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史

初
盛
唐
期
の
詩
人
達
を
め
ぐ
っ
て

一

は
じ
め
に

中
晩
唐
期
の
詩
壇
に
顕
著
な
風
潮
の
一
つ
と
し
て
詩
人
達
の
詩
作
へ
の
耽
渉
､

あ
る
い
は
詩
作
に
当
っ
て
の
過
度
と
も
言
え
る
坤
吟
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
ほ
､
周

知
の
と
お
-
で
あ
る
｡
貿
島
の
｢
推
蔽
｣
の
故
事
に
代
表
さ
れ
､
1
般
に
は
｢
苦

吟
の
風
潮
｣
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
の
現
象
に
つ
い
て
'
以
前
､
私
は
｢
中
晩
唐
期

(
-
)

に
見
ら
れ
る
詩
文
学
へ
の
没
頭
的
風
潮
に
つ
い
て
｣
と
題
す
る
拙
論
に
お
い
て
考

察
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
｡

そ
の
結
果
､
私
が
確
認
し
得
た
の
は
'
基
本
的
に
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
点

に
つ
い
て
で
あ
っ
た
｡

l
‥
所
謂
｢
苦
吟
｣
の
エ
ビ
ソ
-
ド
を
中
心
と
し
た
､
中
晩
唐
期
の
詩
人
達
の

詩
作
へ
の
耽
溺
を
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
と
､
必
ず
し
も
遅
筆
な
坤
吟
ば
か

り
と
は
限
ら
な
い
｡
詩
に
対
す
る
常
軌
を
逸
し
た
愛
好
癖
､
あ
る
い
は
速
筆

多
作
な
タ
イ
プ
の
耽
溺
な
ど
も
一
方
に
見
ら
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
こ
の
風

潮
を
こ
れ
ら
全
て
を
含
ん
だ
包
括
的
な
形
で
把
握
し
ょ
う
と
す
る
な
ら
ば
､
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充

博

｢
盛
唐
詩
の
世
界
か
ら
の
脱
皮
を
目
指
し
た
中
晩
唐
期
の
詩
人
達
の
､
佳
句

を
得
る
た
め

の
坤
吟
｣
と
い
っ
た
､
従
来
の
単
純
な
理
解
で
は
不
十
分
な
こ

と
に
な
る
｡

‥
創
作
に
当
っ
て
の
没
頭
･
坤
吟
は
'
程
度
の
差
は
あ
れ
､
古
今
の
文
学
者

に
共
通
の
も
の
で
あ
っ
て
､
何
も
中
晩
唐
期
の
詩
人
達
の
み
に
限
ら
れ
る
わ

け
で
は
な
い
｡
だ
と
す
れ
ば
､
こ
の
風
潮
は
､
｢
何
故
こ
の
時
期
の
詩
人
達

だ
け
が
詩
作
に
没
頭
し
坤
吟
し
た
の
か
｣
と
い
う
形
で
問
わ
れ
る
べ
き
で
は

な
く
､
｢
こ
の

時
期
､
詩
人
達
の
詩
作
へ
の
没
頭
･
坤
吟
に
拍
車
が
か
け
ら

れ
､
一
つ
の

風
潮
を
形
作
る
は
ど
の
急
激
な
顕
在
化
が
見
ら
れ
た
の
は
何
故

か
｣
と
い
う
形
で
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

‥
右
の
問
題
を
解
-
た
め
に
は
､
文
学
的
な
'
あ
る
い
は
社
会
的
政
治
制
度

的
な
種
々
の
要
因
に
つ
い
て
の
幅
広
い
考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
｡
た
だ
'
今

仮
に
対
象
を
詩
人
達
の
文
学
的
自
覚
と
い
う
点
の
み
に
絞
っ
て
考
え
て
み
る

な
ら
ば
､
｢
そ
れ
ま
で
は
マ
イ
ナ
ス
評
価
を
与
え
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
詩
作

へ
の
没
頭
･
坤
吟
と
い
う
行
為
が
､
こ
の
時
期
の
詩
人
達
に
お
い
て
初
め

｣
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て
'
様
々
な
高
い
価
値
意
識
を
伴
っ
て
自
覚
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｣
と
い

う
重
要
な
変
化
を
指
摘
で
き
る
｡

4
‥
こ
の
様
々
な
価
値
意
識
と
ほ
､
具
体
的
に
ほ
例
え
ば
､
①
耽
滞
･
坤
吟
こ

そ
が
優
れ
た
作
品
を
生
み
出
す
と
い
う
'
技
術
論
的
な
自
覚
'
②
芸
術
的
な

衝
動
･
創
造
の
喜
び
の
自
覚
､
③
文
学
に
極
め
て
高
い
価
値
を
置
-
伝
統
的

な
思
想
に
支
え
ら
れ
た
､
詩
人
と
し
て
の
自
覚
･
意
識
､
④
耽
溺
･
坤
吟
に

ょ
る
優
れ
た
作
品
の
創
出
が
出
世
登
用
に
結
び
つ
く
と
い
う
､
現
実
的
功
利

的
な
意
識
'
⑤
詩
作
へ
の
耽
溺
･
呼
吟
を
'
世
俗
に
背
を
向
け
た
隠
士
処
士

の
高
潔
な
行
為
と
見
な
す
価
値
意
識
'
⑥
詩
作
へ
の
耽
溶
･
坤
吟
を
､
禅
な

ど
の
仏
教
思
想
と
結
び
つ
け
て
高
-
評
価
す
る
価
値
意
識
'
等
々
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
こ
の
風
潮
を
､
い
わ
ば
内
的
な
側
面

か
ら
解
明
し
て
ゆ
く
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
0

5
‥
ま
た
､
中
晩
唐
詩
壇
の
こ
の
風
潮
の
な
か
に
は
､
<
苦
吟
>
的
傾
向
(
呼

吟
型
･
苦
悩
型
の
詩
作
へ
の
耽
溺
｡
例
え
ば
､
君
島
･
孟
郊
･
李
賀
な
ど
)

と
'
<
閑
吟
>
的
傾
向
(
詩
作
に
耽
溺
し
な
が
ら
も
､
1
方
で
そ
れ
を
､
精

神
的
な
余
裕
と
落
ち
着
き
を
備
え
た
閑
適
的
な
意
境
の
下
に
留
め
て
お
こ
う

と
す
る
性
向
を
持
つ
タ
イ
プ
｡
例
え
ば
､
自
店
易
･
陸
亀
豪
な
ど
)

の
二
つ

の
傾
向
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
｡
両
者
に
ほ
互
い
に
融
合
し
あ
う
側
面
も

あ
り
'
裁
然
と
分
離
し
て
定
義
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
｡
し
か
し
､
右
の
二

つ
の
傾
向
を
軸
と
し
た
考
察
は
､
こ
の
風
潮
の
実
態
･
歴
史
的
な
消
長
の
解

明
に
極
め
て
有
効
と
思
わ
れ
る
｡

旧
稿
に
示
し
た
こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
､
私
は
今
後
し
ば
ら
く
継
続
的

に
､
中
晩
唐
期
の
詩
人
達
の
詩
作
へ
の
耽
瀦
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
と
考
え
て

い
る
｡
本
稿
は
､
そ
の
序
論
的
な
意
味
合
い
を
兼
ね
て
､
時
代
を
初
盛
唐
期
に
遡

り
､
こ
の
風
潮
の
萌
芽
･
源
流
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡

二

な
お
､
旧
稿
に
お
い
て
私
は
､
中
晩
唐
期
の
こ
の
風
潮
を
さ
し
て
｢
詩
文
学
へ

の
没
頭
的
風
潮
｣
､
あ
る
い
は
略
し
て
｢
<
詩
>
的
風
潮
｣
等
の
呼
称
を
用
い
た

が
'
そ
の
後
幾
人
か

の
方
々
か
ら
､
奇
異
な
感
じ
が
し
て
馴
染
め
な
い
と
の
御
僻

見
を
い
た
だ
い
た

｡
芙
を
言
う
と
､
私
自
身
も
こ
の
造
語
に
対
し
て
は
落
ち
着
き

の
悪
さ
を
感
じ
て
い
た
の
で
'
本
稿
を
執
筆
す
る
に
当
っ
て
､
あ
ら
た
め
て
呼
称

を
考
え
直
し
て
み
た
｡
し
か
し
､
な
か
な
か
適
当
な
表
現
が
見
つ
か
ら
ず
､
結
局

止
む
を
得
ず
､
仮
に
｢
《
苦
吟
》
の
風
潮
｣
と
呼
ん
で
お
-
こ
と
に
し
た
｡
(
そ
の

結
果
､
三
つ
の
"
苦
吟
″
を
使
い
分
け
る
こ
と
に
な
り
､
返
っ
て
混
乱
を
招
き
か

ね
な
い
恐
れ
も
あ
る
が
､
耳
慣
れ
た
言
葉
を
用
い
る
と
な
る
と
や
は
り
こ
れ
し
か

思
い
つ
か
な
か
っ
た
｡
)

た
だ
､
以
下
の
文
中
で
ほ
必
ず
し
も
こ
の
用
語
に
こ
だ

わ
ら
ず
､
必
要
に
応
じ
て
｢
<
苦
吟
>
<
閑
吟
>
の
風
潮
｣
等
の
別
の
表
現
で
も

こ
の
風
潮
を
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
が
､
要
す
る
に
指
し
示
す
と
こ
ろ
は
､
遅
筆
･
速

筆
､
<
苦
吟
>
･
<
閑
吟

>
い
ず
れ
を
も
含
め
た
可
能
な
限
り
広
い
範
囲
で
の
､

詩
人
達
の
詩
作
へ

の
没
頭
･
耽
溺
に
他
な
ら
な
い
｡

ま
た
､
本
稿
の
中
で
用
い
る
<
苦
吟
>
お
よ
び
<
閑
吟
>
の
語
は
､
共
に
従
来

の
一
般
的
な
意
味

内
容
と
ほ
些
か
異
な
っ
た
､
私
な
り
の
内
容
規
定
の
下
で
使
用

し
て
い
る
｡
そ
の
概

略
は
､
先
の
個
条
書
き
の
項
目
5
の
括
弧
内
に
述
べ
た
と
お

り
で
あ
る
が
､
詳
し

く
は
拙
稿
｢
中
晩
唐
期
に
見
ら
れ
る
詩
文
学
へ
の
没
頭
的
風

(
2
)

潮
に
つ
い
て
｣
お
よ
び
｢
中
晩
唐
期
<
閑
吟
>
覚
え
書
き
｣
を
参
照
さ
れ
た
い
｡

二

初
唐
期

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
､
創
作
に
あ
た
っ
て
の
没
頭
･
坤
吟
が
､
程
度
の
差
ほ

あ
れ
､
古
今
の
文
学
者
に
共
通
の
も
の
で
あ
る
以
上
､
同
様
の
行
為
ほ
中
晩
唐
期

以
前
に
も
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
先
ず
､
初
唐
期
を
対
象
と
し
て
そ

の
実
情
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
｡



初
唐
期
の
文
学
者
に
関
す
る
伝
記
資
料
の
中
か
ら
没
頭
･
坤
吟
に
ま
つ
わ
る
エ

ビ
ソ
-
ド
を
拾
い
出
す
と
す
れ
ば
､
次
の
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
｡

つく

かえ

祐
遂
良

太
宗
の
哀
冊
文
を
為
り
し
と
き
､
朝
よ
-
還
る
に
馬
誤
っ
て
人

さと

家
に
入
る
も
覚
ら
ず
.

∵ト

雀融

文
を
為
る
こ
と
典
麗
に
し

(
3
)

(
『
隔
唐
嘉
話
』
巻
中
)

た
ぐ
い

まれ

て
､
当
時
そ
の
比
あ
る
こ
と
竿
な
り
｡

もと

朝
廷
の
須
む
る
と
こ
ろ
の
｢
洛

宝
図
を
出
す
の
項
｣
｢
則
天
哀
冊
文
｣
及

び
諸
々
の
大
手
筆
ほ
､
並
び
に
手
ず
か
ら
赦
し
て
融
に
付
す
｡
哀
冊
文
を
接

し
､
思
い
を
用
う
る
こ
と
病
苦
に
し
て
､
遂
に
病
を
発
し
て
卒
す
｡

(
4
)

(
『
旧
唐
書
』
巻
九
四
)

前
者
の
祐
遂
艮

(
五
九
六
-
六
五
八
)

の
エ
ビ
ソ
-
ド
か
ら
直
ち
に
連
想
さ
れ

る
の
は
､
貫
島
の
｢
推
蔽
｣
の
故
事
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
故
事
に
つ
い
て
は
'
史
実

で
ほ
な
く
､
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
可
能
性
が
大
き
い
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い

(
5
)

る
が
､
そ
う
だ
と
す
れ
ば
､
そ
の
原
型
は
こ
こ
ら
あ
た
り
に
求
め
ら
れ
る
か
も
し

れ
な
い
｡
ま
た
'
後
者
の
雀
融

(
六
五
二
-
七
〇
五
)

の
エ
ビ
ソ
-
ド
に
つ
い
て

言
う
な
ら
ば
､
こ
れ
ほ
ど
極
端
な
坤
吟
の
例
は
中
晩
唐
期
の
詩
人
達
に
も
一
寸
見

当
ら
な
い
｡
強
い
て
挙
げ
る
と
す
れ
ば
､
性
格
は
異
な
る
け
れ
ど
も
'
｢
こ
の
児

かな

まさ

や

要
ら
ず
当
に
心
を
堰
き
出
し
て
始
め
て
己
ま
ん
の
み
｣
と
母
を
嘆
か
せ
､
終
に
は

(
6
)

天
折
し
た
李
賀
の
苦
吟
が
'
わ
ず
か
に
こ
れ
に
匹
敵
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
.
い
ず

れ
に
し
て
も
､
こ
の
二
つ
の
逸
話
が
私
達
に
教
え
て
-
れ
る
の
は
､
中
晩
唐
期
の

苦
吟
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
前
例
が
､
初
唐
期
に
す
で
に
存
在
す
る
と
い
う
事
実

で
あ
る
｡

た
だ
､
問
題
は
右
の
二
つ
の
逸
話
が
い
ず
れ
も
｢
文
｣

に
ま
つ
わ
る
も
の
で
あ

っ
て
､
｢
詩
｣
に
関
す
る
も
の
で
ほ
な
い
点
で
あ
ろ
う
｡
実
を
言
う
と
､
初
唐
期
の

文
学
者
の
創
作
へ
の
没
頭
･
坤
吟
を
伝
え
る
エ
ビ
ソ
-
ド
は
､
管
見
の
限
り
で
は

(
7
)

こ
の
二
例
の
み
で
､
詩
作
に
関
す
る
も
の
は
見
当
ら
な
い
｡
と
な
る
と
､
私
達
ほ
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こ
こ
で
視
点
を
｢
詩
｣
に
絞
っ
て
､
も
う
少
し
踏
み
込
ん
だ
考
察
を
し
て
お
く
必

要
が
あ
ろ
う
｡

で
ほ
､
初
唐
期
に
詩
作
に
ま
つ
わ
る
没
頭
･
坤
吟
の
エ
ビ
ソ
-
ド
が
見
ら
れ
な

い
の
ほ
､
一
体
何
故
で
あ
ろ
う
か
｡

第
1
に
考
え
ら
れ
る
の
は
､
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
｢
詩
｣
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル

が
､
｢
文
｣
に
匹
敵
し

う
る
だ
け
の
文
学
的
･
社
会
的
価
値
を
ま
だ
獲
得
す
る
に

至
っ
て
お
ら
ず
､
し
た
が
っ
て
､
没
頭
･
耽
漬
す
べ
き
対
象
と
は
必
ず
し
も
見
な

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
､
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
｡

初
唐
期
､
｢
詩
｣
が
文
学
の
諸
ジ
ャ
ン
ル
の
う
ち
で
占
め
る
位
置
は
､
確
か
に

急
速
に
上
昇
し
て
い
っ
た
｡
し
か
し
1
方
､
南
朝
官
体
詩
の
趣
味
的
座
興
的
な
軽

文
学
の
性
格
が
な
お
色
濃
-
残
っ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
り
､
｢
詩
｣
は
､
当

時
の
通
念
と
し
て
ほ
､
｢
文
｣
を
圧
し
て
完
全
に
文
学
の
王
座
に
就
く
に
は
至
っ

て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
現
に
'
先
の
祐
遂
良
や
雀
融
に
お
い
て
も
､

詩
は
あ
-
ま
で
も
余
技
だ
っ
た
ら
し
-
､
現
存
す
る
作
品
数
も
文
に
比
べ
て
格
段

に
少
な
い
上
に
､
質
的
に
も
高
い
と
は
言
え
な
い
｡
苦
吟
的
資
質
の
持
主
と
は
い

え
､
朝
廷
の
｢
大
手
筆
｣
と
篇
詠
と
で
は
､
そ
の
創
作
態
度
に
は
自
ら
大
き
な
隔

た
り
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

第
二
に
ほ
､
詩
文
制
作
(
わ
け
て
も
詩
作
)

の
際
に
お
け
る
極
端
な
没
頭
･
坤

吟
が
､
こ
の
時
期
に
お
い
て
ほ
ま
だ
優
れ
た
創
作
態
度
と
し
て
一
般
に
認
識
さ
れ

る
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
､
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
｡
例
え
ば
､
初
唐
の

文
学
者
達
の
伝
記

資
料
の
な
か
か
ら
創
作
に
ま
つ
わ
る
エ
ビ
ソ
-
ド
を
拾
い
上
げ

て
み
る
と
'
遅
筆
な
い
わ
ゆ
る
｢
苦
吟
｣
と
ほ
逆
の
､
速
筆
･
連
吟
に
関
す
る
も

の
が
目
を
引
-
0
(
そ
の
幾
つ
か
を
左
に
掲
げ
て
お
-
こ
と
に
す
る
｡
)
初
唐
期
'

人
々
の
喝
采
を
浴
び
た
の
ほ
､
そ
う
し
た
打
て
ば
響
-
よ
う
な
文
学
的
才
能
で
あ

っ
て
､
佳
句
を
求
め
て
の
没
頭
や
そ
れ
に
伴
な
う
生
み
の
苦
し
み
で
ほ
な
か
っ
た三
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苦
吟
》
前
史

岡田

の
で
あ
る
｡

た
く
み

つね

(
梶
)
師
道

草
隷
を
善
く
し
､
詩
に
工
に
し
て
､
毎
に
有
名
の
士
と
燕

ため

集
し
'
歌
詠
自
適
す
.
帝

其
の
詩
を
見
､
為
に
埴
調
嵯
賞
す
.
後
､
宴
を

ごと

と

賜
わ
る
に
､
帝
日
く
｢
聞
く

公

酎
賞
す
る
毎
に
筆
を
捉
り
て
詩
を
賦
し
､

これ

な

宿
構
せ
る
が
如
し
と
｡
試
み
に
朕
が
為
に
之
を
為
せ
｣
と
｡
師
道

再拝

し
ば
ら
く

す
な
わ

し
､
少
選
に
し
て
軌
ち
成
る
も
'
寛
定
す
る
所
な
け
れ
ば
､
一
坐
嵯
伏
す
｡

(
『
新
唐
書
』
巻
一
〇
〇
)

陳
叔
達

-
頗
る
才
学
有
り
'
陳
に
在
り
て
義
陽
王
に
封
ぜ
ら
る
o
年
十

と

な

余
歳
に
し
て
嘗
て
宴
に
侍
り
し
に
､
詩
十
韻
を
賦
し
､
筆
を
援
り
て
便
ち
就

これ

(
8
)

る
｡
僕
射
の
徐
陵

甚
だ
之
を
奇
と
す
｡

(
『
旧
唐
書
』
巻
六
1
)

と

衰朗

-
陳
に
在
り
て
褐
を
秘
書
郎
に
釈
き
､
甚
だ
尚
書
令
の
江
総
の
垂

つく
ん
ず
る
所
と
為
る
.
嘗
て
千
字
の
詩
を
製
り
､
当
時
以
て
盛
作
と
為
す
.
陳

∵＼

の
後
主

聞
き
て
召
し
て
禁
中
に
入
れ
､
月
の
賦
を
為
ら
し
む
る
に
､
朗

ふで翰
を
染
め
て
立
ち
ど
こ
ろ
に
成
る
｡

(
『
旧
居
書
』
巻
一
九
〇
)

およ

王勃

凡
そ
文
を
作
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
､
先
ず
墨
を
磨
ら
し
む
る
こ
と
数

さ

升
､
酒
を
飲
む
こ
と
数
盃
に
し
て
､
被
を
以
て
面
を
覆
い
て
寝
ぬ
｡
既
に
落

と

め
筆
を
援
れ
ば
成
り
､
文
は
点
を
加
え
ず
｡
時
人

謂
い
て
腹
藁
と
為
す
｡

(
『
唐
語
林
』
巻
二
)

(
蘇
)
鴛

下
筆
敏
速
に
し
て
､
著
述

尤
も
多
し
｡

(
『
旧
唐
書
』
巻
一
四
九
)

た
だ
'
こ
の
よ
う
な
｢
速
筆
｣
｢
連
吟
｣
が
尊
ば
れ
る
風
潮
に
あ
っ
た
と
は
い

え
､
こ
の
時
期
､
詩
作
に
お
け
る
労
苦
･
没
頭
が
全
く
無
か
っ
た
と
考
え
る
の
は

不
自
然
で
あ
ろ
う
｡
時
代
は
遡
る
け
れ
ど
も
､
梁
の
鍾
喋
の

『
詩
品
』
序
に
見
え

る
次
の
よ
う
な
記
事
に
よ
れ
ば
'
詩
作
に
お
け
る
没
頭
･
坤
吟
ほ
'
南
朝
斉
梁
の

詩
壇
に
お
い
て
既
に
一
つ
の
風
潮
を
成
す
に
至
っ
て
い
る
｡

四

こ

さか

わず

よ

た

はじ

今
の
土
俗

斯
の
風
煩
ん
に
し
て
､
縮
か
に
能
く
衣
に
勝
え
､
甫
め
て
小

つ

こ
こ

おの

学
に
就
け
ば
'
必
ず
甘
心
し
て
馳
驚
す
.
是
に
於
て
庸
音
雑
体
､
人
各
お
の

か
た
ち

な

ぉよ

容
を
為
し
､
膏
朕
の
子
弟
を
し
て
文
の
逮
は
ぎ
る
を
恥
じ
､
終
朝
点
綴
し
､

分
夜
坤
吟
せ
し
む
る
に
至
る
｡

鐘
喋
は
､
詩
の
流

行
が
も
た
ら
し
た
弊
害
と
し
て
､
こ
の
風
潮
を
批
判
的
な
目

で
拭
え
て
い
る
の

で
あ
る
が
､
そ
れ
は
と
も
か
-
と
し
て
､
私
達
は
こ
こ
か
ら
､

六
朝
末
期
'
詩
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
実
質
上
こ
こ
ま
で
の
発
展
を
見
せ
'
そ
の
創

作
に
当
っ
て
ほ
'
多
く
の
修
練
と
労
力
を
必
要
と
す
る
水
準
に
ま
で
既
に
達
し
て

い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡
だ
と
す
れ
ば
､
六
朝
詩
を
批
判
的
に
継
承
し

つ
つ
さ
ら
に
高
度
な
新
し
い
叙
情
世
界
の
完
成
を
目
指
し
た
初
唐
期
の
詩
壇
に
お

い
て
､
そ
う
し
た
創
作
上
の
労
苦
が
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り

得
な
い
｡
エ
ビ
ソ
-
ド
と
し
て
後
世
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
､

あ
る
い
は
中
晩
唐
の
詩
人
達
ほ
ど
の
坤
吟
･
耽
溺
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
､
初
唐
期

の
詩
人
達
も
ま
た
､
そ
れ
ぞ
れ
の
胸
の
う
ち
に
人
知
れ
ず
秘
め
る
形
で
､
そ
う
し

た
体
験
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

初
唐
期
の
詩
人
達
と
創
作
上
の
労
苦
･
没
頭
に
つ
い
て
は
､
お
お
よ
そ
以
上
述

べ
た
と
お
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
､
本
節
を
終
え
る
前
に
こ
こ
で
も
う
一

つ
､
陳
子
弟
(
六
六
一
-
七
〇
二
)

の
｢
南
山
家
園
林
木
交
映
夏
五
月
幽
然
清
涼

独
坐
思
遠
率
成
十
韻
｣
詩
に
つ
い
て
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
｡

拙
稿
｢
『
苦
吟
』

見
の
限
り
で
は
､

注
目
に
値
す
る
.

忘
機
委
人
代

閉
隔
察
天
心

峡
蝶
憐
紅
薬

(
9
)

再
考
｣
に
お
い
て
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
､
こ
の
作
品
は
管

｢
苦
吟
｣
と
い
う
言
葉
の
最
も
早
い
使
用
例
の

そ
の
後
半
部
を
左
に
挙
げ
て
み
ょ
う
｡

ゆだ

機
を
忘
れ
て
人
の
代
に
委
ね

まど

隔
を
閉
じ
て
天
心
を
察
す

映蝶

紅
薬
を
憐
み

一
つ
で
あ
り
､



輯
挺
愛
碧
韓

坐
観
寓
象
化

方
見
百
年
侵

擾
擾
将
何
息

青
青
長
苦
吟

願
随
白
雲
駕

龍
鶴
相
招
尋

晴挺

碧
滞
を
愛
す

坐
し
て
万
象
の
化
す
る
を
観

まさ方
に
百
年
の
侵
す
を
見
る

いず

い
こ

擾々

将
に
何
-
に
息
わ
ん
と
す

青々

長
く
苦
吟
す

願
わ
く
ば
白
雲
の
駕
に
随
い

龍鶴
相
い
招
尋
せ
ん

最
後
か
ら
数
え
て
三
句
目
に
歌
わ
れ
て
い
る
｢
苦
吟
｣
が
'
｢
苦
心
し
て
詩
歌

を
作
る
｣
あ
る
い
ほ
｢
詩
作
に
耽
る
｣
の
意
味
で
あ
れ
ば
､
こ
の
作
品
ほ
'
初
唐

期
に
お
け
る
詩
作
上
の
没
頭
･
労
苦
を
示
す
貴
重
な
資
料
と
な
ろ
う
｡
た
だ
､
こ

の
語
の
正
確
な
意
味
と
な
る
と
意
外
に
厄
介
で
あ
っ
て
､
簡
単
に
は
押
え
切
れ
な

い
｡
た
と
え
ば
､
｢
苦
吟
｣
ほ
こ
こ
で
は
詩
作
行
為
で
は
な
-
て
､
(
既
成
の
詩
歌

を
何
度
も
重
ね
て
噂
詠
す
る
)
吟
商
行
為
を
さ
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
し
､
ま
た
こ
れ
と
は
別
に
､
｢
苦
｣
字
が
詩
作
上
の
労
苦
で
は

(10)

な
-
て
､
死
を
意
識
し
た
陳
子
日
印
の
苦
悩
･
憂
苦
を
指
す
と
す
る
解
釈
も
あ
る
｡

要
す
る
に
､
陳
子
弟
の
こ
の
作
品
は
､
資
料
的
な
価
値
は
極
め
て
高
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
､
そ
の
正
確
な
判
読
が
難
し
い
た
め
､
こ
れ
を
十
分
活
か
し
切
る
こ
と

が
で
き
な
い
｡
私
が
こ
の
作
品
を
本
節
の
最
後
ま
で
取
り
扱
お
う
と
し
な
か
っ
た

の
も
､
実
ほ
そ
の
た
め
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
正
確
な
意
味
の
把
握
は
一

先
ず
諦
め
る
と
し
て
も
､
そ
こ
か
ら
な
お
引
き
出
せ
る
も
の
は
あ
る
筈
で
あ
り
､

私
達
は
そ
の
確
認
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
0

例
え
ば
､
こ
の
陳
子
弟
の
｢
苦
吟
｣
(
長
-
続
け
ら
れ
る
詩
作
行
為
な
い
し
は

吟
前
行
為
)

は
､
上
記
の
い
ず
れ
の
意
味
で
あ
る
に
し
て
も
､
そ
れ
が
静
謎
な
自

然
の
な
か
で
､
隠
逸
的
脱
俗
的
な
精
神
世
界
を
意
識
し
な
が
ら
な
さ
れ
て
い
る
と

い
う
点
だ
け
は
､
確
実
に
言
え
る
｡
拙
稿
｢
中
晩
唐
期
に
見
ら
れ
る
詩
文
学
へ
の

《
苦
吟
》
前
史

岡田

没
頭
的
傾
向
｣
に
お
い
て
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
､
中
晩
唐
期
の
詩
人
達
の

《
苦
吟
》
(
-
<
苦
吟
>
お
よ
び
<
閑
吟
>
)
は
'
し
ば
し
ば
そ
う
し
た
精
神
世
界

と
結
び
つ
い
て
現
わ
れ
る
け
れ
ど
も
､
こ
の
時
の
陳
子
弟
に
お
い
て
も
､
詩
歌
は

孤
独
な
沈
潜
の
中

で
な
さ
れ
る
脱
俗
的
な
行
為
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
｡
勿
論
'
彼
の
こ
の
自
覚
が
そ
の
ま
ま
ス
-
レ
-
ト
に
中
晩
唐
期
の
<
苦
吟
>

の
精
神
に
繋
が
る
と
い
う
訳
で
は
な
い
｡
し
か
し
､
詩
歌
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な

自
覚
が
詩
人
達
の

間
に
定
着
し
'
さ
ら
に
は
価
値
的
に
認
識
さ
れ
て
行
く
と
い
っ

た
過
程
を
仮
に
想

定
し
て
み
る
な
ら
ば
'
私
達
は
そ
こ
に
､
後
の
中
晩
唐
期
の

《
苦
吟
》
を
生
み
出
し
て
ゆ
-
､
1
つ
の
精
神
的
思
想
的
な
土
壌
を
見
て
取
る
こ

と
が
で
き
よ
う
｡

恐
ら
-
中
晩
唐
期
の
詩
人
達
の
《
苦
吟
》
と
は
同
一
視
で
き
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
､
陳
子
日
印
の
｢
苦
吟
｣
ほ
､
そ
れ
を
取
り
巻
-
隠
逸
的
脱
俗
的
な
精
神
世
界

に
よ
っ
て
､
詩
歌
へ
の
沈
潜
を
支
え
る
一
つ
の
思
想
の
誕
生
の
場
所
を
私
達
に
指

し
示
し
て
-
れ
て
い
る
の
で
あ
り
'
そ
う
し
た
意
味
で
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な

い
､
貴
重
な
資
料
な
の
で
あ
る
｡

三

盛
唐
前
期

次
に
盛
唐
期
の
詩
人
達
に
目
を
移
し
て
み
た
い
｡
便
宜
上
､
こ
の
時
代
を
前
後

二
期
に
分
け
る
こ
と
に
し
た
が
'
明
確
な
時
代
区
分
を
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
｡
安
禄
山
の
乱
の
勃
発
し
た
天
宝
十
四
年
(
七
五
五
)
あ
た
り
を
一
応
の
区
分

点
と
考
え
､
本
節
で
は
､
そ
れ
以
前
の
開
元
･
天
宝
期
に
活
躍
し
た
詩
人
達
を
扱

う
こ
と
に
す
る
｡

三
口
で
い
え
ば
､
こ
の
時
期
も
初
唐
期
と
同
様
に
､
詩
作
に
お
け
る
労
苦
･
没

頭
が
表
面
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
当
時
を
代
表
す
る

詩
人
李
白
(
七
〇
一
-
七
六
二
)

に
ま
つ
わ
る
エ
ビ
ソ
-
ド
は
､
周
知
の
よ
う
に

五



《
苦
吟
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前
史

岡田

彼
の
｢
速
吟
｣
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
｡

開
元
中
､
李
翰
林

詔
に
応
じ
て
｢
白
蓮
の
花
開
く
の
序
｣
及
び
｢
官
詞

･
て
T
r
)

十
首
｣
を
草
す
｡
時
に
方
に
大
酔
し
た
れ
ば
､
中
貴
人

そそ

よ
う
や

もと

沃
ぎ
､
梢
-
醍
む
｡
自

御
前
に
お
い
て
筆
を
索
め
て

これ

冷
水
を
以
て
之
に

1
た
び
揮
い
､
文
に

点
を
加
え
ず
｡

(
『
唐
抵
言
』
巻
一

托
ま
れ

ごと

李白

天
才
俊
逸
の
誉
有
り
｡
人
と
談
論
す
る
毎
に
､

三
･
敏
捷
)

皆
句
読
を
成
し
､

春
絶
麗
藻
の
如
-
､
歯
牙
の
下
に
発
た
り
｡

時人

号
し
て
｢
粂
花
の
論
｣

と
日
う
｡

不
見
李
生
久

伴
狂
真
可
哀

敏
捷
詩
千
首

瓢
零
酒
一
杯

(
『
開
元
天
宝
遺
事
』
巻
下
)

李
生
を
見
ざ
る
こ
と
久
し

よ
ら
ノ
き
よ
J
f
ノ

伴狂

真
に
哀
れ
む
べ
し

敏捷

詩
千
首

瓢零

酒
1
杯

六

あ
ま
ね

とも

れ
ば
即
ち
過
ぎ
､
周
く
し
て
復
た
始
め
､
午
後
に
至
り
て
詩
筆
供
に
成
り
､

な

七
千
余
字
を
得
た
り
.
伽
お
寓
に
満
た
さ
ん
こ
と
を
請
う
｡
宰
相
云
う
､
｢
七

もち

つぶ

千
ほ
多
し
と
謂
う
可
し
｡
何
ぞ
必
ず
し
も
寓
を
須
い
ん
｣
と
｡
具
さ
に
状
を

きこ

以
て
聞
ゆ
.
赦
し
て
律
吊
を
賜
い
､
広
文
館
に
直
さ
し
む
｡
時
に
張
寓
言
と

(12)

号
す
.

(
『
封
氏
閲
見
記
』
巻
1
0
)

史
青
は
零
陵
の
人
に
し
て
､
聡
敏
強
記
な
り
｡
開
元
の
初
め
､
上
善
し
て

すす

自
ら
詩
を
能
く
す
と
薦
め
､
｢
子
建
は
七
歩
な
る
も
､
臣
は
五
歩
の
内
に
明

詔
を
塞
ぐ
可
し
｣
と
｡
明
皇

試
み
る
に
｢
除
夕
｣
｢
上
元
竹
火
寵
｣
等
の

詩
を
以
て
す
る
に
､
口
に
応
じ
て
出
づ
｡
上

称
賞
し
､
左
監
門
衛
将
軍
を

(13)

授
く
.

(
『
全
唐
詩
』
巻
1

1
五
)

し
か
し
一
方
､
こ
の
時
期
の
詩
人
達
の
詩
作
へ
の
没
頭
･
労
苦
を
伝
え
る
資
料

も
､
実
は
僅
か
な
が

ら
拾
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
｡
左
に
そ
れ
を
挙
げ
て
み
る
こ

こ
の
他
､
盛
唐
前
期
に
お
け
る
｢
速
筆
｣

(
杜
甫
｢
不
見
｣
)

｢
連
吟
｣
の
記
事
と
し
て
は
､
次
の

よ
う
な
資
料
が
挙
げ
ら
れ
る
｡

(
u
)

(
蘇
)
逝

幼
-
し
て
英
俊
､
文
思
敏
速
た
り
｡
始
め
年
十
五
に
し
て
薙

と
に
し
よ
う
｡

ふけ

(
檀
)
範

吟
詠
に
苦
り
､
ゝ
病
よ
り
起
き
て
清
虚
に
当
る
｡
友
人

･カく

戯
れ
て
日
-
､
｢
子
の
病
み
て
此
の
如
く
な
る
に
非
ず
｡
乃
ち
吟
詩

な

に

苦淳之去
り に

て
痩
す
る
の
み
｡
｣
と
｡
遂
に
口
賓
と
為
る
o

(
『
唐
才
子
伝
』
巻
1
)

こ
と
ご
と

うが

孟
浩
然
は
眉
竃
尽
-
落
ち
､
襲
祐
は
袖
手
し
{
f
J
衣
袖
穿
つ
に
至
り
､

王

州
長
史
の
程
日
用
に
謁
す
.
日
用

ふで

む
｡
逝

翰
を
捉
れ
ば
即
ち
成
り
､

然
と
し
､
遂
に
忘
年
の
交
を
為
し
､

これ

つく

之
を
小
と
し
て
土
火
炉
の
賦
を
為
ら
し

これ

詞
理
典
賠
た
り
｡
日
用

之
を
覧
て
駁

是
を
以
て
慣
誉
益
々
重
し
｡

(
『
旧
唐
書
』
巻
1
九
〇
中
･
文
苑
伝
)

天
宝
中
'
漠
州
維
県
の
尉
の
張
捗

〓
云
に
応
じ
､
自
挙
す
る
に
｢
日
に

･
も
と

寓
言
を
試
み
ん
｣
と
.
中
書
の
考
試
を
須
む
.
障

害を

と

つ

人
を
し
て
各
々
紙
を
操
り
筆
を
執
り
て
庸
に
就

はか

きヽ

庭
を

環苧薫
り く

す
る
老
三
十

て

坐
し

に
題
目
を
占
ら
し
む
｡
身
は
自
ら
巡
歴
し
て
'
題
に
依
り
て
口
授
し
､

言 ヽ

仁コ

話芸供宝

経
は
醇
聾
に
建
り
入
る
に
至
る
｡
皆

苦
吟
せ
L
老
な
り
.

(
『
雲
仙
雑
記
』
)

た
だ
､
こ
れ
ら
の
資
料
を
扱
う
際
に
､
私
達
が
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
､
い
ず
れ
も
信
葱
性
に
つ
い
て
の
確
認
の
手
続
き
が
必
要
と
さ
れ
る
点
で
あ
ろ

う
｡
と
い
う
の
ほ
､
右
に
示
し
た
記
事
を
載
せ
る
文
献
は
､
と
も
に
《
苦
吟
》

の

風
潮
が
盛
ん
と
な
っ
た
中
唐
期
以
降
の
も
の
で
あ
り
､
そ
う
し
た
風
潮
の
な
か
で

(14)

作
ら
れ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
こ
で
些
か

面
倒
で
ほ
あ
る
け
れ
ど
も
､
右
の
詩
人
達
の
詩
作
態
度
に
つ
い
て
､
以
下
､
逐
1



検
討
を
加
え
て
お
-
こ
と
に
す
る
｡

先
ず
最
初
の
雀
顧
(
?
-
七
五
四
)

に
つ
い
て
.
『
唐
才
子
伝
』
が
伝
え
る
こ

の
エ
ビ
ソ
-
ド
ほ
極
め
て
興
味
深
い
が
､
彼
に
関
す
る
他
の
資
料
に
は
類
話
が
全

(15)

く
見
当
た
ら
ず
､
出
所
が
明
ら
か
で
な
い
.
ま
た
､
現
存
す
る
彼
の
詩
文
に
も
､

自
身
の
詩
作
態
度
に
つ
い
て
語
っ
た
記
述
は
な
い
｡
残
念
な
が
ら
こ
の
逸
話
は
､

い
ま
ひ
と
つ
信
想
性
に
欠
け
る
よ
う
で
あ
る
.

次
に
､
『
雲
仙
雑
記
』

の
記
事
の
う
ち
､
孟
浩
然
(
六
八
九
-
七
四
〇
)

に
つ

い
て
｡
孟
浩
然
に
関
す
る
伝
記
資
料
に
は
､
他
に
こ
う
し
た
エ
ビ
ソ
-
ド
を
載
せ

る
も
の
は
な
-
'
や
ほ
り
そ
の
ま
ま
信
用
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
o

し
か
し
､

彼
が
そ
う
し
た
逸
話
を
生
み
そ
う
な
タ
イ
プ
の
詩
人
だ
っ
た
こ
と
は
､
同
時
代
人

の
確
実
な
資
料
に
よ
っ
て
推
測
で
き
る
｡
例
え
ば
､
孟
浩
然
の
詩
集
の
編
纂
着
で

あ
る
王
士
源
が
記
し
た
そ
の
序
文
(
天
宝
五
-
八
年
頃
の
作
)

に
は
'
次
の
よ
う

な
1
節
が
見
ら
れ
る
.

つく

ごと

ま

ある

浩
然
､
詩
を
為
る
毎
に
興
を
仔
ち
て
作
る
｡
故
に
或
い
は
成
る
こ
と
遅

つく

およ

(16.)

し
｡
-

常
に
自
ら
嘆
ぜ
り
'
文
を
為
る
は
意
に
逮
ば
ず
と
｡

こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
､
表
現
の
困
難
さ
を
十
分
知
り
尽
-
し
た
､
遅
筆

な
沈
思
型
の
詩
人
の
姿
で
あ
る
｡
『
雲
仙
雑
記
』
の
記
事
が
事
実
を
伝
え
て
い
る

か
否
か
は
別
と
し
て
､
孟
浩
然
が
い
わ
ゆ
る
苦
吟
タ
イ
プ
の
詩
人
で
あ
っ
た
こ
と

(17)

は
､
は
ぼ
確
実
で
あ
ろ
う
｡

た
だ
､
そ
の
彼
も
､
自
身
の
詩
作
に
つ
い
て
ほ
､
若
年
の
頃
の
修
学
を
回
想
し

た
句
の
な
か
で
僅
か
に
触
れ
て
い
る
の
み
で
あ
り
､
詩
作
に
伴
な
う
労
苦
を
直
接

(
柑
)

吐
露
し
た
作
品
は
見
当
ら
な
い
｡
つ
ま
り
こ
の
孟
浩
然
に
お
い
て
も
､
詩
作
上
の

労
苦
は
な
お
､
積
極
的
な
意
味
合
い
で
自
覚
さ
れ
主
張
さ
れ
る
に
は
至
っ
て
い
な

つく

およ

い
｡
｢
文
を
為
る
ほ
意
に
逮
ば
ず
｣
と
い
う
嘆
き
の
下
､
完
壁
な
表
現
に
一
歩
で

も
近
仲
-
た
め
の
試
練
と
し
て
､
彼
も
ま
た
独
り
秘
か
に
こ
の
試
練
に
耐
え
て
い

《
苦
吟
》
前
史

岡田

た
の
で
あ
る
｡

つ
.
＼

こ
こ
で
､
先
の
王
士
源
の
序
文
を
も
う
1
度
振
り
返
っ
て
み
よ
う
.
｢
詩
を
為

ごと

ま

る
毎
に
興
を
仔
ち
て
作
る
.
故
に
或
い
は
成
る
こ
と
遅
し
｣
と
い
う
､
遅
筆
を
弁

護
す
る
1
節
の
存
在
ほ
'
道
に
言
え
ば
､
そ
れ
が
当
時
1
般
に
ほ
､
マ
イ
ナ
ス
評

価
の
要
素
だ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
､
王
士
源
の
弁
護
の
控

え
目
な
口
調
か
ら
推
測
す
る
と
､
詩
作
に
お
け
る
沈
思
･
熟
考
の
重
要
性
に
つ
い

て
の
自
覚
ほ
あ
っ
た
も
の
の
､
彼
に
も
や
は
り
'
そ
れ
を
積
極
的
に
押
し
出
し
主

張
す
る
ま
で
の
文
学
思
想
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

次
に
見
え
る
襲
祐
(
?
-
?
)

ほ
､
孟
浩
然
･
三
経
と
並
べ
て
論
じ
ら
れ
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
､
恐
ら
-
盛
唐
の
詩
人
で
あ
ろ
う
が
､
伝
記
資
料
も
作
品

(19)

も
他
に
ほ
一
切
見
当
た
ら
な
い
.
こ
れ
以
上
検
討
を
加
え
る
術
も
な
い
の
で
'
先

の
在
席
の
場
合
と
同
様
､
疑
問
符
付
き
の
参
考
資
料
と
し
て
扱
わ
ざ
る
を
待
な
い

で
あ
ろ
う
｡

最
後
に
'
王
維
(
六
九
八
?
-
七
六
一
)

に
つ
い
て
｡
こ
の
エ
ビ
ソ
-
ド
も
､

他
の
資
料
に
ほ
全
く
見
当
た
ら
な
い
｡
現
存
す
る
王
維
の
詩
文
に
も
彼
の
苦
吟
を

示
す
傍
証
に
な
る
よ
う
な
も
の
は
な
-
､
事
の
真
偽
に
つ
い
て
ほ
や
ほ
り
保
留
せ

ざ
る
を
え
な
い
｡

た
だ
､
こ
の
王
維
の
記
事
に
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
の
ほ
､
彼
と
親
交
の
あ
っ

た
装
辿
(
七
一
六
-
?
)
･
祖
詠
(
大
九
九
-
七
四
六
?
)
に
関
す
る
次
の
よ
う
な

資
料
が
残
っ
て
い
る
点
で
あ
る
｡

よ

知
君
苦
思
縁
詩
痩

知る

君
が
苦
思
し
て
詩
に
縁
り
て
痩
せ

太
向
交
渉
寓
事
憤

裾
野
父
遊
に
向
か
い
て
万
事
願
㌢
を

(
杜
甫
｢
暮
登
四
安
寺
鐘
楼
寄
襲
十
辿
｣
)

(
祖
)
詠
の
詩
ほ
､
勢
刻
省
静
に
し
て
､
用
思
に
尤
も
苦
し
む
｡

(
殿
播
『
河
岳
英
霊
集
』
巻
下
)

七



《
苦
吟
》
前
史

岡田

前
者
の
杜
甫
の
詩
句
に
は
､
実
は
讃
讃
的
な
口
吻
も
こ
め
ら
れ
て
お
り
､
厳
密

に
言
え
ば
後
者
の
論
評
ほ
ど
の
客
観
性
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
｡
し
か
し
､
襲

辿
が
平
生
｢
苦
思
｣
す
る
こ
と
の
多
い
詩
人
だ
っ
た
と
い
う
前
提
が
あ
っ
て
こ

そ
'
こ
の
諸
謹
も
生
き
て
-
る
の
で
あ
り
､
字
面
通
り
に
受
け
取
る
こ
と
は
避
け

ね
ば
な
ら
な
い
に
し
て
も
､
同
時
代
人
の
証
言
と
し
て
､
殿
播
の
指
摘
と
と
も
に

信
煩
す
る
に
足
り
よ
う
｡

と
こ
ろ
で
､
彼
ら
が
こ
の
よ
う
な
苦
吟
タ
イ
プ
の
詩
人
だ
っ
た
と
す
れ
ば
'
同

じ
グ
ル
-
プ
に
属
す
る
一
人
と
し
て
､
王
椎
に
も
同
様
な
傾
向
が
あ
っ
た
可
能
性

(
c
e
)

ほ
有
り
得
な
い
だ
ろ
う
か
｡
あ
る
い
は
､
遅
筆
な
苦
吟
タ
イ
プ
で
ほ
な
か
っ
た
と

し
て
も
､
閑
適
的
な
詩
世
界
へ
の
耽
満
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
､
彼
が
そ
う
し
た

資
質
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
は
､
『
旧
唐
書
』

の
次
の
記
事
か
ら
容
易
に
想
像

さ
れ
よ
う
｡

べ
つ
し
ょ

も
う
こ
う

王維

-

宋
之
問
が
藍
田
の
別
壁
を
得
た
り
｡
壁
は
桐
口
に
在
り
｡
水

め
t
,

か

お

ひ

を
舎
下
に
周
ら
せ
､
別
に
竹
洲
花
鳩
に
液
-
｡
道
友
裳
辿
と
舟
を
浮
か
べ
て

往
来
し
､
琴
を
弾
じ
詩
を
賦
し
､
噂
詠
し
て
日
を
終
う
｡(
巻
一
九
〇
下
･
文
苑
伝
)

だ
と
す
れ
ば
､
こ
こ
で

『
雲
仙
雑
記
』

の
逸
話
を
次
の
よ
う
に
読
み
替
え
て
み

て
は
ど
う
だ
ろ
う
｡
つ
ま
り
､
こ
の
話
は
､
王
維
を
中
心
と
す
る
詩
人
グ
ル
-
プ

の
苦
吟
的
･
耽
瀞
的
な
傾
向
が
､
王
維
個
人
の
名
を
借
り
､
そ
の
苦
吟
的
側
面
に

専
ら
力
点
を
置
-
形
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
､
と
｡
こ
の
よ
う
に

考
え
る
な
ら
ば
､
王
維
の
逸
話
が
持
つ
資
料
と
し
て
の
価
値
に
は
､
な
お
軽
視
で

き
な
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

盛
唐
前
期
の
詩
人
達
の
詩
作
上
の
労
苦
･
没
頭
に
関
す
る
資
料
は
'
管
見
の
限

り
で
は
以
上
が
全
て
で
あ
る
｡
『
唐
才
子
伝
』
『
雲
仙
雑
記
』

の
記
事
ほ
､
結
局
い

ず
れ
も
真
偽
の
は
ど
が
明
ら
か
で
な
い
け
れ
ど
も
､
注
意
深
く
検
討
を
重
ね
て
行

八

く
こ
と
に
よ
っ
て
資
料
的
な
価
値
を
引
き
出
す
こ
と
も
可
能
で
あ
り
'
ほ
と
ん
ど

手
掛
か
り
の
な
か
っ
た
初
唐
期
に
比
べ
れ
ば
､
現
象
ほ
随
分
水
面
近
-
に
浮
上
し

て
き
た
感
が
あ
る
｡
加
え
て
興
味
深
い
の
ほ
､
こ
こ
ま
で
の
考
察
で
拾
い
上
げ
て

き
た
資
料
が
､
所
謂
<
自
然
詩
人
>
に
集
中
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
｡

こ
れ
は
単
な
る
偶
然
で
あ
ろ
う
か
｡
恐
ら
-
は
そ
う
で
ほ
あ
る
ま
い
｡
そ
こ
に

は
､
そ
う
な
る
べ
き
何
ら
か
の
必
然
的
な
理
由
で
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
｡
今
､
試
み
に
そ
の
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
な
ら
ば
'
第
一
に
は
'
自
然

詩
と
い
う
ジ
ャ
ン

ル
に
固
有
の
詩
作
の
難
し
さ
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
｡
様
々
な
表
情

を
見
せ
る
自
然
界
を
描
写
し
な
が
ら
､
そ
こ
に
自
己
の
心
境
を
巧
み
に
織
り
込
ん

で
ゆ
く
自
然
詠
の
世
界
は
､
高
揚
し
た
感
情
を
1
気
珂
成
に
歌
い
上
げ
る
場
合
と

は
異
な
り
､
景
情
一
致
の
た
め
の
高
度
な
表
現
技
術
と
､
自
己
の
内
面
へ
の
深
い

沈
潜
が
必
要
と
さ
れ
る
｡
六
朝
期
の
自
然
詩
を
超
え
､
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
飛
躍
的

な
発
展
を
も
た
ら
す
た
め
に
､
彼
ら
盛
唐
の
詩
人
達
が
費
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
努
力
に
ほ
'
多
大
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
ほ
な
い
だ
ろ
う
か
｡

さ
ら
に
理
由
の
第
二
と
し
て
は
'
前
節
の
陳
子
昂
の
詩
の
考
察
に
お
い
て
触
れ

た
､
隠
逸
的
･
脱
俗
的
世
界
と
の
結
び
つ
き
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
｡
隠
逸
的

脱
俗
的
な
志
向
を

も
つ
精
神
k
)
.
と
っ
て
､
自
然
は
俗
塵
を
避
け
て
安
ら
ぐ
べ
き
場

所
で
あ
り
､
そ
の
自

然
の
な
か
で
営
ま
れ
る
高
雅
な
生
活
の
象
徴
こ
そ
が
､
琴
絃

で
あ
り
詩
歌
で
あ
っ
た
｡
例
え
ば
､
孟
浩
然
や
王
維
の
作
品
の
う
ち
に
も
'
そ
れ

を
示
す
詩
句
ほ
散
見
さ
れ
る
｡

壷
酒
朋
情
拾

琴
歌
野
興
間

苔
澗
春
泉
満

薙
軒
夜
月
間

あ
ま
ね

壷酒

朋
情
拾
-

琴歌

野
興
間
な
り

苔澗

春
泉
満
ち

羅軒

夜
月
間
な
り

(
孟
浩
然
｢
遊
鳳
林
寺
西
嶺
｣
)



能
令
許
玄
度

吟
臥
不
知
還

周
遊
清
蔭
偏

吟
臥
夕
陽
嘆

静
中
何
所
得

吟
詠
也
徒
哉

独
坐
幽
窒
素

弾
琴
復
長
噛

風
景
日
夕
佳

与
君
賦
新
詩

時
吟
招
隠
詩

或
製
間
居
賦

能
く
許
玄
度
を
し
て

吟
臥
し
て
還
る
を
知
ら
ざ
ら
し
む(
孟
浩
然
｢
宿
立
公
房
｣
)

あ
ま
ね

周
遊
し
て
清
蔭
偏
-

ノ＼

吟
臥
す
れ
ば
夕
陽
噴
る(
孟
浩
然
｢
同
王
九
題
就
師
山
房
｣
)

静中
何
の
得
る
所
ぞ

ま

い
た
ず

吟詠

也
た
徒
ら
な
ら
ん
や(
孟
浩
然
｢
釆
闇
賓
新
亭
作
｣
)

独
り
坐
す

幽
笠
の
裏

弾琴

復
た
長
曝
す

(
王
椎
｢
竹
里
館
｣
)

よ

風景

日
夕
に
佳
-

君
と
与
に
新
詩
を
賦
す

(
王
椎
｢
贈
装
十
辿
｣
)

時
に
招
隠
の
詩
を
吟
じ

或
ほ
間
居
の
賦
を
製
す

(
王
維
｢
丁
寓
田
家
有
贈
｣
)

隠
逸
的
脱
俗
的
な
世
界
と
結
び
つ
い
た
'
高
い
価
値
意
識
に
ょ
っ
て
詩
作
行
為

が
支
え
ら
れ
､
｢
吟
臥
し
て
還
る
を
知
ら
ず
｣
と
い
っ
た
態
度
が
高
士
と
し
て
称

え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
､
そ
う
し
た
価
値
意
識
に
支
え
ら
れ
て
詩
作
に
傾
注
す
る
自

然
詩
人
達
の
な
か
か
ら
､
過
度
の
没
頭
･
耽
溺
へ
と
進
む
人
々
が
現
わ
れ
て
も
不

思
議
は
な
い
｡
文
学
的
自
覚
な
い
し
ほ
文
学
思
想
と
し
て
は
､
な
お
明
瞭
な
形
を

取
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
､
詩
作
へ
の
没
頭
を
生
み
出
し
､
そ
れ

を
思
想
的
に
支
え
る
土
壌
ほ
､
こ
う
し
た
精
神
世
界
の
内
に
既
に
準
備
さ
れ
て
い

《
苦
吟
》
前
史

岡田

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
､
彼
ら
盛
唐
期
の
自
然
詩
人
達
の
存
在
は
､
中
唐
以

降
の
<
苦
吟
>
お
よ
び
<
閑
吟
>
の
風
潮
(
=
《
苦
吟
》
の
風
潮
)

の
1
つ
の
源

流
と
し
て
､
新
た
な
姿
で
浮
び
上
が
っ
て
-
る
こ
と
に
な
ろ
う
.
従
来
'
盛
唐
前

期
の
詩
人
達
の
詩
作
態
度
に
つ
い
て
'
こ
う
し
た
観
点
か
ら
注
目
さ
れ
る
こ
と
は

ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
｡
し
か
し
､
こ
の
時
代
に
お
い
て
も
'
《
苦

吟
》
の
源
流
･
萌
芽
と
な
る
動
き
は
確
実
に
存
在
し
'
育
ち
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ

る｡

な
お
､
盛
唐
期
の
詩
人
達
の
詩
作
上
の
苦
心
･
労
苦
に
関
連
し
て
､
こ
こ
で
羅

宗
強
氏
の

『
隔
唐
五
代
文
学
思
想
史
』
(
上
海
古
籍
出
版
社
)

に
見
え
る
興
味
深

い
指
摘
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
｡

氏
は
'
<
連
吟
>
を
も
っ
て
知
ら
れ
る
天
才
詩
人
李
白
に
も
､
詩
作
に
お
け
る

｢
捉
煉
｣
(
-
精
錬
)

は
あ
っ
た
と
さ
れ
､
そ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら

れ
る
｡李

詩
之
所
以
達
到
了
朴
素
自
然
之
美
､
実
是
提
煉
的
結
果
'
是
芸
術
上
的
一

種
自
覚
追
求
｡
不
過
､
這
種
芸
術
提
煉
之
工
､
更
多
的
属
干
芸
術
構
思
過
程

中
的
､
更
少
煉
字
煉
句
的
工
夫
､
更
多
的
属
干
才
気
縦
横
与
芸
術
素
養
的
深

厚
､
芸
術
技
巧
的
高
度
成
熟
的
産
物
､
而
不
是
苦
吟
的
結
果
｡
困
此
'
錐
為

芸
術
提
煉
､
而
併
表
現
為
一
揮
而
就
､
表
現
出
竃
無
人
工
痕
跡
｡

(
1

1
四
頁
)

十
分
な
検
討
を
経
た
後
で
な
け
れ
ば
確
か
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
､
詩
作
品
の

｢
提
煉
｣
に
お
け
る
こ
う
し
た
傾
向
は
､
李
白
の
み
に
限
ら
ず
､
こ
の
時
期
の
詩

人
達
全
般
に
も
或

る
程
度
当
て
族
る
の
で
ほ
な
い
だ
ろ
う
か
｡

盛
唐
前
期
の
詩
人
達
の
用
い
る
言
葉
が
概
ね
平
明
で
あ
る
こ
と
'
額
似
し
た
表

現
の
頻
用
や
先
人
の
詩
句
の
そ
の
ま
ま
の
借
用
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
等

九



《
苦
吟
》
前
史
l
耶
岡
田

(21)

は
､
か
ね
て
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
｡
だ
と
す
れ
ば
､
彼
ら
の
詩
作

上
の
苦
心
は
､
一
字
一
句
の
彫
琢
よ
り
も
､
む
し
ろ
全
体
的
な
表
現
･
構
想
の
問

題
に
比
重
が
置
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
｡
無
論
､
事
柄
は

そ
れ
は
ど
単
純
に
割
り
切
れ
る
性
格
の
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
､
こ
の
推
測

が
そ
れ
な
り
の
妥
当
性
を
持
つ
と
す
れ
ば
､
一
口
に
詩
作
に
お
け
る
苦
心
･
労
苦

と
ほ
言
っ
て
も
､
盛
唐
前
期
と
中
晩
唐
期
の
詩
人
達
と
の
間
で
ほ
､
質
的
な
差
異

を
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
訳
で
あ
り
､
こ
う
し
た
角
度
か
ら
の
再
検
討
も
必
要
と

な
っ
て
こ
よ
う
｡

現
在
の
私
に
は
こ
の
点
に
つ
い
て
論
ず
る
準
備
が
な
-
､
こ
こ
で
は
単
な
る
指

摘
に
留
め
ぎ
る
を
得
な
い
｡
し
か
し
今
後
､
《
苦
吟
》
の
よ
り
詳
細
な
考
察
に
進

む
と
す
れ
ば
､
そ
の
過
程
で
い
ず
れ
改
め
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
問
題
で
あ
ろ

うQ
四

盛
唐
後
期
(
-
中
唐
初
期
)

本
節
で
は
､
安
禄
山
の
乱
以
降
の
盛
唐
後
半
期
を
考
察
の
対
象
と
し
､
続
く
中

庸
初
の
代
宗
大
暦
(
七
六
六
-
七
七
九
)
年
間
に
つ
い
て
も
併
せ
て
瞥
見
し
て
お

く
こ
と
に
し
た
い
｡

こ
の
時
期
の
詩
人
達
の
な
か
で
突
出
し
た
存
在
は
､
何
と
い
っ
て
も
杜
甫
(
七

1
二
-
七
七
〇
)
で
あ
ろ
う
が
'
《
苦
吟
》
の
歴
史
の
中
に
あ
っ
て
も
､
彼
ほ
極

め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
｡

す
で
に
幾
人
か
の
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
詩
作
に
お
け

る
苦
心
･
没
頭
的
な
姿
勢
を
､
詩
人
と
し
て
の
自
負
と
と
も
に
公
然
と
表
明
し
た

の
ほ
'
彼
に
始
ま
る
｡
そ
の
例
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
の
が
'
次
の
詩
句

で
あ
る
｡

為
人
性
僻
耽
佳
句

人
と
が
り
性
僻
に
し
て
佳
句
に
耽
り

語
不
驚
人
死
不
休

陶
冶
性
霊
存
庶
物

新
詩
改
罷
自
長
吟

熟
知
二
謝
将
能
事

頗
学
陰
何
苦

用
心

ま
た
､
晩
唐
の

孟
菜
の

(22)

後
人
の
偽
作
と
さ
れ
る
が
､

一〇
や

語

人
を
驚
か
さ
ず
ん
ば
死
す
と
も
休
め
ず

(
｢
江
上
値
水
如
海
勢
柳
短
述
｣
)

なに

性
霊
を
陶
冶
す
る
ほ
庶
物
か
存
す

や

新詩

改
め
罷
み
て
自
ら
長
吟
す

もつ

二
謝
の
能
事
を
将
て
せ
る
を
熟
知
し

ね
ん
ご
ろ

頗
る
学
ぶ

陰
何
の

苦

に
心
を
用
い
し
を

(
｢
解
悶
十
二
首
｣
其
七
)

『
本
事
詩
』
が
載
せ
る
李
白
の
｢
戯
贈
杜
甫
｣
詩
は
､

中
晩
唐
期
の
人
々
の
目
に
映
っ
た
杜
甫
像
と
し
て
､

こ
こ
に
も
彼
の
風

貌
の

飯
額
山
頭
蓮
杜
両

頭
戴
笠
子
日
卓
午

借
問
別
釆
太
痩
生

総
為
従
前
作
詩
苦

端
飯竺を
懸か窺
山 う

こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
｡

演

に
杜
甫
に
逢
う
に

頭
に
笠
子
を
戴
き
日
ほ
卓
午

は
な
は

や

せ

借
問
す

別来

太
だ
痩
生
た
る

すべ総
て
従
前
詩
を
作
る
苦
し
み
の
為
な
ら
ん

と
こ
ろ
で
､
杜
甫
の
こ
の
よ
う
な
詩
作
行
為
を
支
え
る
自
覚
と
ほ
､
ど
の
よ
う

な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

自
ら
の
(
苦
吟
)
的
詩
作
態
度
に
つ
い
て
杜
甫
が
述
べ
る
と
こ
ろ
は
､
は
ば
右

の
二
例
に
尽
き
､
そ
の
背
後
に
ど
の
よ
う
な
文
学
的
自
覚
が
あ
っ
た
の
か
を
正
確

に
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
｡
し
か
し
､
安
史
の
乱
を
境
と
す
る
激
動
の
時
代
の

証
人
と
し
て
幾
多
の
名
作
を
残
し
､
｢
詩
史
｣
と
も
称
さ
れ
る
彼
の
詩
人
と
し
て
の

生
涯
を
そ
こ
に
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
な
ら
ば
'
彼
自
身
の
詩
作
へ
の
没
頭
を
支
え

る
自
覚
の
な
か
に
､
前
節
の
自
然
詩
人
達
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
隠
逸
的
脱
俗
的
な

価
値
意
識
が
､
大
き

な
存
在
と
し
て
あ
っ
た
と
ほ
考
え
に
く
い
｡
恐
ら
く
は
､
よ

り
オ
-
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
儒
教
的
文
学
観
を
基
盤
と
し
た
自
覚
･
自
負
と
'
創
作
体

験
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
詩
に
対
す
る
深
い
信
顔
と
愛
着
と
に
よ
っ
て
､
そ
れ
ほ
支



え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

た
だ
､
隠
逸
的
脱
俗
的
な
価
値
意
識
と
は
一
線
を
画
す
る
地
点
に
自
ら
の
詩
精

神
を
置
き
な
が
ら
も
'
杜
甫
は
そ
う
し
た
価
値
意
識
に
支
え
ら
れ
た
文
学
観
を
決

し
て
排
除
し
て
は
い
な
い
｡
例
え
ば
､
先
の
｢
解
悶
｣
詩
の
｢
性
霊
を
陶
冶
｣
す

る
と
い
っ
た
文
学
的
自
覚
に
見
ら
れ
る
内
省
的
な
性
格
な
ど
は
､
恐
ら
-
当
時
の

自
然
詩
人
達
の
文
学
思
想
と
共
通
す
る
側
面
を
持
っ
て
い
よ
う
し
､
ま
た
､
前
節

よ

で
引
用
し
た
｢
襲
辿
に
寄
す
｣
詩
の
｢
知
る
君
が
苦
思
し
て
詩
に
縁
り
て
痩
せ
､

は
な
は

も
の
う

太
だ
交
遊
に
向
か
い
て
万
事
傭
き
を
｣
の
句
に
ほ
'
自
然
詩
人
糞
迫
の
脱
俗
的
な

苦
吟
に
対
す
る
評
価
と
理
解
が
読
み
取
れ
る
｡

さ
ら
に
挙
げ
る
と
す
れ
ば
､
隠
士
の
院
某
な
る
人
物
に
あ
て
て
詠
ま
れ
た
｢
胎

翫
隠
居
｣
詩
の
次
の
よ
う
な
1
聯
が
あ
ろ
う
｡

清
詩
近
道
要

清
詩
道
の
更
に
近
㍗
ろ

誠
子
用
心
苦

識る

子
が
用
心
の
苦
な
る
を

一
首
は
院
其
の
隠
士
と
し
て
の
高
潔
な
処
世
を
称
え
て
お
り
'
こ
こ
に
歌
わ
れ

て
い
る
詩
作
へ
の
傾
注
と
そ
の
成
果
と
し
て
の
｢
清
詩
｣
も
､
隠
逸
的
生
活
と
結

(23)

び
つ
い
た
形
で
称
讃
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

儒
を
も
っ
て
任
ず
る
杜
甫
の
詩
観
に
､
こ
う
し
た
隠
逸
的
脱
俗
的
な
価
値
意
識

が
み
ら
れ
る
こ
と
自
体
ほ
､
実
は
さ
は
ど
異
と
す
る
に
足
り
な
い
｡
し
ば
し
ば
指

摘
さ
れ
る
よ
う
に
､
儒
教
思
想
ほ
隠
逸
的
処
世
を
全
否
定
す
る
も
の
で
は
な
-
､

(24)

む
し
ろ
そ
れ
を
容
認
し
評
価
す
る
一
面
を
持
っ
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
､
先
の
盛

唐
期
の
自
然
詩
人
達
の
隠
逸
的
脱
俗
的
な
傾
向
に
し
て
も
､
彼
ら
が
儒
と
し
て
の

自
覚
を
持
つ
こ
と
と
は
必
ず
し
も
矛
盾
し
な
い
し
､
杜
甫
が
そ
れ
を
高
-
評
価
す

る
の
も
当
然
と
い
え
ば
当
然
の
話
で
あ
ろ
う
.
む
し
ろ
､
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の

ほ
､
こ
の
よ
う
な
隠
逸
的
脱
俗
的
な
世
界
と
結
び
つ
い
た
詩
作
へ
の
没
頭
も
ま

た
､
杜
甫
に
至
っ
て
初
め
て
､
明
確
な
価
値
意
識
と
と
7
?
に
歌
わ
れ
る
よ
う
に
な

《
苦
吟
》
前
史

岡田

っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
｡

前
節
で
見
た
よ

う
に
､
盛
唐
期
の
自
然
詩
人
達
は
､
そ
う
し
た
価
値
意
識
の
萌

芽
を
内
に
持
ち
な
が
ら
も
､
そ
れ
を
自
ら
の
作
品
の
な
か
で
ほ
っ
き
り
と
表
明
す

る
に
は
至
っ
て
い

な
か
っ
た
｡
杜
甫
は
､
彼
等
の
そ
う
し
た
半
ば
潜
在
的
な
(
育

吟
)
な
い
し
は
(
閑
吟
)
を
表
面
化
さ
せ
る
1
方
､
自
ら
の
詩
作
に
お
い
て
は
､

隠
逸
的
脱
俗
的
な
世
界
と
は
1
線
を
画
し
な
が
ら
､
そ
れ
を
も
含
め
た
よ
り
包
括

的
な
形
で
《
苦
吟
》
の
思
想
を
築
き
上
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡
《
苦
吟
》
の
歴

史
の
な
か
で
杜
甫
が
果
し
た
役
割
の
決
定
的
な
重
要
さ
は
､
正
に
こ
の
点
に
あ
る

と
い
え
る
｡
後
の
中
唐
元
和
期
､
《
苦
吟
》
の
風
潮
の
中
心
的
存
在
と
な
る
詩
人

達
を
輩
出
し
た
韓
愈
の
文
学
集
団
に
お
い
て
､
杜
甫
が
尊
崇
の
的
と
な
っ
た
事
実

と
も
あ
わ
せ
て
､
彼
の
文
学
的
自
覚
･
思
想
に
つ
い
て
は
､
今
後
こ
う
し
た
観
点

か
ら
さ
ら
に
詳
細
な
検
討
が
加
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡

次
に
､
こ
の
中
唐
初
期
､
杜
甫
か
ら
や
や
遅
れ
て
活
躍
し
た
詩
人
達
に
つ
い
て

眺
め
て
み
る
と
､
忘
れ
て
ほ
な
ら
な
い
存
在
と
し
て
詩
僧
の
鮫
然
(
七
三
〇
-
七

九
九
)
が
い
る
｡
彼
に
は
､
詩
論
書
の

『
詩
式
』
が
残
さ
れ
て
い
る
が
､
そ
の
な

か
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
見
ら
れ
る
｡

又
云
う
､
｢
(
詩
は
)
苦
思
す
る
を
要
さ
ず
｡
苦
思
す
れ
ば
則
ち
自
然
の
質

いず

を
失
う
｣
と
｡
此
れ
然
ら
ず
｡
夫
れ
虎
穴
に
入
ら
ず
ん
ば
鳶
-
ん
ぞ
虎
子
を

す
べ
か
ら

得
ん
や
｡
取
境
の
時
は
'
須
-
至
難
至
険
に
し
て
始
め
て
奇
句
を
見
､
成

篇
の
後
は
､
其
の
気
貌
を
観
る
に
､
等
間
に
し
て
思
わ
ず
し
て
得
る
に
似
た

る
有
り
｡
此
れ
高
手
な
り
｡

(
取
境
)

こ
こ
に
は
'
創
作
技
術
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
た
､
明
確
な
《
苦
吟
》
の
主
張
が

あ
る
｡

こ
の
他
､
彼
の
作
品
に
は
､
｢
市
隠

何
ぞ
道
を
妨
げ
ん
'
禅
棲

詩
を
醸
さ

ず
｣
(
｢
酬
雀
侍
御
見
贈
｣
)
､
｢
愛
す

君
が
詩
思
の
禅
心
を
動
か
し
､
我
を
し
て

二
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や

吟
を
休
め
て
鶴
吟
を
待
た
し
む
を
｣
(
｢
酬
張
明
府
｣
)
な
ど
､
禅
の
思
想
と
詩
と

の
結
び
つ
き
を
示
す
句
が
散
見
さ
れ
る
｡
先
の
『
詩
式
』
の
主
張
と
重
ね
あ
わ
せ

て
考
え
る
な
ら
ば
'
仏
教
思
想
に
享
見
ら
れ
た
(
閑
吟
)
的
姿
勢
が
､
彼
の
詩
作

態
度
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
中
唐
期
以
後
､
僧
侶
で
あ
り
な
が
ら
詩
を
能
く
す

る
<
詩
僧
>
の
存
在
は
俄
に
目
を
引
-
よ
う
に
な
る
が
､
後
の
無
可
(
?
-
?
)
･

貫
休
(
八
五
二
-
九
一
三
)
･
斉
己
(
八
六
三
?
-
九
三
七
?
)

な
ど
,
自
ら
の

(25)

詩
作
へ
の
耽
渉
を
歌
う
人
々
も
少
な
-
な
い
.
瞭
然
を
始
め
と
し
て
､
彼
等
が

《
苦
吟
》
の
風
潮
の
顕
在
化
に
果
し
た
役
割
に
は
､
極
め
て
重
要
な
も
の
が
あ
ろ

う○

さ
て
'
こ
こ
ま
で
辿
っ
て
き
て
､
私
達
は
苦
吟
》
を
宰
え
る
幾
つ
か
の
価
値

意
識
が
､
す
で
に
形
を
準
え
て
準
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
.
こ
う
し
た
価

値
意
識
が
､
ど
の
よ
う
な
内
的
要
因
･
外
的
情
況
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た

の
か
､
あ
る
い
は
､
そ
れ
が
《
苦
吟
》
と
い
う
1
つ
の
風
潮
を
形
作
る
に
至
る
契

機
は
何
だ
っ
た
の
か
等
々
､
課
題
と
し
て
残
る
問
題
は
依
然
大
き
い
が
,
少
な
く

と
も
､
価
値
意
識
の
表
面
化
と
い
う
現
象
的
な
面
に
限
っ
て
い
え
ば
､
中
庸
元
和

期
以
降
の
《
苦
吟
》
の
風
潮
は
､
最
早
目
前
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡

五

お
ぁ
り
に

以
上
､
初
盛
唐
期
を
対
象
と
し
て
､
《
苦
吟
》
の
源
流
を
探
っ
て
み
た
｡
得
ら

れ
た
成
果
ほ
乏
し
い
も
の
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
､
こ
の
風
潮
の
萌
芽
と
も
い
う
べ

き
幾
つ
か
の
動
向
が
､
そ
れ
に
先
立
つ
時
代
に
す
で
に
窺
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て

ほ
､
従
来
の
通
説
よ
り
ほ
い
-
ら
か
詳
細
な
形
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た

と
思
う
｡

苦
吟
》
の
源
流
と
し
て
ほ
､
こ
れ
ま
で
専
ら
杜
甫
の
み
が
取
り
上
げ
ら
れ
る

傾
向
に
あ
っ
た
｡
勿
論
'
苦
吟
》
の
歴
史
に
お
い
て
彼
が
果
し
た
役
割
の
大
き

∵一

さ
か
ら
す
れ
ば
､
そ
れ
ほ
1
面
当
然
で
も
あ
り
'
杜
甫
の
重
視
自
体
が
誤
り
と
い

ぅ
わ
け
で
は
な
い
｡
し
か
し
､
小
論
に
お
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
'
盛
唐
期
の
自

然
詩
人
や
中
唐
期
の
詩
僧
も
ま
た
､
同
時
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
存
在
で
あ
り
､

《
苦
吟
》
史
上
の
杜
甫
の
役
割
に
し
て
も
､
こ
れ
と
の
関
わ
り
を
考
慮
に
入
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
､
1
層
明
確
な
全
体
的
評
価
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
｡
考
え
て
み
れ
ば
､
中
唐
期
《
苦
吟
》
の
代
表
格
で
あ
る
貫
島
か
ら
し
て
､

本
質
的
に
は
自
然
詠
の
詩
人
で
あ
り
､
し
か
も
嘗
て
は
僧
籍
の
身
で
あ
っ
た
｡
あ

る
い
は
こ
こ
に
も
､
単
な
る
偶
然
の
一
致
以
上
の
も
の
が
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
｡

自
然
詩
人
や
詩
僧
達
に
窺
わ
れ
る
こ
う
し
た
伏
流
は
'
私
の
見
通
し
で
は
'
主

と
し
て
<
閑
吟
>
的
な
側
面
に
お
い
て
､
《
苦
吟
》
の
性
格
と
そ
の
潮
流
の
方
向

つ
け
に
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
る
筈
で
あ
る
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
も
'
い
ず

れ
準
備
を
整
え
た

上
で
､
あ
ら
た
め
て
論
じ
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
｡

注
1

ローU-
2/＼桝

『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
』
文
学
二
六

『
名
古
屋
大
学
中
国
語
学
文
学
論
集
』
第
三
輯

『
隔
唐
嘉
話
』
は
､
唐
の
劉
餅
の
撰
｡
彼
の
生
卒
年
ほ
明
ら
か
で
な
い
が
､
著
名
な

歴
史
家
劉
知
幾
(
六
六
一
-
七
二
一
)

の
息
子
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
'
初
唐
末
か
ら

盛
唐
に
か
け
て
の
人
と
推
定
さ
れ
る
｡
つ
ま
り
､
こ
の
エ
ビ
ソ
-
ド
は
､
苦
吟
の
話

題
が
し
ば
し
ば
好
ん
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
中
晩
唐
期
よ
り
以
前
の
出
自
を
持
つ
も
の

で
あ
り
(
し
た
が
っ
て
､
苦
吟
の
風
潮
の
な
か
で
担
造
さ
れ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
可

能
性
は
な
い
)
､
信
短
度
は
か
な
り
高
い
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

な
お
､
こ
の
話
は
､
他
に
『
太
平
御
覧
』
巻
五
九
六
に
引
く
『
国
朝
伝
記
』
(
同

じ
-
劉
錬
の
撰
と
さ
れ
る
)
､
宋
の
王
讃
の
『
唐
語
林
』
巻
二
に
も
見
え
る
｡
旧
碍

｢
中
晩
唐
期
に
見
ら
れ
る
詩
文
学
へ
の
没
頭
的
風
潮
に
つ
い
て
｣
に
お
い
て
､
出
輿

を
『
唐
語
林
』
と
の
み
記
し
た
の
は
､
正
確
で
な
か
っ
た
｡



叫
雀
融
の
こ
の
エ
ビ
ソ
-
ド
に
つ
い
て
も
'
旧
稿
｢
中
晩
唐
期
に
･
･
･
｣
で
は
『
唐
詩
紀

事
』
の
み
を
出
典
と
し
て
示
し
た
が
'
『
旧
唐
害
』
『
新
暦
膏
』
に
す
で
に
見
え
'
当

時
有
名
な
話
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
彼
の
死
因
が
果
し
て
哀
冊
文
執
筆
の
際
の
心
労

で
あ
っ
た
か
否
か
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
､
こ
の
逸
話
が
伝
え
る
彼
の
苦
吟
的
資
質

に
つ
い
て
は
'
事
J
I
H
]
と
し
て
信
用
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

何
例
え
ば
､
最
近
の
論
考
と
し
て
は
､
金
循
華
｢
〝
推
敵
〟
故
事
真
偽
考
｣
(
『
文
学
退

座
』
一
九
八
七
年
第
五
期
)
,
石
帆
｢
"
推
敵
〟
本
事
雑
談
｣
(
『
文
学
遺
産
』
一
九
八

七
年
第
六
期
)
な
ど
が
あ
る
｡

糊

李
商
隠
｢
李
賀
小
伝
｣

何
も
っ
と
も
､
強
い
て
挙
げ
れ
ば
､
皆
無
と
い
う
訳
で
も
な
い
｡
例
え
ば
'
元
･
半
文

房
『
唐
才
子
伝
』
の
劉
希
夷
の
項
に
は
､
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
｡

希
琴
-
-
苦
出
尻
詠
､
特
善
開
帳
之
作
｡
(
巻
1
)

た
だ
,
『
旧
暦
苦
』
『
新
唐
書
』
『
唐
詩
紀
事
』
等
の
よ
り
古
い
資
料
に
は
､
劉
希

ふけ

煎
が
｢
荒
詠
に
苦
っ
た
｣
こ
と
の
指
摘
ほ
見
ら
れ
な
い
｡
ま
た
'
現
存
す
る
彼
の
作

品
中
に
も
そ
れ
聖
不
す
が
手
掛
り
が
な
-
､
確
証
が
得
ら
れ
な
い
の
で
､
本
文
に
お

い
て
論
ず
る
こ
と
は
見
合
わ
せ
た
｡

こ
の
他
,
唐
･
孟
乗
『
本
事
詩
』
徴
異
第
五
に
見
え
る
宋
之
問
の
夜
吟
の
話
'

宋
･
異
桐
『
五
経
志
』
に
見
え
る
駈
賓
王
が
老
僧
の
苦
吟
を
助
け
た
話
な
ど
も
あ
る

が
,
い
ず
れ
も
晩
唐
以
後
の
文
献
で
あ
る
上
に
､
信
漏
荘
に
も
欠
け
る
た
め
､
取
り

上
げ
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
｡
し
か
し
'
初
唐
期
の
詩
人
達
に
も
詩
作
に
お
け
る
労

苦
･
没
頭
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
､
こ
れ
ら
の
不
確
か
な
質
料
に
拠
る
ま
で
も

な
く
明
ら
か
で
あ
る
｡

桝

こ
の
陳
叔
達
の
エ
ビ
ソ
-
ド
は
､
次
の
衰
朗
の
話
と
と
も
に
､
彼
等
が
南
朝
の
陳
に

仕
え
て
い
た
時
の
も
の
で
あ
る
が
､
唐
代
初
期
に
括
躍
し
た
詩
人
の
｢
速
吟
｣
の
例

と
し
て
掲
げ
る
分
に
は
'
別
に
問
題
な
い
で
あ
ろ
う
｡

な
お
,
南
朝
の
詩
人
達
の
｢
連
吟
｣
を
伝
え
る
エ
ビ
ソ
-
ド
は
､
こ
の
他
に
も
し

ば
し
ば
見
ら
れ
'
初
唐
期
と
の
連
続
性
が
感
じ
ら
れ
る
｡

桝

『
横
浜
国
大
国
語
研
究
』
第
六
号

㈹
坂
野
学
氏
｢
『
苦
吟
』
に
つ
い
て
｣
(
『
集
刊
東
洋
学
』
第
五
四
号
)
た
だ
､
拙
稿

ー=‖"∫一‖u_

㈹帥㈹㈹
切り
1㈹

《
苦
吟
》
前
史
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｢
『
苦
吟
』
再
考
｣
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
､
私
個
人
は
こ
の
曙
釈
に
は
賛
成
で
き

な
い
｡

孫
逝
の
生
年
ほ
､
則
天
武
后
の
万
歳
通
天
元
年
(
六
九
八
)
と
推
定
さ
れ
る
｡
彼
が

十
五
歳
の
時
の
こ
の
エ
ビ
ソ
-
ド
は
'
し
た
が
っ
て
､
蓉
宗
の
景
雲
元
年
(
七
1
C
)

の
こ
と
に
な
る
｡

こ
の
張
捗
の
行
為
も
一
種
の
詩
作
へ
の
没
頭
で
あ
る
こ
と
に
違
い
ほ
な
い
が
'
本
稿

が
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
秀
句
を
生
み
出
す
た
め
の
没
頭
､
詩
歌
を
愛
好
す
る
余

り
の
耽
溺
と
は
､
性
格
が
異
な
る
｡

『
全
唐
詩
』
小
伝
の
こ
の
記
事
が
'
何
に
基
づ
-
の
か
は
未
詳
｡
識
者
の
御
教
示
を

仰
ぎ
た
い
｡

特
に
『
雲
仙
雑
記
』
は
問
題
の
多
い
文
献
で
あ
っ
て
'
そ
の
ま
ま
信
用
す
る
わ
け
に

は
ゆ
か
な
い
｡
こ
の
害
は
別
名
を
『
雲
仙
散
録
』
と
も
言
い
'
晩
唐
の
渇
筆
の
作
と

伝
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
'
宋
の
壬
錘
の
偽
作
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
｡
し
か
し
I

こ
の
苦
吟
の
記
事
に
関
す
る
限
り
ほ
'
無
梧
の
談
と
し
て
退
け
て
し
ま
う
に
は
惜
し

い
も
の
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
'
敢
え
て
取
り
上
げ
て
検
討
を
加
え

る
こ
と
に
し
た
｡
私
の
考
え
で
は
'
記
事
の
内
容
そ
の
も
の
は
信
ず
る
に
足
り
な
い

か
も
し
れ
な
い
が
､
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
､
｢
そ
う
し
た
エ
ビ
ソ
-
ド
の
誕
生
自

体
が
､
孟
浩
然
･
王
統
等
の
所
謂
<
自
然
詩
人
>
の
グ
ル
-
プ
に
本
来
あ
っ
た
苦
吟

的
資
質
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
｣
と
い
う
点
ま
で
も
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
は

な
い
｡
そ
れ
は
丁
度
'
貿
島
の
｢
推
敵
｣
の
故
事
が
'
フ
ィ
ク
シ
ョ
ソ
で
あ
り
な
が

ら
こ
の
詩
人
の
本
質
を
鋲
-
言
い
当
て
て
い
る
の
と
同
じ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

停
斑
堤
氏
の
『
唐
才
子
伝
校
篭
』
(
中
華
雷
同
)
も
｢
按
此
不
知
所
木
､
挨
考
.
｣
と

す
る
｡

引
用
は
,
京
都
大
学
所
蔵
宋
刊
本
に
拠
っ
た
｡
(
『
唐
詩
紀
事
』
所
引
の
文
も
こ
れ
に

同
じ
｡
)

杜
甫
の
｢
遣
興
五
首
｣
第
五
首
に
も
｢
吾
憐
孟
浩
然
､
桓
褐
即
長
夜
｡
賦
詩
何
必

多
､
往
往
凌
飽
謝
｡
｣
と
あ
る
｡

｢
喜
懐
胎
京
邑
同
好
｣
詩
に
｢
昼
夜
常
自
強
､
詞
翰
㌔
頗
亦
工
｣
の
句
が
あ
る
が
､

応
挙
の
為
の
勉
学
の
回
想
で
あ
っ
て
'
詩
作
に
お
け
る
辛
苦
を
歌
う
中
晩
唐
期
の
請

一三



㈹.狗的

《
苦
吟
》
前
史

岡田

人
達
の
作
品
と
同
列
に
扱
う
こ
と
は
出
来
な
い
｡
た
だ
､
勉
学
の
回
想
に
せ
よ
､
こ

ぅ
し
た
労
苦
を
歌
っ
た
例
は
孟
浩
然
以
前
に
ほ
見
ら
れ
ず
'
そ
の
意
味
で
は
貴
重
な

作
品
で
あ
る
｡

似
た
名
前
の
詩
人
と
し
て
は
､
盛
唐
で
は
蓑
辿
､
中
唐
に
張
殖
雛
作
が
い
る
｡
共
に

苦
吟
で
知
ら
れ
る
人
物
で
あ
り
､
あ
る
い
は
そ
の
い
ず
れ
か
の
誤
記
と
も
考
え
ら
れ

る
が
､
管
見
の
四
部
叢
刊
本
･
説
邦
本
･
龍
威
秘
書
本
等
の
『
雲
仙
雑
記
』
は
､
す

べ
て
｢
襲
祐
｣
(
l
に
誤
っ
て
｢
装
殖
｣
)
に
作
る
｡
ま
た
､
明
･
蛋
鼎
思
の
『
珪
郡

代
酔
編
』
巻
三
五
に
も
同
じ
記
事
を
引
-
が
､
こ
こ
で
も
｢
蓑
祐
｣
と
な
っ
て
い

る｡も
っ
と
も
'
入
谷
仙
介
氏
の
『
王
維
研
究
』
に
よ
れ
ば
､
他
の
資
料
は
彼
が
む
し
ら

｢
連
吟
｣
タ
イ
プ
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
氏
も
指
摘
さ
れ
る
過

り
(
同
書
四
一
七
-
九
頁
)
'
詩
題
の
内
に
数
例
､
｢
走
筆
｣
｢
座
上
作
｣
等
の
語
が

見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
も
そ
の
証
拠
で
あ
ろ
う
｡
た
だ
､
そ
の
こ
と
ほ
,
王
維
が
｢
苦

吟
｣
と
全
-
無
縁
の
詩
人
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
窒
息
味
す
る
も
の
で
ほ
､
必
ず
し
も

な
い
｡
自
明
の
こ
と
で
は
あ
る
が
､
一
人
の
詩
人
の
作
品
に
は
､
即
興
の
も
の
か
ら

長
い
推
敵
の
時
間
を
要
し
た
も
の
ま
で
､
様
々
な
レ
ヴ
ュ
ル
が
存
在
す
る
｡
例
え

ば
､
｢
苦
吟
｣
で
知
ら
れ
る
賓
島
に
も
'
｢
口
号
｣
と
題
す
る
作
品
が
あ
る
｡

類
似
表
現
を
頻
用
す
る
詩
人
と
し
て
は
､
例
え
ば
琴
参
が
お
り
､
新
免
恵
子
氏
の
請

文
｢
琴
参
の
詩
に
つ
い
て
-
同
一
表
現
の
多
用
-
｣
(
『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
三
三

隻
)
に
詳
し
い
｡
先
人
の
詩
句
の
借
用
の
例
と
し
て
は
､
早
-
唐
･
李
肇
の
『
唐
国

史
補
』
巻
上
に
､
｢
(
王
)
維
有
詩
名
､
然
好
取
人
文
章
嘉
句
｡
『
行
到
水
窮
処
､
坐

看
雲
起
時
｡
』
英
華
集
中
詩
也
｡
『
漠
漠
水
田
飛
白
鷺
､
陰
険
夏
木
噸
苦
､
爵
｡
』
李
嘉

祐
詩
也
｡
｣
と
い
っ
た
指
摘
が
あ
る
｡
ま
た
､
王
昌
齢
に
ほ
､
頻
用
の
懐
向
･
借
局

の
例
の
い
ず
れ
も
が
見
ら
れ
る
｡

早
-
は
宋
の
洪
遇
の
『
容
斎
随
筆
』
に
す
で
に
偽
作
説
が
見
ら
れ
る
が
､
最
近
の
論

考
で
は
､
曹
樹
銘
氏
の
『
李
白
与
杜
甫
交
往
相
関
之
詩
』
(
台
湾
商
務
印
書
館
･
人

人
文
庫
)
第
三
早
･
附
考
の
｢
李
集
外
与
李
白
及
杜
甫
両
不
相
関
的
詩
｣
が
あ
る
｡

こ
の
ほ
か
､
注
(
1
)
に
挙
げ
た
｢
遣
興
｣
詩
な
ど
に
も
､
そ
-
し
た
価
値
意
識
が
窺

わ
れ
よ
う
｡

一四

銅
例
え
ば
､
『
論
語
』
泰
伯
薦
の
｢
天
下
有
道
則
見
'
無
道
則
隠
｣
､
徴
子
荒
に
見
え
る

逸
民
･
隠
者

に
対
す
る
評
価
､
あ
る
い
は
『
孟
子
』
尽
心
篇
の
｢
窮
則
独
善
其
身
､

遠
別
兼
善

天
下
｣
と
い
っ
た
思
想
な
ど
に
､
そ
れ
は
現
わ
れ
て
い
る
｡

鍋
.
た
と
え
ば
'
次
の
よ
う
な
例
が
挙
げ
ら
れ
る
｡

暮
秋
宿
友
人
屑

無可

招
我
郊
居
宿
､
関
門
但
苦
吟
｡

苦吟

貫休

河
薄
星
疎
雪
月
孤
､
松
枝
活
気
入
肌
膚
｡
困
知
好
句
勝
金
玉
､
心
棒
神
労
特
地
無
｡

酬
答
退
上
人

斉己

‥㌧

青
桐
幾
臨
高
操
濯
､
苦
吟
曾
許
断
猿
聞
｡

謝
人
自
塵
陵
寄
航
筆

斉己

故
人
猶
憶
苦
吟
労
､
所
意
何
殊
金
錯
刀
｡

(
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･
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)


