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至
高
僻
詩
文
選
』
を
主
と
し
､
『
新
装
版
･
宋
詩
鑑
賞
辞
典
』
(
前
野
直
彬
編
東
京
堂
出
版
二
九
九
八
年
)
で
補
足
し
た
｡

『
杜
詩
詳
註
』
(
仇
兆
贅
注
中
華
書
局
･
一
九
七
九
年
)
の
｢
税
菓
冷
淘
｣
に
､
｢
君
王
納
涼
晩
此
味
亦
時
須
｣
と
あ
る
｡

｢
飽
漸
虞
文
鄭
飢
謝
魯
山
元
｣
の
句
の
後
に
､
自
注
で
｢
虞
文
先
生
飯
不
足
､
元
魯
山
餓
而
死
｡
｣
と
あ
る
｡

唐
宋
詩
に
お
け
る
｢
野
情
｣
に
つ
い
て

宇都

健夫

一
『
魯
山
山
行
』
に
お
け
る
｢
野
情
｣

梅
尭
臣
『
魯
山
山
行
』
の
第
一
旬
日
に
､
｢
野
情
｣
と
い
う
語
が
登
場
す
る
｡
詩
全
体
の
情
景
を
表
出
す
る
上
で
､
こ
の
語
は
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
で
は
そ
の
｢
野
情
｣
と
は
､
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
点
に
関
し
て
､
他
の

詩
に
用
い
ら
れ
て
い
る
｢
野
情
｣
と
比
較
し
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
｡

ま
ず
､
『
魯
山
山
行
』
を
見
て
み
よ
う
｡
冒
頭
の
｢
適
与
野
情
憶
｣
と
い
う
句
は
､
｢
ま
さ
に
『
野
情
』
に
ぴ
っ
た
且
ロ
う
｣
と
解
釈
す

る
こ
と
が
で
き
る
｡
で
は
何
が
ぴ
っ
た
り
合
っ
て
い
る
と
い
う
の
か
｡
ま
た
､
こ
こ
で
の
｢
野
情
｣
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
｡
そ

れ
を
知
る
た
め
に
は
､
以
下
の
句
を
じ
っ
く
り
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

続
く
第
二
句
と
第
三
句
は
､
魯
山
や
そ
の
周
辺
の
山
々
を
､
独
り
で
歩
き
な
が
ら
体
感
し
た
情
景
を
描
い
て
い
る
｡
魯
山
に
連
な
る

山
々
は
､
高
い
も
の
も
あ
り
､
低
い
も
の
も
あ
る
｡
人
が
歩
け
ば
､
そ
れ
に
合
わ
せ
て
美
し
い
峰
が
形
を
変
え
る
｡
作
者
は
そ
の
よ
う
な

山
々
を
眺
め
歩
い
て
い
る
う
ち
に
､
独
り
ひ
つ
そ
り
と
し
た
小
道
に
迷
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
､
と
い
う
の
で
あ
る
｡
山
々
の
変
化
を
巧
み

に
捉
え
て
い
る
点
は
､
理
知
的
と
言
え
よ
う
か
｡

前
半
の
句
か
ら
は
､
作
者
が
魯
山
の
山
歩
き
を
心
か
ら
楽
し
ん
で
い
る
様
子
が
窺
え
る
｡
美
し
い
魯
山
の
風
景
､
そ
れ
を
体
感
し
て
い
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る
作
者
の
喜
び
｡
｢
適
与
野
情
惟
｣
と
い
う
句
は
､
そ
れ
ら
を
併
せ
て
表
出
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
｡

し
か
し
､
作
者
の
魯
山
山
行
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
｡
第
五
句
､
第
六
句
に
は
､
熊
が
木
に
登
る
姿
や
鹿
が
小
川
で
水
を
飲
む

光
景
が
描
か
れ
て
い
る
｡
そ
の
よ
う
な
穏
や
か
な
光
景
に
目
を
楽
し
ま
せ
て
い
る
う
ち
に
､
ふ
と
人
家
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
､
と
い

う
疑
問
が
わ
い
た
｡
と
い
う
の
も
､
丁
度
そ
の
折
り
､
雲
の
彼
方
か
ら
鶏
の
声
が
聞
こ
え
て
き
た
の
だ
､
と
い
う
わ
け
で
あ
る
｡
前
半
が

静
を
対
象
に
し
た
描
写
で
あ
る
の
に
対
し
､
こ
の
後
半
は
動
を
対
象
に
し
た
描
写
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
｡

こ
の
詩
に
お
い
て
は
､
第
二
句
か
ら
第
八
句
ま
で
が
連
動
し
て
い
る
｡
そ
し
て
そ
の
中
で
､
魯
山
や
辺
り
の
山
々
の
美
し
さ
､
山
行
の

楽
し
み
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
詩
の
後
半
を
見
て
も
､
熊
と
い
い
鹿
と
い
い
､
ま
た
尾
聯
の
二

句
と
い
い
､
ま
さ
に
作
者
の
情
緒
に
符
合
す
る
情
景
で
あ
ろ
う
｡

『
魯
山
山
行
』
の
詩
全
体
を
通
し
て
､
作
者
の
魯
山
を
愛
す
る
気
持
ち
､
ひ
い
て
は
自
然
を
こ
よ
な
く
愛
す
る
気
持
ち
を
感
じ
取
る
こ

と
が
で
き
る
｡
作
者
は
第
一
句
目
に
お
い
て
､
魯
山
や
辺
り
の
山
々
､
更
に
は
そ
こ
に
感
じ
ら
れ
る
自
然
の
情
景
が
､
自
分
の
そ
の
よ
う

な
気
持
ち
に
ぴ
っ
た
り
だ
､
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
Q
そ
し
て
､
そ
の
よ
う
な
気
持
ち
が
す
な
わ
ち
､
こ
の
詩
に
お
け
る
｢
野
情
｣
に

ほ
か
な
ら
な
い
｡
言
い
換
え
れ
ば
､
自
然
を
愛
す
る
作
者
の
｢
野
情
｣
が
､
こ
の
詩
全
体
を
包
み
込
ん
で
い
る
の
だ
｡

二

辞
書
に
見
ら
れ
る
｢
野
情
｣
の
語
義
と
用
例

こ
こ
で
､
辞
書
に
見
ら
れ
る
｢
野
情
｣
の
語
義
を
調
べ
､
併
せ
て
『
魯
山
山
行
』
以
外
の
詩
に
お
け
る
用
例
を
探
し
て
み
た
い
｡
ま
ず

『
漢
語
大
詞
典
』
を
見
る
と
､
｢
野
情
｣
の
説
明
と
し
て
､
T
不
受
世
事
人
情
拘
束
的
閑
散
心
噂

2
天
然
情
趣
｡
｣
と
あ
る
｡
ま
た
諸

橋
轍
次
『
大
漢
和
辞
典
』
(
修
訂
第
二
版
)
に
は
､
｢
田
舎
人
の
こ
こ
ろ
｡
又
､
田
舎
の
お
も
む
き
｡
野
趣
｡
｣
と
あ
る
｡
こ
れ
ら
を
纏
め

る
と
､
｢
世
事
や
人
の
干
渉
に
煩
わ
さ
れ
な
い
､
田
舎
の
の
び
の
び
と
し
た
情
趣
｣
と
い
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
｡
ま
た
こ
こ
で
､
第
1
節

で
考
察
し
た
『
魯
山
山
行
』
に
お
け
る
｢
野
情
｣
の
捉
え
方
を
重
ね
て
み
る
と
､
｢
田
舎
の
情
趣
｣
と
い
う
よ
り
は
､
む
し
ろ
｢
自
然
の
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な
か
に
感
じ
ら
れ
る
情
趣
｣
と
言
っ
た
ほ
う
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
し
て
そ
の
｢
自
然
｣
は
､
｢
世
事
や
人
の
干
渉
に
煩
わ
さ
れ

な
い
｣
と
こ
ろ
の
も
の
､
す
な
わ
ち
世
俗
の
人
界
と
対
極
に
あ
る
も
の
で
あ
る
､
と
い
う
こ
と
が
窺
わ
れ
る
｡

上
の
二
つ
の
辞
書
に
は
計
七
つ
の
用
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
､
い
ず
れ
も
詩
か
ら
取
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
ほ
か
『
凧
文
韻
府
』

に
は
､
詩
の
用
例
四
つ
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
｡
つ
ま
り
少
な
く
と
も
十
一
の
詩
の
用
例
が
見
ら
れ
る
わ
け
だ
が
､
し
か
し
そ
れ
ら
は
時
代

も
唐
か
ら
清
ま
で
幅
広
く
､
作
者
も
様
々
で
あ
る
｡
一
例
と
し
て
､
自
居
易
が
校
書
郎
の
官
職
に
あ
っ
た
時
の
､
『
早
春
独
遊
曲
江
』
が

挙
げ
ら
れ
る
｡
こ
の
詩
で
は
､
閑
職
に
就
い
て
い
る
作
者
が
､
初
春
の
の
ど
か
な
曲
江
に
沿
っ
て
散
歩
を
し
､
自
然
の
情
景
を
体
感
す
る

様
子
が
詠
ま
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
最
後
に
､
｢
傭
慢
疏
人
事
幽
棲
逐
野
情
遇
看
芸
閣
笑
不
似
有
浮
名
(
傭
慢
人
事
を
疏
ん
じ
幽

棲
野
情
を
逐
ふ
過
り
て
芸
閣
を
看
て
笑
ふ
浮
名
有
る
に
似
ず
)
｣
(
私
は
生
来
怠
惰
な
性
格
で
世
事
を
疏
ん
じ
､
俗
世
間
か
ら
離
れ
住

ん
で
野
情
を
追
い
求
め
て
い
る
｡
ふ
と
振
り
返
っ
て
宮
中
の
図
書
館
を
見
た
が
､
ど
う
や
ら
私
は
俗
世
の
虚
名
を
持
つ
に
ふ
さ
わ
し
く
な

い
よ
う
だ
)
と
い
う
句
が
あ
る
｡
こ
の
一
連
の
句
か
ら
は
､
｢
野
情
｣
が
『
魯
山
山
行
』
と
同
じ
よ
う
な
意
味
合
い
を
持
つ
毒
世
俗

の
官
職
と
対
比
さ
れ
て
も
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
｡

ま
た
妄
で
､
鎌
田
正
ほ
か
『
漢
詩
名
句
辞
典
』
や
松
浦
友
久
編
著
『
漢
詩
の
事
典
』
に
お
い
て
は
､
詩
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
語
を
取

り
上
げ
､
解
説
す
る
中
に
､
｢
野
情
｣
の
項
は
な
い
｡
こ
の
こ
と
と
1
の
語
義
･
用
例
か
ら
判
断
す
る
と
､
｢
野
情
｣
は
詩
に
折
々
用
い
ら

れ
る
も
の
の
､
特
殊
な
詩
語
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
｡

三

幸
応
物
『
送
雀
叔
清
遊
越
』
に
お
け
る
｢
野
情
｣

｢
野
情
｣
の
語
が
世
俗
の
官
職
と
対
比
さ
れ
て
い
る
､
と
い
う
点
に
関
連
し
て
､
葦
応
物
『
送
雀
叔
清
遊
越
』
と
い
う
詩
を
取
り
上
げ
､

若
干
の
考
察
を
加
え
た
い
｡
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送
達
叔
清
遊
越

雀
叔
清
の
越
に
遊
ぶ
を
送
る
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忘
玄
適
越
意

愛
我
郡
斎
幽

野
情
宣
好
謁

詩
興
一
相
留

遠
水
帯
寒
樹

間
門
望
去
舟

方
伯
憐
文
士

無
為
成
滞
遊

玄
に
越
に
適
く
の
意
を
忘
る

我
が
郡
斎
の
幽
な
る
を
愛
す

野情

宣
に
好
く
謁
げ
ん
や

詩
興
一
へ
に
相
留
め
よ

速水
寒
樹
を
帯
ぶ

闇
門
よ
り
去
舟
を
望
む

方伯

文
士
を
憐
め
ど
も

為
す
無
か
れ

滞
遊
を
成
す
を

(
こ
う
し
て
い
る
と
､
不
遇
の
身
の
失
意
を
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
る
｡
や
は
り
君
に
は
､
郡
の
官
舎
の
私
の
書
斎
が
静
か
で
心
に
適
う
｡

野
情
を
わ
ざ
わ
ざ
お
上
に
奏
上
す
る
必
要
な
ど
無
い
｡
詩
を
作
っ
た
ら
､
自
分
の
手
元
に
留
め
て
お
け
ば
よ
い
の
だ
｡
遠
く
に
流
れ
る
水

は
冬
の
木
立
を
帯
び
て
い
る
｡
私
は
蘇
州
城
の
西
門
か
ら
､
遠
く
へ
去
っ
て
行
く
君
の
舟
を
眺
め
て
い
る
｡
地
方
の
高
官
は
､
君
の
才
を

慈
し
ん
で
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
い
つ
ま
で
も
外
地
に
留
ま
ら
ず
､
早
く
帰
っ
て
き
て
お
く
れ
｡
)

こ
の
詩
は
葦
応
物
の
友
人
雀
翰
(
叔
清
は
字
)
に
つ
い
て
詠
ん
だ
叙
情
的
な
も
の
で
､
貞
元
六
(
七
九
〇
)
年
頃
､
蘇
州
で
の
作
で
あ

る
と
い
う
｡
第
一
句
､
第
二
句
は
､
葦
応
物
が
奉
職
す
る
郡
の
役
所
で
､
荏
翰
の
才
能
が
あ
り
な
が
ら
官
職
に
就
け
な
い
失
意
を
､
共
に

分
か
ち
合
っ
て
い
る
場
面
で
あ
ろ
う
か
｡
第
三
旬
､
第
四
句
は
､
次
の
よ
う
な
事
件
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
｡
杜
佑
と
い
う
人
物
が
准

南
の
地
に
い
た
時
､
荏
翰
の
詩
百
編
を
時
の
皇
帝
徳
宗
に
奏
1
し
た
と
こ
ろ
､
徳
宗
は
使
者
に
向
か
っ
て
､
｢
こ
ん
な
ひ
ど
い
詩
を
､
ど

う
し
て
私
に
勧
め
る
の
だ
｣
と
告
げ
た
｡
そ
こ
で
そ
の
詩
編
は
､
｢
皇
帝
公
認
の
悪
詩
｣
と
い
う
烙
印
を
押
さ
れ
た
､
と
い
う
の
で
あ
る
｡

お
そ
ら
く
そ
れ
ら
の
中
に
は
､
世
間
の
常
識
に
囚
わ
れ
な
い
､
自
由
奔
放
な
内
容
の
も
の
が
多
く
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
｡
そ
の
よ
う
な
皇
帝

の
叱
責
に
対
し
て
､
葦
応
物
は
荏
翰
に
言
う
｡
我
々
の
感
じ
る
田
舎
じ
み
た
風
情
な
ど
､
中
央
に
ま
し
ま
す
皇
帝
の
よ
う
な
お
方
に
理
解
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さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
｡
詩
を
作
っ
た
ら
お
上
に
奏
1
な
ど
せ
ず
､
自
分
の
手
元
に
残
し
て
お
け
ば
そ
れ
で
よ
い
の
だ
､
と
｡

後
半
は
､
撞
翰
が
旅
立
っ
て
行
く
の
を
見
送
る
場
面
で
あ
る
｡
遠
く
の
川
辺
に
は
､
枯
れ
木
立
が
見
え
る
｡
舟
は
川
を
下
り
､
や
が
て

見
え
な
く
な
っ
て
ゆ
く
｡
葦
応
物
は
蘇
州
城
の
門
先
で
見
送
り
な
が
ら
､
心
に
呼
び
か
け
る
｡
地
方
の
高
官
は
､
君
の
文
才
を
慈
し
ん
で

く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
だ
が
い
つ
ま
で
も
遠
い
所
に
留
ま
ら
ず
､
早
く
私
の
も
と
に
帰
っ
て
き
て
お
く
れ
､
と
｡

こ
の
よ
う
に
見
る
と
､
第
三
句
の
｢
野
情
｣
の
語
が
､
皇
帝
や
官
職
と
い
っ
た
権
力
と
対
極
を
成
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
雀
翰
は

戯
れ
を
好
む
一
風
変
わ
っ
た
人
物
で
､
奔
放
で
束
縛
を
嫌
い
､
よ
く
酒
を
飲
ん
だ
と
い
う
｡
そ
の
よ
う
な
孟
の
｢
野
情
｣
は
､
徳
宗
の

よ
う
な
権
力
者
に
は
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

四

『
魯
山
山
行
』
と
『
送
雀
叔
清
遊
越
』
の
｢
野
情
｣
の
比
較

『
魯
山
山
行
』
は
､
作
者
梅
尭
臣
が
魯
山
の
山
歩
き
を
心
か
ら
楽
し
ん
で
い
る
様
子
を
詠
ん
だ
詩
で
あ
っ
た
｡
第
1
節
で
述
べ
た
よ
う

に
､
そ
こ
に
見
ら
れ
る
｢
野
情
｣
は
､
自
然
を
心
か
ら
愛
す
る
梅
尭
臣
の
気
持
ち
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
｡

一
方
『
送
裳
清
遊
越
』
は
､
作
者
葦
応
物
が
､
友
人
の
才
を
愛
惜
す
る
情
を
詠
ん
だ
詩
で
あ
る
｡
塞
が
献
上
し
た
詩
編
は
皇
帝
に

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
､
第
三
句
､
第
四
句
に
あ
る
よ
う
に
､
葦
応
物
は
そ
の
詩
編
に
深
い
理
解
を
示
し
て
い
る
｡
こ
こ
で
の
｢
野
情
｣

は
､
世
俗
の
権
力
に
相
対
す
る
も
の
で
あ
る
と
読
め
る
｡
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
､
詩
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
が
､

自
然
の
情
景
を
交
え
て
遠
景
を
措
い
た
第
五
句
､
第
六
句
か
ら
察
す
る
に
､
『
魯
山
山
行
』
に
あ
る
よ
う
な
自
然
を
愛
で
る
気
持
ち
を
も

含
む
も
の
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
『
送
裳
清
遊
越
』
か
ら
は
､
葦
応
物
と
孟
が
そ
の
｢
野
情
｣
に
自
負
を
抱
い
て
い
る
こ
と
も
読
み
取
れ

先
に
見
た
『
魯
山
山
行
』
の
｢
野
情
｣
は
､
一
見
す
る
と
『
送
裳
清
遊
越
』
に
お
け
る
そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
の
よ
う
に
映
る
｡
だ

カ

俗
世
間
を
離
れ
た
所
に
情
趣
を
感
じ
て
い
る
と
い
う
点
で
､
両
者
は
共
通
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
『
魯
山
山
行
』
に
お



130

い
て
も
､
や
は
り
世
俗
の
人
界
や
権
力
と
の
対
比
は
意
識
さ
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
ノ
｡
た
だ
『
送
達
叔
清
遊
越
』
に
較
べ
て
､
そ
れ
が

は
っ
き
り
表
出
さ
れ
て
い
な
い
､
つ
ま
り
そ
の
よ
う
な
意
識
に
縛
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
､
｢
野
情
｣
の
意
味
合
い
が
よ
り
広
が
り

を
持
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡

(
2
)

『
魯
山
山
行
』
全
体
に
関
し
て
､
と
の
詩
は
梅
尭
臣
の
実
体
験
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
､
そ
れ
と
も
想
像
を
め
ぐ
ら
せ
て
作
っ
た
も
の
か
､
と
い
う

問
題
は
あ
る
｡
た
だ
こ
の
間
題
は
い
ず
れ
に
せ
よ
､
作
者
梅
尭
臣
が
魯
山
や
昌
の
山
々
､
ひ
い
て
は
自
然
全
体
を
愛
す
る
気
持
ち
が
読
み
取
れ
る
と

い
う
点
に
変
わ
り
は
な
く
､
し
た
が
っ
て
以
下
の
｢
野
情
｣
を
め
ぐ
る
解
釈
に
影
響
は
な
い
と
考
え
る
｡
な
お
冨
山
山
行
』
の
解
釈
に
際
し
､
梁
燵

『
宋
詩
百
首
浅
釈
』
(
万
里
書
店
､
一
九
七
八
)
､
零
松
林
『
唐
宋
詩
文
鑑
賞
挙
妻
=
人
民
文
学
出
版
社
､
一
九
八
四
)
を
参
照
し
た
｡

詩
の
引
用
は
､
『
全
唐
詩
』
(
巻
四
百
三
十
六
=
中
華
書
局
､
一
九
六
〇
〉
に
よ
る
｡
同
書
で
は
｢
逐
｣
の
後
に
｢
一
作
遂
｣
と
あ
る
が
､
｢
逐
｣
の

ま
ま
で
書
き
下
し
や
解
釈
に
問
題
は
な
い
と
考
え
る
｡
ま
た
書
き
↑
し
及
び
解
釈
に
際
し
､
岡
村
繁
『
新
釈
漢
文
大
系
一
〇
〇
自
氏
文
集
四
』

(
明
治
書
院
､
完
九
五
)
､
朱
金
城
『
自
居
易
護
…
=
1
海
古
籍
出
版
社
､
出
版
年
不
明
)
､
林
徳
保
ほ
か
主
編
『
詳
注
全
唐
詩
二
』
(
大

連
出
版
社
､
一
九
九
八
)
を
参
照
し
た
｡

大
修
館
書
店
､
一
九
八
〇
｡

大
修
館
書
店
､
一
九
九
九
｡

詩
の
本
文
は
､
『
全
唐
詩
』
(
巻
一
百
八
十
九
)
に
よ
る
｡
ま
た
以
下
の
書
き
↑
し
及
び
通
釈
に
は
､
『
詳
注
全
唐
詩
一
』
(
注
2
参
照
)
､

か
葺
応
物
集
校
注
』
(
巻
四
)
(
上
海
古
籍
出
版
社
､
完
九
八
)
を
参
照
し
た
｡
な
お
､
書
応
物
集
校
注
』
は
題
･
詩
中
の
｢
遊
｣
を
｢
済
｣
に

作
る
が
､
読
み
･
意
味
に
違
い
は
無
い
｡

作
年
代
･
作
地
は
『
葦
応
物
集
校
注
』
に
よ
る
｡

『
葦
応
物
集
校
注
』
に
よ
れ
ば
､
｢
適
越
意
｣
は
才
能
を
抱
き
な
が
ら
不
遇
で
あ
る
､
と
い
う
意
で
あ
る
と
い
う
｡
ま
た
雀
翰
が
初
め
て
官
職
に
就
い

た
の
は
､
貞
元
八
(
七
九
二
)
年
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
彼
は
越
に
赴
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
､
失
意
の
う
ち
に
旅
に
出
た
､
と
い
う
こ
と
の

陶
敏
ほ
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よ
う
で
あ
る
｡

(
8
)

『
葦
応
物
集
校
注
』
に
あ
る
よ
う
に
､
こ
の
事
件
は
李
肇
『
国
史
補
』
(
巻
中
)
に
見
え
る
｡
｢
杜
太
保
(
佑
)
在
准
南
進
雀
叔
清
詩
百
篇
､
徳
宗
謂

使
者
日
‥
『
此
悪
詩
､
焉
用
進
?
』
時
呼
為
『
準
赦
悪
詩
』
｡
｣

(
9
)

『
葦
応
物
集
校
注
』
に
あ
る
よ
う
に
､
達
翰
の
人
と
な
り
は
韓
愈
｢
雀
評
事
墓
誌
銘
｣
(
『
全
唐
文
』
巻
五
百
六
十
六
所
収
)
か
ら
窺
え
る
｡
｢
萩
譜
縦

諺
､
卓
詭
不
義
､
又
善
飲
酒
｡
｣

｢
魯
山
山
行
｣

の
第
二
聯
と
第
三
聯
の
つ
な
が
り

ー
｢
随
処
改
｣
｢
迷
｣
の
表
現
を
め
ぐ
つ
て
ー

白

井

澄

世

｢

問題

宋
の
方
回
が
『
蔵
杢
律
髄
』
で
｢
熊
鹿
一
聯
人
皆
称
其
工
(
熊
と
鹿
の
一
聯
､
人
は
皆
そ
の
巧
み
さ
を
讃
え
る
)
｣
と
述
べ
る
よ
う
に
､
｢
魯

山
山
行
｣
は
第
三
聯
｢
霜
落
熊
昇
樹

林
空
鹿
飲
渓
｣
に
特
徴
が
あ
る
｡
詩
の
構
造
上
で
も
詩
人
が
一
番
力
を
入
れ
る
部
分
は
起
承
転
結

の
転
に
あ
た
る
｡
し
か
し
､
方
回
は
続
け
て
｢
然
前
聯
尤
幽
而
有
味
(
だ
が
､
前
聯
が
と
り
わ
け
奥
深
く
味
が
あ
る
の
だ
)
｣
と
も
述
べ
る
よ

ぅ
に
､
第
二
聯
｢
好
峰
随
処
改

独
径
幽
行
迷
｣
に
も
｢
魯
山
山
行
｣
の
｢
特
異
さ
｣
が
あ
る
｡
し
か
し
そ
れ
が
な
ぜ
｢
特
異
｣
で
あ
る

と
感
じ
る
の
か
｡
私
は
､
第
二
聯
を
中
心
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
｢
魯
山
山
行
｣
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
い
｡
そ
の
際
､
分
析
の
対

象
を
｢
随
処
改
｣
と
■
｢
迷
｣
に
置
い
た
｡
｢
随
処
改
｣
は
｢
好
き
峯
は
処
に
随
い
て
改
ま
る
｣
と
い
う
よ
う
に
｢
変
化
す
る
景
色
｣
で
あ

る
｡
こ
れ
に
対
し
て
｢
非
･
変
化
す
る
景
色
｣
(
=
静
止
す
る
景
色
)
が
存
在
し
､
そ
れ
ら
の
詩
を
い
さ
さ
か
な
り
と
も
読
み
慣
れ
て
い
る

か
ら
｢
随
処
改
｣
の
表
現
を
特
異
だ
と
感
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
立
て
た
｡
そ
こ
で
､
｢
魯
山
山
行
｣
に
至
る
ま
で
の
詩
に

ぉ
い
て
ど
の
よ
う
な
景
色
が
詠
ま
れ
て
い
る
か
､
特
に
｢
随
処
｣
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
を
数
詩
の
例
と
比
較
し
検
討
し
た
い
｡


