
は
註
が
附
さ
れ
る
語
で
あ
る
。

〔
清
輝
〕
顔
延
年
云
「
清
暉
在
天
、
容
光
必
照
」

〔
留
照
〕
沈
警
感
異
記
「
将
別
女
郎
曰
『
姮
娥
妬
人
不
肯
留
照
、
織
女
無
頼
已
復
斜
河
』㉑

」

〔
半
餉
〕
半
餉
言
半
飯
之
久
也
。

〔
関
山
〕
江
淹
恨
賦
云
「
関
山
無
極
」

〔
度
日
如
歳
〕
毛
詩
云
「
一
日
不
見
、
如
三
秋
兮
」

〔
鳳
楼
〕
幽
冥
録
曰
「
鄴
城
五
層
楼
、
安
金
鳳
凰
二
頭
其
上㉒

」

〔
聴
西
風
〕
白
氏
六
帖
云
「
聴
秋
風
於
静
室
」

〔
玉
匣
〕
孟
東
野
云
「
玉
匣
五
絃
在
、
請
君
時
一
鳴
」

〔
哀
絃
〕
杜
甫
詩
「
哀
絃
繞
白
雪
」

〔
相
思
調
〕
陶
穀
詞
云
「
琵
琶
撥
尽
相
思
調
」

〔
屏
掩
〕
李
嶠
詩
「
思
婦
屏
輝
掩
」

　

こ
れ
ら
の
う
ち
、例
え
ば
「
度
日
如
歳
」
の
註
は
典
故
と
し
て
正
し
く
（
こ
の
詞
は
「
秋
景
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
た
め
、同
じ
『
毛
詩
』
の
「
一

日
不
見
如
三
歳
」
を
引
く
よ
り
も
適
切
な
註
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
）、「
玉
匣
」
の
句
は
恐
ら
く
孟
郊
の
こ
の
詩
を
踏
ま
え
て
い
る
の
だ
ろ
う㉓

。

ま
た
「
関
山
」
や
「
屏
掩
」
の
註
も
、
こ
の
詞
を
解
釈
す
る
に
有
用
で
あ
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、『
草
堂
詩
餘
』
が
留
め
る
二
つ
の
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『
草
堂
詩
餘
』
の
類
書
的
性
格
に
つ
い
て

註
と
比
べ
て
、
こ
れ
ら
の
註
が
特
に
遜
色
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
李
商
隠
の
句
で
は
な
く
『
毛
詩
』
の
句
が
、
あ
る
い
は
唐
詩
で
は
な

く
江
淹
の
句
が
留
め
ら
れ
て
い
て
も
、
な
ん
ら
不
自
然
で
は
な
か
っ
た
は
ず
な
の
だ㉔

。

　

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、『
草
堂
詩
餘
』
は
有
用
な
註
を
削
除
す
る
一
方
で
、
陳
註
が
註
を
附
さ
な
い
語
に
註
を
附
し
た
り
、
陳
註

を
削
除
し
て
別
の
用
例
を
引
用
し
た
り
す
る
箇
所
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
者
の
例
は
「
衰
草
」
の
語
註
で
、
註
に
い
う
「
王

荊
公
詞
『
但
衰
草
寒
煙
疑
緑
』」
は
恐
ら
く
王
安
石
【
桂
枝
香
】
詞
の
一
句
「
但
寒
煙
芳
草
凝
緑
」
と
思
わ
れ
る
が
、
引
用
に
は
誤
り

が
あ
る㉕

。
後
者
の
例
は
「
魚
鱗
」
の
語
註
で
、
両
書
の
引
用
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
で
あ
る
。

〈
草
堂
〉
白
楽
天
「
伊
水
細
浪
鱗
甲
」

〈
陳
註
〉
呂
氏
春
秋
云
「
山
雲
草
莽
、
水
雲
魚
鱗
、
旱
雲
煙
火
、
雨
雲
水
波
」

　

本
文
「
横
天
雲
浪
魚
鱗
小
」
に
い
う
「
魚
鱗
」
は
月
光
に
照
ら
し
出
さ
れ
る
夜
の
雲
で
あ
る
。
し
か
し
、『
草
堂
詩
餘
』
が
引
く
白

楽
天
詩
は
「
嵩
峯
餘
霞
錦
綺
巻
、
伊
水
細
浪
鱗
甲
生
」（『
白
氏
長
慶
集
』
巻
二
十
九
「
秋
日
与
張
賓
客
…
…
」
詩
）
と
い
い
、
そ
こ
に
い
う
「
鱗

甲
」
は
嵩
山
を
背
景
と
し
た
昼
の
伊
水
に
立
つ
細
か
な
さ
ざ
波
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
周
邦
彦
の
詞
句
と
白
楽
天
の
詩
句
の
間
に
は
何
の

関
連
も
な
い
の
だ
が
、『
草
堂
詩
餘
』
の
編
者
は
た
だ
「
鱗
」
と
い
う
同
じ
文
字
に
引
か
れ
、
そ
の
単
語
と
文
意
を
確
認
す
る
こ
と
な

く
註
と
し
て
附
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
草
堂
詩
餘
』
と
陳
註
の
違
い
が
顕
著
な
例
を
、
も
う
一
つ
見
て
お
こ
う
。

新
篁
揺
動
翠
葆
。
唐
儀
衛
志
天
子
有
羽
葆
華
蓋
曲
径
通
深
窈
。
唐
詩
竹
径
通
幽
処
夏
果
収
新
脆
、
金
丸
落
、
飛
鳥
。
李
賀
嘲
年
少
皆
把
金
丸
落
飛

鳥
濃
靄
迷
岸
草
。
蛙
声
閙
。
驟
雨
鳴
池
沼
。
杜
詩
驟
雨
落
河
魚
水
亭
小
。
韓
愈
詩
空
涼
水
上
亭
○
浮
萍
破
処
、
簷
花
簾
影
顛
倒
。
杜
詩
灯
前

細
雨
簷
花
落
綸
巾
羽
扇
、
晋
謝
万
常
着
白
綸
巾
見
簡
文
帝
又
晋
志
顧
栄
伐
陳
敏
以
白
羽
扇
揮
之
賊
衆
大
敗
酔
臥
北
窓
清
暁
。
晋
陶
淵
明
為
彭
沢
令
解
印
綬
賦

帰
去
来
嘗
言
夏
月
虚
閑
高
臥
北
窓
之
下
清
風
颯
至
自
謂
義
皇
上
人
屏
裏
呉
山
夢
柯
到
。
驚
覚
。
依
前
身
在
江
表
。
後
秦
王
猛
謂
符
堅
曰
謝
安
桓
中
皆
江
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表
偉
人新

竹
が
翠
の
羽
根
飾
り
の
よ
う
に
揺
れ
て
い
る
。
曲
が
り
く
ね
っ
た
道
が
竹
林
の
奥
深
く
へ
と
続
い
て
い
く
。
夏
の
果
物
は
実
っ
た

ば
か
り
で
み
ず
み
ず
し
く
、
金
色
の
実
が
落
ち
て
は
、
飛
ぶ
鳥
を
驚
か
せ
て
い
る
。
濃
い
も
や
に
け
ぶ
る
岸
辺
の
草
。
蛙
の
鳴
き
声

も
騒
が
し
い
。
に
わ
か
雨
が
池
の
水
面
を
打
つ
。
水
際
の
小
さ
な
四あ
ず
ま
や阿

。
○
浮
き
草
が
途
切
れ
る
処
に
は
、
軒
端
に
咲
く
花
や
簾
の

影
が
逆
さ
ま
に
映
る
。
繻
子
の
か
ぶ
り
も
の
と
羽
扇
を
手
に
、
酔
っ
て
北
の
窓
辺
で
寝
転
が
っ
た
ま
ま
清
し
い
朝
を
迎
え
る
。
夢
の

中
で
は
屏
風
に
描
か
れ
た
あ
の
呉
山
に
到
っ
た
が
。
目
が
覚
め
て
み
れ
ば
。
そ
こ
は
や
は
り
江
南
の
地
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
前
集
巻
下
【
隔
浦
蓮
】㉖
）

　

陳
註
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
一
つ
目
、「
翠
葆
」
の
註
。

〈
草
堂
〉
唐
儀
衛
志
「
天
子
有
羽
葆
華
蓋
」

〈
陳
註
〉
謝
朓
詩
「
翠
葆
随
風
、
金
戈
動
日
」
五
采
羽
名
為
葆㉗

。
言
新
竹
如
此
。

　
『
草
堂
詩
餘
』
が
引
く
の
は
『
新
唐
書
』
巻
二
十
三
「
儀
衛
志
」（
上
）
に
「
唐
制
、
天
子
の
居
る
を
『
衙
』
と
曰
い
、
行
く
を
『
駕
』

と
曰
う
、
皆
な
衛
の
有
厳
な
る
有
り
。
羽
葆
、
華
蓋
、
旌
旗
、
罕
畢
、
車
馬
の
衆
、
盛
ん
な
る
か
な
、
皆
な
安
徐
と
し
て
譁
し
か
ら
ず
」

と
あ
る
も
の
だ
が
、
そ
こ
に
用
い
ら
れ
る
の
は
「
羽
葆
」
と
い
う
類
似
は
す
る
が
別
の
語
で
あ
り
、
内
容
的
に
も
本
文
と
の
関
連
を
認

め
に
く
い
。
ま
た
、『
唐
書
』「
儀
衛
志
」
の
よ
う
な
典
拠
は
、
宋
代
に
成
立
し
た
『
錦
繡
万
花
谷
』
や
『
記
纂
淵
海
』
と
い
っ
た
類
書

類
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
も
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
対
し
て
、
陳
註
が
引
く
謝
朓
詩
は
「
翠
葆
」
と
い
う
語
が
そ
の
ま
ま
見
え
る

だ
け
で
な
く
、「
随
風
」
の
語
が
含
ま
れ
る
の
は
お
そ
ら
く
本
文
に
「
揺
動
」
と
い
う
の
を
承
け
て
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
一
句

全
体
の
解
釈
の
助
け
と
も
な
る
。

　

後
文
の
「
曲
径
」「
簷
花
」
の
註
に
も
同
様
の
事
が
い
え
る
。
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『
草
堂
詩
餘
』
の
類
書
的
性
格
に
つ
い
て

○
〈
草
堂
〉
唐
詩
「
竹
径
通
幽
処
」

　
〈
陳
註
〉
杜
甫
詩
「
小
径
曲
通
村
」

○
〈
草
堂
〉
杜
詩
「
灯
前
細
雨
簷
花
落
」

　
〈
陳
註
〉
張
子
野
詩
「
浮
萍
破
処
見
山
影
」
杜
甫
詩
云
「
簷
影
微
微
落
」

　

陳
註
が
す
で
に
、
註
と
し
て
的
を
射
た
も
の
を
附
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、『
草
堂
詩
餘
』
は
わ
ざ
わ
ざ
別
の
用
例
を
引
く
。
し

か
も
、「
竹
径
通
幽
処
」
は
『
冷
斎
夜
話
』
巻
三
が
「
唐
詩
」
と
し
て
載
せ
、
ま
た
杜
詩
「
灯
前
細
雨
簷
花
落
」
は
宋
・
胡
仔
『
漁
隠

叢
話
』
前
集
巻
五
十
九
に
「
周
美
成
『
水
亭
小
。
浮
萍
破
処
、
簷
花
簾
影
顛
倒
』、
按
ず
る
に
杜
少
陵
詩
『
灯
前
細
雨
簷
花
落
』
あ
り
、

美
成
は
此
の
『
簷
花
』
二
字
を
用
う
る
も
、
全
く
出
処
と
意
相
合
わ
ず
。
乃
ち
用
字
の
難
き
を
知
れ
り
」
と
あ
り
、
周
邦
彦
の
用
字
に

対
す
る
批
判
と
し
て
既
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
後
に
詳
述
す
る
が
、『
草
堂
詩
餘
』
の
編
者
は
編
纂
に
あ
た
っ
て
『
漁
隠
叢
話
』
を
参

照
し
て
お
り
、
杜
詩
に
つ
い
て
は
あ
る
い
は
こ
の
記
述
に
引
か
れ
て
、
そ
の
内
容
を
吟
味
す
る
こ
と
な
く
安
易
に
註
と
し
て
附
し
た
可

能
性
も
あ
る
だ
ろ
う㉘

。
な
お
、『
草
堂
詩
餘
』
に
引
か
れ
る
「
唐
詩
」
は
『
錦
繡
万
花
谷
』
後
集
巻
二
十
八
に
も
収
録
さ
れ
、「
杜
詩
」

は
『
記
纂
淵
海
』
巻
二
に
も
収
録
さ
れ
る
。

　

註
と
し
て
の
違
い
が
最
も
顕
著
な
の
は
、
最
後
の
「
江
表
」
の
註
で
あ
ろ
う
。

〈
草
堂
〉
後
秦
王
猛
謂
符
堅
曰
「
謝
安
桓
中
皆
江
表
偉
人
」。

〈
陳
註
〉
温
庭
筠
詩
「
屏
上
呉
山
遠
、
楼
中
朔
管
悲
」
江
表
言
江
南
也
。

　

陳
註
の
的
確
な
用
例
及
び
明
瞭
な
按
語
と
比
較
し
て
、『
草
堂
詩
餘
』
の
註
は
詞
の
内
容
と
の
関
連
が
薄
い
だ
け
で
な
く
誤
り
が
非

常
に
多
い
。『
晋
書
』
や
『
資
治
通
鑑
』
な
ど
の
史
書
に
拠
る
と
、
時
代
は
「
後
秦
」
で
は
な
く
「
晋
」、
符
堅
に
対
し
て
こ
の
言
葉
を

述
べ
た
の
は
王
猛
で
は
な
く
権
翼
で
あ
る
。
ま
た
「
桓
中
」
も
「
桓
沖
」
に
つ
く
る
の
が
正
し
い
。
こ
れ
ら
の
誤
り
を
総
合
す
る
に
、
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史
書
以
外
の
、
何
ら
か
の
混
乱
を
含
む
記
述
（
例
え
ば
類
書
や
筆
記
等
）
か
ら
の
借
用
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。

　

陳
註
で
附
さ
れ
な
い
箇
所
に
附
さ
れ
た
註
と
し
て
は
、「
杜
詩
『
驟
雨
落
河
魚
』」「
韓
愈
詩
『
空
涼
水
上
亭
』」「
晋
志
『
顧
栄
伐
陳
敏
、

以
白
羽
扇
揮
之
、
賊
衆
大
敗
』」
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
詞
の
解
釈
上
必
ず
し
も
必
要
な
も
の
と
も
思
え
な
い
。
詩
二
首
は
た
だ
同
じ

語
彙
が
用
い
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
し
、「
晋
志
」
の
引
用
は
注
釈
と
し
て
不
適
切
と
思
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、『
晋
書
』
の
記
述
と

比
較
す
る
と
文
章
に
大
幅
な
異
同
が
認
め
ら
れ
る㉙

。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
詞
に
限
っ
て
陳
註
を
参
照
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
「
綸
巾
」
の
註
に

は
陳
註
を
参
照
し
た
形
跡
が
認
め
ら
れ
る
。

〈
草
堂
〉
晋
謝
万
、
常
着
白
綸
巾
見
簡
文
帝
。

〈
陳
註
〉
世
説
云
「
謝
万
、
謁
簡
文
帝
著
白
綸
巾㉚
」

　
『
草
堂
詩
餘
』
と
陳
註
の
引
用
は
、
語
順
語
彙
に
異
同
は
あ
る
が
内
容
は
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
と
こ
ろ
が
、『
世
説
新
語
』
を
見
る
と
謝

万
が「
白
綸
巾
」を
着
け
て
ま
み
え
た
の
は
妻
の
父
王
藍
田
で
あ
り
、簡
文
帝
で
は
な
い㉛

。
陳
註
の
記
述
が
何
に
基
づ
く
か
は
不
明
だ
が
、

少
な
く
と
も
同
じ
間
違
い
を
『
草
堂
詩
餘
』
も
踏
襲
し
て
い
る
。
ま
た
「
李
賀
嘲
年
少
『
皆
把
金
丸
落
飛
鳥
』」「
晋
陶
淵
明
、
為
彭
沢

令
、
解
印
綬
、
賦
帰
去
来
。
嘗
言
夏
月
虚
閑
、
高
臥
北
窓
之
下
、
清
風
颯
至
、
自
謂
羲
皇
上
人㉜

」
は
い
ず
れ
も
陳
註
が
す
で
に
引
く
も

の
で
あ
る
。

　

註
の
機
能
・
効
用
は
多
岐
に
わ
た
る
た
め
一
概
に
は
言
え
な
い
が
、『
草
堂
詩
餘
』
は
陳
註
を
参
照
し
、
時
に
は
誤
り
ま
で
踏
襲
し

て
い
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
は
有
用
な
註
を
削
除
し
て
無
意
味
な
註
に
置
き
換
え
た
り
、
的
は
ず
れ
な
語
註
を
加
え
た
り
し
て
い
る
。

元
々
あ
る
有
用
な
註
を
変
更
す
る
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
意
図
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
以
上
の
例

か
ら
推
測
で
き
る
よ
う
に
、『
草
堂
詩
餘
』
が
差
し
替
え
や
添
加
に
用
い
る
用
例
は
、
そ
の
多
く
が
恐
ら
く
類
書
な
ど
か
ら
の
借
用
で
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『
草
堂
詩
餘
』
の
類
書
的
性
格
に
つ
い
て

あ
り
、
し
か
も
文
意
の
確
認
を
し
ば
し
ば
怠
っ
て
い
る
が
た
め
に
、
意
図
が
不
明
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、『
草

堂
詩
餘
』
の
詞
註
を
全
体
的
に
見
た
場
合
、
首
尾
一
貫
し
た
態
度
を
見
出
し
に
く
く
、
無
定
見
に
附
さ
れ
た
も
の
と
の
認
識
を
持
た
ざ

る
を
得
な
い
。

　
『
草
堂
詩
餘
』
の
註
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
歳
時
記
や
風
土
記
の
類
が
し
ば
し
ば
引
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

○
荊
楚
記
「
寒
食
挑
菜
。
如
今
人
春
日
生
菜
」（
前
集
巻
上
／
陸
務
観
【
水
龍
吟
】）

○
荊
楚
歳
時
記「
立
春
日
、悉
剪
綵
為
燕
、以
戴
之
。
鄭
毅
夫
云『
漢
殿
闘
簪
双
・
綵
燕
、併
知
春
色
上
釵
頭
』」（
後
集
巻
上
／
賀
方
回【
臨

江
仙
】）

○
風
土
記
「
端
午
日
、
進
角
黍
」（
後
集
巻
上
／
【
喜
遷
鴬
】）

○
風
俗
通
「
筝
秦
声
也
。
形
如
瑟
」（
前
集
巻
上
／
【
満
庭
芳
】）

○
華
陽
風
俗
録
「
鳥
有
杜
鵑
者
。
其
大
如
鵲
而
羽
鳴
。
其
声
哀
而
吻
有
血
。
春
至
則
鳴
」（
前
集
巻
上
／
【
憶
王
孫
】）

○
古
今
藝
術
「
鞦
韆
北
方
戎
戯
。
習
以
軽
趫
者
」（
前
集
巻
上
／
【
満
庭
芳
】）

　

こ
の
よ
う
な
書
物
か
ら
の
引
用
は
、
陳
註
に
は
極
め
て
例
外
的
に
し
か
見
い
だ
せ
な
い
。
陳
註
の
引
用
は
、『
詩
経
』
や
『
楚
辞
』

を
始
め
と
し
た
古
典
的
文
献
に
見
え
る
作
品
が
そ
の
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
の
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
は
『
史
記
』
や
『
漢
書
』
と
い
っ

た
史
書
や
唐
宋
の
筆
記
類
の
記
述
が
散
見
さ
れ
る
に
止
ま
る
。

　

中
田
氏
は
、『
草
堂
詩
餘
』
の
註
の
う
ち
、
詩
句
の
出
処
の
多
く
が
『
文
選
』
や
唐
宋
詩
詞
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
故
事
に
関
す
る
引

用
文
献
が
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
註
の
主
な
目
的
は
「
句
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
そ
の
情
緒
を

助
け
る
」
こ
と
で
あ
る
と
し
、
適
切
な
典
故
や
用
例
が
し
ば
し
ば
引
か
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
「
詞
の
鑑
賞
の
方
法
の
寛
大
さ
」
で

あ
る
と
述
べ
る
。
し
か
し
以
上
の
よ
う
な
情
況
を
踏
ま
え
る
と
、「
鑑
賞
」
を
念
頭
に
置
い
た
註
で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
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だ
ろ
う
か
。

　
『
草
堂
詩
餘
』
の
註
は
、
あ
る
語
彙
が
あ
っ
た
場
合
そ
れ
が
他
に
ど
の
よ
う
な
文
献
に
見
ら
れ
る
か
を
、
歳
時
記
等
を
含
め
た
雑
多

な
書
物
か
ら
引
用
し
て
お
り
、
そ
の
語
彙
の
正
確
な
典
故
や
適
切
な
用
例
と
い
う
こ
と
に
頓
着
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、『
草
堂
詩
餘
』

に
と
っ
て
重
要
な
の
は
一
首
の
詞
を
解
釈
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
詞
の
文
脈
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
語
彙
が
、
過
去
の
有
名
な
作
品
（
杜

甫
や
李
白
等
）、
或
い
は
時
代
が
近
く
人
々
に
知
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
作
品
（
蘇
軾
や
晏
殊
等
）
で
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
、

ま
た
時
に
は
そ
の
語
彙
が
ど
の
よ
う
な
物
語
や
習
慣
に
基
づ
く
も
の
か
と
い
う
知
識
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
附
さ
れ
た
註
か

ら
は
、作
品
全
体
を
理
解
す
る
視
野
は
提
供
さ
れ
ず
、語
彙
に
関
す
る
断
片
的
な
知
識
が
提
供
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。『
草
堂
詩
餘
』
は
、

そ
の
意
味
で
多
分
に
類
書
的
な
詞
選
集
な
の
で
あ
る
。

　

同
様
の
性
格
は
詞
話
か
ら
も
う
か
が
え
る
。『
草
堂
詩
餘
』
の
詞
話
に
は
、
別
に
ま
と
め
ら
れ
た
書
物
か
ら
の
丸
ご
と
借
用
が
非
常

に
多
い
こ
と
は
、
中
田
氏
が
す
で
に
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。

　

具
体
的
に
確
認
し
て
み
よ
う
。

○
『
苕
渓
漁
隠
』
云
わ
く
、「
馬
蹄
難
駐
」、
駐
字
を
去
字
に
作
ら
ば
語
意
乃
ち
佳
ろ
し
。『
古
今
詩
話
』：
悶
字
深
く
意
義
有
り
。

鵲
は
本
は
喜
声
な
れ
ど
も
、
其
の
憑
る
無
き
が
為
に
乃
ち
悶
と
し
て
之
を
弾
つ
。　
　
　
　
（
前
集
巻
下
／
徐
幹
臣
【
二
郎
神
】）

○
『
遯
斎
閑
覧
』
張
子
野
郎
中
、
楽
章
を
以
て
名
を
一
時
に
擅
に
す
。
宋
子
京
尚
書
、
其
の
才
を
奇
と
し
、
先
に
往
き
て
之
に

見ま
み

ゆ
る
に
、
将
命
の
者
を
遣
わ
し
て
曰
く
「
尚
書
は
『
雲
破
月
来
花
弄
影
』
郎
中
に
見ま
み

え
ん
と
欲
す
」
と
。
子
野
屏
後
よ
り
呼

び
て
曰
く
「『
紅
杏
枝
頭
春
意
閙
』
尚
書
に
非
ざ
る
を
得
ん
や
」
と
。
遂
に
出
で
て
酒
を
置
き
歓
を
尽
く
す
。
蓋
し
二
人
の
挙
ぐ

る
所
は
皆
な
其
の
警
策
な
り
。『
古
今
詩
話
』亦
た
云
わ
く
、子
野
嘗
て【
天
仙
子
】詞
を
作
り
て
云
わ
く
、「
雲
破
月
来
花
弄
影
」と
。

士
大
夫
多
く
之
を
称
す
。
張
初
め
て
欧
公
に
謁
見
す
る
に
、
迎
え
て
謂
い
て
曰
わ
く
「
好よ

き
か
な
『
雲
破
月
来
花
弄
影
』、
恨
む
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『
草
堂
詩
餘
』
の
類
書
的
性
格
に
つ
い
て

ら
く
は
相
見ま
み

ゆ
る
こ
と
の
晩
き
を
」
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
前
集
巻
上
／
宋
子
京
【
玉
楼
春
】）

○『
絶
妙
詞
選
』云
わ
く
、上
苑
に
て
初
夏
、公
宴
に
侍
す
。
池
上
に
双
飛
の
新
燕 

水
を
掠
め
て
去
る
有
り
。
旨
を
得
て
、之
を
賦
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
前
集
巻
下
／
曹
純
甫
【
阮
郎
帰
】）

　

詞
話
が
附
さ
れ
た
『
草
堂
詩
餘
』
に
先
行
す
る
詞
選
集
と
し
て
黄
昇
『
花
庵
詞
選
』
が
あ
り
、
そ
れ
が
『
草
堂
詩
餘
』
編
纂
の
際
に

参
照
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
そ
の
明
確
な
証
明
と
な
る
の
が
、「
絶
妙
詞
選
」
や
「
花
庵
詞
客
」
の
語
と
し
て
引
用
さ

れ
る
詞
話
の
存
在
で
、
そ
の
文
章
は
文
字
の
異
同
な
ど
一
部
を
除
い
て
黄
昇
の
記
述
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る㉝

。

　

ま
た
、『
漁
隠
叢
話
』
も
『
草
堂
詩
餘
』
に
と
っ
て
主
要
な
詞
話
の
引
用
源
で
あ
る
。「
苕
渓
漁
隠
云
」「
苕
渓
詩
話
」「
漁
隠
叢
話
」

等
と
標
記
さ
れ
た
詞
話
が
、『
草
堂
詩
餘
』
全
体
で
二
十
五
則
以
上
を
数
え
る
。
そ
れ
以
外
で
も
『
漁
隠
叢
話
』
が
引
用
す
る
書
物
を
、

恐
ら
く
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
借
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
多
数
あ
る
。
例
え
ば
、
右
の
引
用
で
第
二
番
目
に
挙
げ
た
詞
話
に

引
用
さ
れ
る
二
種
類
の
書
物
は
、『
漁
隠
叢
話
』
が
全
く
同
じ
順
番
で
載
せ
る
。『
草
堂
詩
餘
』
が
そ
れ
ぞ
れ
の
書
物
か
ら
直
接
引
用
し

た
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
『
漁
隠
叢
話
』
か
ら
記
述
を
借
用
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
な
お
、『
漁
隠
叢
話
』
自
体
が
、

同
時
代
ま
で
の
詩
話
書
の
博
引
に
よ
っ
て
成
っ
て
お
り
、
そ
の
「
博
引
」
が
『
草
堂
詩
餘
』
の
性
格
と
重
な
る
点
は
注
意
に
値
す
る
。

　

詞
話
の
内
容
は
、
そ
の
詞
の
制
作
背
景
や
当
時
の
評
判
と
い
っ
た
、
詞
に
関
係
す
る
逸
話
が
そ
の
多
く
を
占
め
る
。
そ
れ
以
外
で
は
、

蘇
東
坡
【
西
江
月
】（
前
集
巻
上
）
や
【
洞
仙
歌
】（
前
集
巻
下
）
の
よ
う
に
作
者
の
自
序
を
引
用
し
た
り
、阮
逸
女
【
花
心
動
】（
前
集
巻
上
）

の
よ
う
に
作
者
に
関
す
る
考
察
が
引
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　

注
意
す
べ
き
は
、
同
じ
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
『
花
庵
詞
選
』
が
編
者
黄
昇
自
身
の
評
を
詞
話
と
し
て
附
し
、
あ
る
い
は
詞
作
者
の

自
序
や
逸
話
を
直
接
引
く
の
に
対
し
て
、『
草
堂
詩
餘
』
は
ほ
と
ん
ど
全
て
が
借
用
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
編
者
自
身
の
言

な
ど
『
草
堂
詩
餘
』
に
は
な
い㉞

、
と
さ
え
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
に
も
『
草
堂
詩
餘
』
の
「
網
羅
し
て
羅
列
す
る
」
と
い
う
類
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書
的
性
格
は
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

四
、
結
語

　
『
草
堂
詩
餘
』
は
そ
の
体
例
、
収
録
作
品
、
詞
註
、
詞
話
、
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
か
ら
見
て
き
わ
め
て
「
類
書
的
」
な
詞
選
集
で
あ
る
。

朱
彝
尊
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
詞
選
集
と
し
て
み
た
場
合
、『
楽
府
雅
詞
』
の
方
が
『
草
堂
詩
餘
』
よ
り
は
る
か
に
重
要
な
「
雅
」
な

る
作
品
集
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
、
楊
慎
が
「
鄙
俗
・
酸
文
の
如
き
を
選
ぶ
」
と
い
い
、
賀
裳
が
「
一
つ
と
し
て
善
き
者
無
し
」

と
い
う
よ
う
に
、『
草
堂
詩
餘
』
の
収
録
作
品
は
必
ず
し
も
理
想
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
詞
註
や
詞
話
も
単
な
る
寄
せ
集
め
に

過
ぎ
な
か
っ
た
。
詞
を
「
雅
を
以
て
尚
し
」
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
た
し
か
に
『
草
堂
詩
餘
』
は
「
廃
す
べ
き
」
詞
選
集
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、『
草
堂
詩
餘
』
は
生
き
残
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
「
廃
す
べ
き
」
詞
選
集
が
他
の
「
雅
な
る
」
詞
選
集
を
は
る
か
に

凌
駕
し
て
流
行
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、『
草
堂
詩
餘
』
の
版
本
と
そ
れ
に
関
わ
る
言
及
の
多
さ
が
物
語
る
と
お
り
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
項
目
を
立
て
て
分
類
し
、
註
や
詞
話
を
集
め
て
詞
を
羅
列
す
る
と
い
う
『
草
堂
詩
餘
』
の
中
に
、
類
書
的
性
格
を
見
て
き

た
。「
類
書
」
が
様
々
な
事
項
を
分
類
し
て
羅
列
す
る
の
は
、
元
来
「
引
か
れ
る
」
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、『
草
堂
詩

餘
』
が
か
り
に
「
類
書
的
」
な
書
物
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
誰
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ

と
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
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『
草
堂
詩
餘
』
の
類
書
的
性
格
に
つ
い
て

〔
附
記
〕

　
『
草
堂
詩
餘
』
の
編
者
に
つ
い
て
は
、
国
立
中
央
図
書
館
現
蔵
の
至
正
十
一
年
双
璧
陳
氏
刊
本
に
「
建
安
古
梅
何
士
信
君
実
編
選
」

と
刻
さ
れ
て
い
る
と
い
う
（
筆
者
未
見
、
趙
万
里
「『
校
輯
宋
金
元
人
詞
』
引
用
書
目
」
参
照
）。
ま
た
、『
北
京
図
書
館
古
籍
善
本
書
目
』
は
『
草

堂
詩
餘
』
に
つ
い
て
「
宋
・
何
士
信
輯
」
と
す
る
。
こ
の
「
何
士
信
」
が
、『
類
編
群
英
選
前
後
集
』『
諸
儒
標
題
註
疏
小
学
集
成
』『
類

編
古
今
事
林
群
書
一
覧
』
と
い
っ
た
類
書
の
編
者
と
し
て
テ
キ
ス
ト
に
名
前
が
見
え
る
こ
と
を
、
宮
紀
子
『
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
出
版
文

化
』（
二
〇
〇
六
年
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
）
に
よ
っ
て
最
近
知
っ
た
。
宮
氏
に
よ
れ
ば
、『
小
学
集
成
』
等
に
は
「
建
安
古
梅
何
士
信
」
と

記
述
さ
れ
る
と
い
う
。
彼
が
、『
草
堂
詩
餘
』
の
編
者
と
目
さ
れ
る
「
何
士
信
」
と
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
が
、

だ
と
す
れ
ば
、『
草
堂
詩
餘
』
や
上
に
挙
げ
た
『
類
編
群
英
選
前
後
集
』
等
の
書
籍
が
、
い
つ
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
に
編
纂
さ
れ
た
か

に
つ
い
て
、
再
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

註
①　
『
草
堂
詩
餘
』
の
刊
本
数
は
中
田
勇
次
郎
『
読
詞
叢
考
』
Ⅱ
「
詞
集
」
三
「
草
堂
詩
餘
の
版
本
」（
創
文
社
、東
洋
学
叢
書
、一
九
九
八
年
）
所
載
の
「『
草

堂
詩
餘
』
刊
本
一
覧
」
及
び
劉
軍
政
「
明
代
『
草
堂
詩
餘
』
批
評
論
」（
河
南
大
学
研
究
生
碩
士
学
位
論
文
、二
〇
〇
三
年
）
に
拠
っ
た
。
そ
れ
ら
に
よ
る
と
、

四
十
種
類
近
く
の
版
本
が
現
存
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
『
楽
府
雅
詞
』
及
び
『
花
庵
詞
選
』
な
ど
に
つ
い
て
は
饒
宗
頤
『
詞
集
考
』

（
中
華
書
局
、
一
九
九
二
年
）
所
載
の
版
本
数
に
拠
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
現
存
版
本
は
最
多
で
も
十
種
類
に
満
た
な
い
。

②　

中
田
氏
前
掲
書
参
照
。
ま
た
、『
草
堂
詩
餘
』
は
日
本
に
も
早
く
か
ら
入
っ
て
き
て
お
り
、
京
都
大
学
所
蔵
（
狩
野
直
喜
博
士
旧
蔵
本
）
以
外
に
、
東

洋
文
庫
・
内
閣
文
庫
や
静
嘉
堂
文
庫
な
ど
に
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
旨
、
村
上
哲
見
先
生
よ
り
御
示
教
頂
い
た
。
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③　
『
草
堂
詩
餘
』
が
最
初
に
そ
の
名
を
記
さ
れ
る
の
は
、
宋
・
王
楙
『
野
客
叢
書
』
巻
四
で
あ
る
。『
野
客
叢
書
』
は
そ
の
序
文
か
ら
寧
宗
期
の
成
立
と

推
定
さ
れ
、
少
な
く
と
も
そ
の
こ
ろ
に
は
註
の
施
さ
れ
た
『
草
堂
詩
餘
』
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
理
宗
期
の
陳
振
孫
の
書
目
『
直

斎
書
録
解
題
』
に
、『
草
堂
詩
餘
』
二
巻
及
び
そ
れ
に
類
似
す
る
選
集
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、『
野
客
叢
書
』
が
「
草
堂
詩
餘
載
張

仲
宗
【
満
江
紅
】
詞
」
と
す
る
作
品
は
、
実
は
周
邦
彦
の
作
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
詞
は
、
現
存
す
る
『
草
堂
詩
餘
』
諸
刊
本
の
う
ち
、
元
刊
本
な
ど

早
い
時
期
の
刊
本
に
は
収
録
さ
れ
な
い
が
、
却
っ
て
明
・
顧
従
敬
『
類
編
草
堂
詩
餘
』
に
は
正
し
く
周
邦
彦
の
名
を
以
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。

④　

京
都
大
学
文
学
部
所
蔵
（
狩
野
博
士
旧
蔵
本
）
至
正
三
年
刊
本
に
は
前
集
に
欠
葉
が
あ
り
、ま
た
後
集
は
別
の
刊
本
の
合
刻
と
考
え
ら
れ
る
な
ど
、様
々

な
問
題
が
存
在
す
る
。
そ
の
次
に
早
い
の
は
元
至
正
十
一
年
双
璧
陳
氏
刊
本
だ
が
、
こ
の
刊
本
は
旧
北
平
図
書
館
所
蔵
（
国
立
中
央
図
書
館
〔
台
北
〕

現
蔵
）
と
さ
れ
て
お
り
、
残
念
な
が
ら
未
見
で
あ
る
。
中
田
氏
も
、
至
正
十
一
年
刊
本
の
情
報
に
つ
い
て
は
趙
万
里
「『
校
輯
宋
金
元
人
詞
』
引
用
書
目
」

に
拠
る
と
い
う
（
前
掲
書
参
照
）。
ま
た
、
嘉
靖
二
十
八
年
李
謹
輯
刊
本
に
つ
い
て
は
、
分
類
本
で
は
あ
る
が
そ
の
作
品
の
配
列
は
そ
の
他
の
分
類
本

系
統
の
刊
本
と
や
や
異
な
り
、
体
裁
も
本
文
の
後
に
ま
と
め
て
詞
註
と
詞
話
を
付
す
と
い
う
形
を
取
る
。
し
か
し
、
収
録
さ
れ
る
作
品
や
詞
註
・
詞
話

い
ず
れ
も
そ
れ
ま
で
の
諸
本
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
て
い
る
。

⑤　

た
だ
し
こ
の
刊
本
は
後
集
巻
上
に
三
葉
（
黄
昇
【
南
郷
子
】
か
ら
周
美
成
【
玉
楼
春
】
ま
で
の
八
首
）
の
脱
落
が
あ
る
。
同
じ
刊
本
と
考
え
ら
れ
る

も
の
に
『
景
刊
宋
金
元
明
本
詞
』
所
収
『
増
修
箋
註
妙
選
羣
英
草
堂
詩
餘
』（「
洪
武
壬
申
（
二
十
五
年
）
孟
夏
遵
正
書
堂
新
刊
」
の
刊
記
あ
り
）
が
あ
り
、

そ
ち
ら
は
脱
葉
が
な
い
。
そ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、中
田
氏
が
前
掲
書
の
中
で
「
最
も
完
備
」
す
る
洪
武
本
と
い
う
の
も
、恐
ら
く
『
景
刊
宋
金
元
明
本
詞
』

所
収
本
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
本
文
で
述
べ
た
分
類
本
の
主
な
刊
本
三
種
間
で
そ
れ
ぞ
れ
が
収
録
す
る
詞
数
を
比
較
す
る
と
、
洪
武
本
は
至
正
本

よ
り
一
首
少
な
く
（
前
集
下
末
尾
の
柳
耆
卿
【
望
梅
】
一
首
）、『
四
部
叢
刊
』
所
収
本
は
洪
武
本
に
比
べ
て
三
首
（
前
集
上
末
尾
の
周
邦
彦
【
瑞
鶴
仙
】

一
首
、謝
無
逸
【
江
神
子
】
一
首
、魯
逸
仲
【
惜
餘
春
慢
】
一
首
）、至
正
本
に
比
べ
て
四
首
（
上
記
の
三
首
の
ほ
か
、洪
武
本
と
同
じ
く
【
望
梅
】
一
首
）

少
な
い
。
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『
草
堂
詩
餘
』
の
類
書
的
性
格
に
つ
い
て

⑥　

洪
武
本
に
は
断
句
が
施
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
格
律
は
『
欽
定
詞
譜
』
を
参
照
し
た
が
、
註
の
挿
入
が
あ
る
場
合
は
そ
の
切
れ
目
を
優
先
し
た
。

⑦　
『
古
今
詞
話
』
は
佚
書
で
あ
り
、『
詞
話
叢
編
』
は
趙
万
里
の
輯
本
を
収
録
す
る
。

⑧　
「
秦
楼
」
は
通
常
妓
楼
を
指
し
、
ま
た
「
丁
香
」「
豆
蔲
」
は
い
ず
れ
も
女
性
の
比
喩
と
し
て
し
ば
し
ば
詩
詞
中
で
用
い
ら
れ
る
。

⑨　
『
東
京
夢
華
録
』
巻
二
、『
邵
氏
聞
見
録
』
巻
三
、『
夢
粱
録
』
巻
二
十
な
ど
を
参
照
。
そ
の
詞
は
【
絳
都
春
】
一
首
を
存
す
る
の
み
で
あ
る
。

⑩　

清
・
丁
紹
儀
『
聴
秋
声
舘
詞
話
』
巻
七
に
【
万
年
歓
】【
送
入
我
門
来
】
が
引
用
さ
れ
る
。
ま
た
『
全
宋
詞
』
は
胡
浩
然
の
作
と
は
し
て
い
な
い
が
、

後
集
巻
上
が
胡
浩
然
の
作
と
し
て
収
録
す
る
【
喜
遷
鴬
】
は
、
明
・
田
汝
成
『
西
湖
遊
覧
志
餘
』
巻
三
が
や
は
り
胡
浩
然
の
作
と
し
て
引
用
す
る
。

⑪　
『
全
宋
詞
』
は
【
秋
霽
】
を
無
名
氏
の
作
品
と
し
て
収
録
す
る
。

⑫　
『
全
宋
詞
』
は
、
范
元
卿
の
詞
と
し
て
『
草
堂
詩
餘
』
に
収
録
さ
れ
る
二
首
を
録
す
が
、
そ
の
二
首
の
う
ち
『
草
堂
詩
餘
』
が
誤
っ
て
撰
者
を
朱
敦
儒

と
し
て
い
る
【
念
奴
嬌
】
に
つ
い
て
は
、『
宝
真
斎
法
書
賛
』
巻
二
十
七
か
ら
収
録
し
た
と
い
う
。
ま
た
劉
巨
済
は
二
首
を
存
し
、そ
の
う
ち
の
一
つ
は
『
漁

隠
叢
話
』
後
集
巻
三
十
七
所
引
『
復
斎
漫
録
』
に
見
え
る
。
韓
子
蒼
は
【
念
奴
嬌
】
の
他
に
失
調
名
二
句
が
『
輿
地
紀
勝
』
か
ら
録
さ
れ
、
劉
方
叔
は

分
類
本
・
分
調
本
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
一
首
ず
つ
収
録
さ
れ
て
い
る
。

⑬　
『
花
庵
詞
選
』
が
『
草
堂
詩
餘
』
の
編
纂
に
お
い
て
参
照
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
中
田
氏
前
掲
書
に
考
察
が
あ
る
。
な
お
、
註
③
で
言
及
し

た
よ
う
に
、『
草
堂
詩
餘
』
と
い
う
名
の
註
付
き
詞
選
集
は
、
南
宋
の
寧
宗
期
に
は
存
在
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
の
だ
が
、
実
は
そ
れ
は
淳
祐
九
年

の
黄
昇
自
序
を
持
つ
『
花
庵
詞
選
』
の
成
立
よ
り
早
い
。
た
だ
し
、
こ
の
南
宋
本
『
草
堂
詩
餘
』
が
元
以
後
の
『
草
堂
詩
餘
』
と
同
じ
で
あ
っ
た
と
は

考
え
に
く
く
、
現
に
『
野
客
叢
書
』
が
引
く
作
品
及
び
註
は
現
存
す
る
元
刊
本
に
は
収
録
さ
れ
な
い
。
ま
た
元
刊
本
が
『
花
庵
詞
選
』
を
参
照
し
て
い

る
こ
と
は
、
そ
の
詞
話
な
ど
か
ら
明
白
で
あ
る
。

⑭　
『
続
修
四
庫
全
書
』
本
は
前
述
の
よ
う
に
後
集
巻
上
に
三
葉
分
の
脱
落
が
あ
る
た
め
、
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
『
景
刊
宋
金
元
明
本
詞
』
本
で
補
っ
て

計
数
し
た
。
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⑮　

黄
昇
は
『
花
庵
詞
選
』
の
編
者
で
あ
り
、『
中
興
以
来
絶
妙
詞
選
』
の
自
序
に
「
巻
末
に
自
分
の
作
品
数
十
首
を
附
し
て
お
く
云
々
」
と
述
べ
る
。
正

確
に
は
彼
の
詞
が
選
ば
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

⑯　

南
唐
中
主
李
景
の
作
品
を
後
主
李
煜
の
作
品
と
し
た
り
、
晏
殊
の
作
品
を
欧
陽
脩
、
朱
熹
の
作
品
を
張
安
国
と
し
て
い
る
な
ど
、『
花
庵
詞
選
』
中
に

も
誤
り
は
存
在
す
る
。
し
か
し
、『
草
堂
詩
餘
』
に
存
在
す
る
テ
キ
ス
ト
や
作
者
の
混
乱
に
比
べ
れ
ば
、
微
々
た
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

⑰　
【
瑞
龍
吟
】
は
『
欽
定
詞
譜
』
に
よ
る
と
三
段
百
三
十
三
字
、
前
両
段
各
六
句
三
仄
韻
後
一
段
十
七
句
九
仄
韻
。
陳
註
が
「
吟
牋
賦
筆
」
で
前
後
二
段

に
分
段
す
る
の
に
対
し
、『
草
堂
詩
餘
』
は
格
律
通
り
三
段
に
つ
く
る
。
ま
た
『
草
堂
詩
餘
』
は
、
本
文
の
後
に
『
花
庵
詞
選
』
の
按
語
（
そ
の
中
で

黄
昇
は
二
段
で
は
な
く
三
段
が
正
し
い
と
考
証
す
る
）
を
詞
話
と
し
て
附
し
て
い
る
。
な
お
、
原
本
で
は
詞
註
と
詞
話
は
版
本
上
双
行
の
小
字
で
表
示

さ
れ
て
い
る
。

⑱　

劉
学
鍇
・
余
恕
誠
『
李
商
隠
詩
歌
集
解
』
九
十
九
頁
（
中
華
書
局
、
一
九
八
八
。
同
書
は
明
・
汲
古
閣
刊
本
を
底
本
に
、
各
種
刊
本
を
用
い
て
校
訂

し
た
も
の
で
あ
る
）。

⑲　

陳
註
は
「
悽
悄
」
の
後
に
こ
の
詩
句
を
附
す
。『
草
堂
詩
餘
』
は
こ
の
詩
句
が
「
嬋
娟
」
の
語
註
で
あ
る
こ
と
か
ら
移
動
さ
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
の
よ
う
な
例
は
他
に
は
あ
ま
り
見
え
な
い
。

⑳　

こ
の
詩
の
作
者
は
謝
霊
運
で
あ
る
が
、
陳
註
は
「
謝
玄
暉
詩
」
と
い
う
。
恐
ら
く
同
姓
に
よ
る
誤
り
で
あ
ろ
う
。『
草
堂
詩
餘
』
が
何
故
「
唐
詩
」
と

し
て
引
用
す
る
の
か
よ
く
分
か
ら
な
い
。

㉑　

宋
・
曽
慥
『
類
説
』
巻
二
十
八
「
異
聞
集
」
所
引
「
感
異
記
」
等
に
こ
の
話
が
引
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
『
類
説
』
の
記
述
と
陳
註
の
引
用
に
は
か

な
り
異
同
が
あ
る
。
宋
・
葉
庭
珪
『
海
録
砕
事
』
巻
二
「
天
部
下
」「
七
夕
門
」「
織
女
斜
河
」
の
条
が
「
聞
異
集
」
か
ら
引
用
す
る
記
述
が
、
陳
註
に

最
も
近
い
。

㉒　
『
太
平
御
覧
』
巻
九
百
十
五
は
こ
の
記
述
を
晋
・
陸
翽
「
鄴
中
記
」
か
ら
収
録
す
る
が
、『
淵
鑑
類
函
』
巻
三
百
四
十
七
「
楼
二
」
は
「
幽
冥
録
」
か
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『
草
堂
詩
餘
』
の
類
書
的
性
格
に
つ
い
て

ら
同
じ
内
容
の
記
述
を
引
く
。

㉓　

孟
郊
詩
は
本
来
恋
愛
詩
で
は
な
い
が
、
こ
の
句
だ
け
を
取
り
出
せ
ば
、
恋
愛
詩
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

㉔　
「
清
輝
」「
聴
西
風
」
は
陳
註
と
『
草
堂
詩
餘
』
と
で
は
本
文
の
文
字
に
異
同
が
あ
り
、
陳
註
は
そ
れ
ぞ
れ
「
清
暉
」「
聴
秋
風
」
に
つ
く
る
。
こ
の
二

つ
が
削
除
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
か
も
し
れ
な
い
。

㉕　
「
衰
草
」
の
語
は
一
句
目
に
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、『
草
堂
詩
餘
』
の
註
は
本
来
「
衰
草
」
の
す
ぐ
下
に
つ
く
べ
き
で
あ
る
。

㉖　

洪
武
本
は
「
水
亭
小
」
ま
で
を
前
段
と
す
る
が
、『
欽
定
詞
譜
』
に
よ
る
と
「
驟
雨
鳴
池
沼
」
ま
で
が
前
段
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
詞
は
陳
註
と
『
草
堂
詩
餘
』

の
間
に
文
字
の
異
同
が
い
く
つ
か
あ
る
の
で
、以
下
に
列
挙
し
て
お
く
。『
草
堂
詩
餘
』「
飛
鳥
」「
簷
花
簾
影
」「
酔
臥
」「
夢
柯
」「
依
前
」
→
陳
註
「
驚

飛
鳥
」「
簾
花
簷
影
」「
困
臥
」「
夢
自
」「
依
然
」。
な
お
、「
飛
鳥
」
は
そ
の
ま
ま
で
は
格
律
に
合
わ
な
い
の
で
、
陳
註
に
従
っ
て
訳
を
つ
け
た
。

㉗　
「
五
采
羽
名
為
葆
」
は
宋
・
楊
侃
『
両
漢
博
聞
』
巻
九
「
葆
車
」
の
条
に
そ
の
ま
ま
の
形
で
見
え
る
。
し
か
し
こ
れ
が
引
用
で
あ
る
か
ど
う
か
判
断
し

か
ね
る
た
め
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
陳
元
龍
の
按
語
の
一
部
と
し
た
。

㉘　
「
簷
花
」
の
語
を
、
陳
註
は
「
簾
花
」
に
作
る
。『
漁
隠
叢
話
』
の
引
く
詞
句
が
、
陳
註
で
は
な
く
『
草
堂
詩
餘
』
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
に
も
注
意
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

㉙　

敏
率
万
餘
人
将
与
卓
戦
。
未
獲
済
、
栄
以
白
羽
扇
麾
之
、
敏
衆
潰
散
。（『
晋
書
』
巻
百
「
陳
敏
伝
」）

㉚　

陳
註
は
こ
の
後
に
、『
蜀
志
』
と
陶
潜
の
語
及
び
李
賀
詩
を
引
用
す
る
。

㉛　

謝
中
郎
是
王
藍
田
女
婿
。
嘗
着
白
綸
巾
肩
輿
径
至
揚
州
聴
事
。（『
世
説
新
語
』「
簡
傲
」）

㉜　
『
晋
書
』
巻
九
十
四
「
隠
逸
伝
・
陶
潜
」
に
「
嘗
言
夏
月
虚
閑
、
高
臥
北
窓
之
下
、
清
風
颯
至
、
自
謂
羲
皇
上
人
」
と
あ
り
、
ま
た
『
漁
隠
叢
話
』
前

集
巻
三
「
陶
淵
明
集
云
」
条
に
は
「
為
彭
沢
令
在
官
八
十
餘
日
、即
解
印
綬
賦
帰
去
来
兮
辞
」
と
あ
る
。『
草
堂
詩
餘
』
の
註
は
こ
れ
を
併
せ
た
形
に
な
っ

て
い
る
。
な
お
、
陳
註
が
引
く
の
は
『
晋
書
』
の
記
述
の
み
で
あ
る
。
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㉝　

こ
の
二
種
以
外
に
「
花
庵
詞
」「
玉
林
詞
選
云
」「
玉
林
詞
話
」
等
の
標
記
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
黄
昇
の
著
書
著
述
を

襲
用
し
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

㉞　
「
按
」「
愚
按
」
と
標
記
さ
れ
た
詞
話
も
見
ら
れ
る
が
、
数
は
極
め
て
少
な
い
上
に
、
後
集
巻
下
に
集
中
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
「
按
」「
愚
按
」
を
含

め
て
の
引
用
で
あ
る
か
否
か
を
確
認
で
き
る
資
料
は
、
今
の
と
こ
ろ
無
い
。


