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三
浦
梅
園
の
詩
論

西
田
耕
三

『詩
轍
』

(六
巻
六

冊
。
天
明
元
年
喬
維

嶽
序
、
天
明

四
年
龍

草
盧
序
、

天
明
五
年
-

一
七

八
五
-
自
蹟
)
は
三
浦
梅

園

(
一
七
二
三
-

一
七

八
九
)

の
詩
論

で
あ

る
。
詩
法
と
詩

の
歴
史
を
見
す
え
た
精
緻

で
体
系
的
な
論

で

あ

る
と
と
も

に
、

そ
れ
ら
を
支
え

る
梅
園

の
な
ま

の
声
も
う
か
が
え

る
著

述

に
な

っ
て

い
る
。
自
然
哲
学
者

三
浦
梅

園
は
詩
を
ど
う
考
え

て
い
た

の

か
。

そ
の
問

い
に
近
づ
く

こ
と

は
、
三
浦
梅

園
そ
の
人

の
感
覚
と
思
考

の

根

に
近
づ
く

こ
と

に
な
る
だ

ろ
う

。
以
下
、

『詩
轍
』

の
中
か
ら
、
梅
園

の
な
ま

の
声

が
出

て

い
る
箇
所
を
抜
粋

し
な
が
ら
、
そ
の
問

い
に
近
づ

い

て
み
よ
う

。
引
用

に
あ
た

っ
て
は
、
適

宜
読

み
下
し

に
し
た
部

分
も
あ

る
。

『詩
轍
』
は
漢
字

片
仮
名

で
書

か
れ

て
い
る
が
、
漢

字
平
仮
名

に
改

め
た
。
振
仮
名

は
わ
ず
か
に
あ

る
。
引
用
者

も
付

し
た
が
、
特

に
こ
と
わ

ら
な

い
。
引
用
文

中

の

「

」
は
引
用
者

に
よ
る
。

一

詩
史
と
自
然

梅

園
は
ま
ず
、
「
徳
有

る
者

は
必
ず
言
有

る
に

て
、
唐
人

、
「夕

陽
無
レ

限
好

只
是
近
二
黄
昏

「。
」
と
云
も
、
甚
含
蓄
あ
れ
ど
も
、
明
道

の

「
不
レ

須
愁

二
.
.
日
暮

一.

天

際
是
軽

陰
」
と

云

る
は

、
敦

厚
猶
余

有

て
覚

ゆ
。

ず

か
く

い

へ
ば
、
宋
調
好
き

の
様

に
我
を
思

ふ
べ
け
れ
ど
も
、
近
来
余
り

に

宋
を

抑

ゑ
明
を
揚
げ

た

る
故

、
斯

る
弁

も
入

る
事
也
」

(巻

一

「
大

意
」

の

「性
情
」

の
項
)
と
、
狙
棟
学

の
流
行

に
釘
を
さ
し

て
宋
詩
明
詩

の
バ

ラ
ン

ス
を
と

っ
て

い
る
。
「
夕
陽
無
レ
限
好

只
是
近
二
黄
昏

一二
」
は
李
商

隠

の

「
登
二
楽
遊
原

」

五
言
絶
句

の
三
、
四
句

で
、

一
、
二
句

は

「
向
レ
晩

意

不
レ
適

、
駆
レ
車
登
二
古
原

」
。
高
橋
和
巳

の
訳
を
引

い
て
お

こ
う
。

「
日

暮

に
近
づ

く
に

つ
れ
て
私

の
心

は
何
故
と
な
く
苛
立

つ
。
馬
車
を
命
じ

て

ら
く
ゆ
う
げ
ん

み
さ
さ
ぎ

郊
外

に
出

、
西

の
か
た
、
楽
遊
原

に
私

は
登

っ
て
み
た
。

陵

が
あ
ち

こ
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ち
に
あ

る
歴
史
古
き
高
原

の
空

は

い
ま

し
も
夕
焼

に
染
ま
り

、
落

日
は
言

い
知
れ
ぬ
光

に
輝

い
て

い
る
。
と

は

い
え

、
そ
の
美

し
さ
は
、
夕
闇

の
迫

る
、
短

い
時

間
の
輝
き

に
す
ぎ
ず
、

や
が
て
た
そ
が
れ
の
薄
闇

へ
と
近
づ

い
て
ゆ
く
の
だ
け

れ
ど
も

」

(中

国
詩

人
選
集

『李
商
隠
』
、
岩
波
書
店
)
。

も
ち

ま
た
、
「
不
レ須
愁

二
.
.
日
暮

一.

天
際

是
軽
陰
」

(須

い
ず

日
暮
を
愁
う

る

を
、
天
際

是
れ
軽
陰

)
は

『
二
程
全
書
』

巻

五
十
四

に
載

る
程

明
道

の

「
陳
公
凛
園

に
喫
事
を
修
す

る
席
上

に
賦
す
」

の
末
句
。

「未
須
」
を
梅

園

は

「
不
須
」
に
誤

っ
て

い
る
。

梅
園
は
そ

の
バ
ラ

ン
ス
感
覚

の
よ

っ
て
き
た
る
認
識
を
以
下

の
よ
う

に

記
す
。是

故
に
平
観

の
心
を
以

て
、
各
各
其

境
を
窺

へ
ば
、
皆

拾
ふ
べ
き
佳

い
と

し
か

句

あ
り
、
教

ふ

べ
き
所
あ
り
。
漢
魏
三
唐
と

て
も
爾
な
り
。
又
其
上

に
人
人

の
好

尚
も
あ

る
者

な
り
。
是
故

に
、

明
は
明

の
佳
境
あ

り
、

宋
は
宋

の
佳
境
あ
り
。

(同
前

)

「
平
観

の
心
」
が
梅
園

の
態

度

で
あ

る
。
客
観

的
に
、
と

い
う

ほ
ど

の

意
。
「
人
人

の
好

尚
」
と

は
、
詩

を
読
む
人
、
論
ず

る
人

の
好
尚
と

い
う

こ
と

で
、

こ
の
あ

と
、
選
集

と

い
う
も

の
は
選
者

の
好
む
所

が
主

と
な

り
、
選
者

の
調

に
落
ち

る
こ
と
も

「
勢

の
到

る
所
」

で
あ

る
が
、
選
集
が

な
く

て
は
諸
家

の
気
骨
も
具
え

る
こ
と
が

で
き
な

い
と
述

べ
る
。

「
平
観

の
心
」

で
見
え

て
く
る
好
尚
は

「
自
然

の
道
理
」

で
あ

る
。

し
ん

お
う
え
ん

清

の
江
碗

の
意

に
謂

(清
詩
選

の
序
-

割
注
)
、
「
詩

に
唐
宋
と
無
く

一
也
。
今
、
唐
之
初
盛
中
晩
を
四

に
し
、
唐
と
宋
と
を

二
に
す
。
然

し

で

い

そ

ほ

こ

う

れ
ど
も
宋
詩
唐

に
出

で
、
唯
均
し
く
是
肉
也
。
戴
欝
疽
脇
葵
、
其
大

せ
い

そ

じ
ゆ
か
ん

も
し

小

精
轟
濡

乾
之
質

、
同

じ
か
ら
ず
。

而
し

て
味
同

じ
。
其
若

く
は

さ
ん

け
い
か
い

た
す

酒
、

若
く

は
穆
、
若

く
は
醗

醗
、
佐

く

る
所

以
之

味
、
同

じ
か
ら

ず
」
と
。
誠

に
寒
逝
き
暑
来
り
、
秋
去
り
春
至

る
、
自
然

の
道
理

に

げ

ん
そ
う
ろ
う

け
い

い

て
、
厳
槍
浪

以

下
、
能

く
淫

潤
を
分

つ
と

す

る
者

、
又
混

流

に
帰

す
。

帰
す
る
が
如

し
と

い

へ
ど
も

、
清

は
自
ら
清

の

一
境
あ
り

て
、

ま
た

じ
ゅ
く
と
う

復
宋

響

に
非
ず
。

熟

套

を
厭

へ
ば
奇

に
落

つ
、
奇
僻

を
忌
め
ば
陳

に
く

こ

そ
う

た
め

腐

に
帰
す

、
富
麗
を
悪

め
ば
枯
痩
を
致
す
、
淡
泊
を
矯

れ
ば
濃
厚

に

過

ぐ
、
勢

の
至
る
所

、
然

ら
ざ

る
こ
と
を
得
ず
。

さ
る
故

に
、
詩
風

は
代

代
に
変

じ
て
、

一
定

な
る
こ
と

な
し
。
然

し
て
其
代

の
好
尚
あ

り

、
其
人
の
好
尚
あ

り
。

(巻

一

「大
意

」
の

「清
詩
」

の
項
)

し

で

い

「
戴

」
は
肉

の
大
き

な
切

り
身
、

「
衡
」

は
骨

付
き

の
肉

の
塩

づ

け
、

そ

ほ

こ
う

さ
ん

「
疽
」
は
塩

づ
け

の
肉
、
「
朧
」

は
乾

し
肉
、
「
葵
」

は
あ

つ
も

の
。
「
穆
」

け
い
か
い

け
い

い

け
い

い

は
米
粒

、
「醗

酩
」
は
酢
と
塩

。
「
淫
溜
」
は
、
濁
流

の
浬
水
と
清

流
の
潤

じ
ゅ
く
と
う

水

の
別
。
「
熟

套
」
は
、
あ
り
き
た
り
、

の
意
。

「
詩
風

は
代
代

に
変

じ
て
、

=
疋
な
る

こ
と
な

し
」
と

い
う

現
象

が
、

肉

の
料
理

の
味
と
、
人

の
嗜
好

の
転
変

の
勢

い
と
を
も

っ
て
語
ら
れ
、
寒

暑
、
四
季
交
代

の

「
自
然

の
道
理
」
を
も

っ
て
理
解
さ
れ
る
。

か

り

は

ゆ

「
夫

れ
人
、
我
好

ま
ざ

る
調

は
、
下
里

巴
楡
と

な
し
、
我
好

む
所

は
、

よ
う
し
ゅ
ん
は
く
せ
つ

ひ

が

陽

春

白
雪

の
如
く
思

ふ
。
彼
我

思
を
易

へ
、
好
尚
各

異

る
者

よ
り

、
市

朝

の
士
、
山
林

の
趣
を
知
ら
ず
、
草
萎

の
問
、
宗
廟

の
美
、
百
官

の
富
を

な
か

見
ざ
れ
ば
、
誠
に
人
前

に
向

て
彼
我
を
争

ふ
こ
と
莫
れ
」

(同
前
)
。
こ

の

よ
う

に
、
好

尚
は
個
人

か
ら
発
し
、
個
人

に
帰

着
す
る
。
し
た

が

っ
て
、
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お
わ

「
詞
壇

に
登
て
旗
鼓
を
執
り
、
文
場

に
馳
駆
し

て
鹿
を
逐

ん
と
す

る
人
は
、

左

に
挫
き
、
右

に
折
き

、
牛
耳
を
執

て
主
盟

と
成
ん
」

(同
前

)
と
す

る

ほ
か
な

い
。
梅
園

は
そ
う

い
う
状
況

に
か
か
わ
ら
な

い
。

「桃

紅
李
白

一

般

の
春
」
と

い
う
普
遍
性

に
根
ざ
す
。
と
言

っ
て
も
、
当
為
と

し
て
根
ざ

す

の
で
は
な

い
。

こ
う
し

ひ
い

く
ら

そ
そ

吾
憐

田
園

の
逸
民

、

檀

を
牽

て
渓

に
飲
ひ
、
童
を
携

へ
て
圃

に
灌

ぐ
。

月
の
夕

、
花

の
展

、
物

に
触

れ
、
情

に
感

じ
、
唯
懐
を
写
す

る

の
料

に
あ

つ
る
者

は
、
興
に
乗
ず

れ
ば
舟
を
放

て
行

く
、
興
尽

れ
ば

悼
を
収

め
て
帰

る
。
病
無
き

に
陣
吟

せ
ず

。
自

ら
羽
を
刻

み
商
を
引

や
ま

た
ら

く

の
手
無

れ
ば
、
傍
人

の
是
非
、
我
を

病
し
む
る
に
足
ざ

る
も

、
詩

そ
む

人

の
情
に
は
負

か
じ
と
、
自

ら
許
し
侍

ぬ
。

(同
前

)

ま
さ
し
く
、
田
園
詩
人
、
自

然
詩
人

の
貌
な

の
だ
が
、
梅

園
は
、
そ
う

す

る

こ
と

で
、
「
平
観
」
で
き
る
状
態
を
獲
得
し
、
「自

然

の
道
理
」
に
従

っ

か

り

は

ゆ

て
判
断
す

る
。
な
お
、
「
我
好
ま
ざ

る
調
は
、

下
里
巴
楡
と
な

し
、
我

好

よ
う
し
ゅ
ん
は
く
せ
つ

む
所
は
、
陽

春

白
雪

の
如
く
思
ふ
」
「
羽
を
刻
み
商
を
引
く

の
手
」
と

い

こ
た

う
言

い
方

は
、
宋
玉

の

「
素

王

の
問

い
に
対
え

る
」

(
『文
選
』
対

問
類
)

の
語
句
を

ふ
ま
え

て
い
よ
う
。
遊
説
中

に
歌

を
う
た
う
者

が

い
た
。
「
下

里
巴
人

」

の
歌
を
う
た
う

と
、
数
千
人

が
続

い
て
う
た

っ
た
。
「
陽
春
白

雪
」

の
歌
を
う
た
う
と
、
続

い
て
う
た
う
者

は
数
十
人
だ

っ
た
。
「
羽
を

刻

み
商
を
引
き
、
流
徴
を
ま
じ
え

て
」
う
た
う
と
、
続

い
て
う
た
う
者
は

数
人

に
す
ぎ
な
か

っ
た
。

羽
、
商
、
徴
は
五
声

の
う
ち
。

し
た
が

っ
て
、
梅

園
に
と

っ
て
詩

は
次

の
よ
う

な
も

の
以
外

で
は
な

か

っ
た
。

詩
道

は
、
昔

よ
り
禅

に
讐

へ
て
、
理
路

に
渉

ら
ず
、
言

篁

に
落

ち

し
か

ず
、
最

上
乗
第

一
義
諦

に
あ
り
。
有
功
徳

、
無
功
徳

に
如

ず
。
「
月

に
遊
び
、
花
を
詠
め

て
、
日
を
暮
せ
、
仏

に
な

る
な
、
あ
た
ら
我
身

を
」
、
此
歌
よ
く
思

ふ
べ
し
。

(巻

一

「
詩
義
」

の

「
興
趣
」

の
項
)
)

こ

ず
え

こ
う
が
く

こ
う
言

っ
た
梅
園
は
、
王
維

の

「
木
末
芙
蓉

の
花

山
中
紅
薯
を
生
ず

か
ん

こ

ふ
ん
ぷ
ん

澗
戸
寂
と
し

て
人
無
く
、
紛
紛
と
し

て
開

い
て
且

つ
落

つ
」
と

い
う
詩
を

し
ん

い

う

そ
の
境
を
得
た
者
と
す

る
。
こ
れ
は

「辛
夷
鳩
」
と

い
う
題

の
詩

で
あ

る
。

辛
夷

は
も
く

れ
ん
、
芙
蓉
は
蓮

の
花
だ
が
、

こ
こ
で
は

こ
ず
え

に
咲

い
た

蓮

と

い
う

不
可
能

を

ふ
ま
え

て
、
も
く

れ

ん
の
咲
く
土
手

を
題
意

と
す

る
。梅

園
は
理
想

の
詩

に

つ
い
て
さ
ら
に
続
け

る
。

聖
諦
第

一
義
、
鈴

羊
角
を

挫
け
、

跡

の
求

む

べ
き

無
し
。
而

し

て

後

、
意

匠
経
営

の
中
、
務

て
雅
俗
を

分

つ
べ
し
。
是

天
に
登
り
、
地

に
入
る
の
岐
也

。

(同
前

)

か

鈴
羊

が
、
寝
る
時

に
角

を
木

の
枝

に
桂
け
、
地

上
か
ら
離

れ
て
眠
る
と

こ

ろ
か
ら
、
躍
跡
が
な

い
自
在

さ

の
比
喩
と
し
て
禅

で
は
よ
く
用

い
ら
れ
る

う

ん

サず
ロ
ど

う

(た
と
え
ば

『景
徳
伝

灯
録
』

巻
十

三
、
『
五
灯

会
元
』
巻
十

三

「
雲
居
道

よ
う暦

禅
師
」
)
。

『
五
家

正
宗
賛
』

の

「
黄
漿
断
際
禅
師

」

の
項

で
は
、
黄
漿

禅
師
と
新
参

の
僧
と

の
間
に
、
次

の
問
答
が
か
わ
さ
れ
て

い
る
。
僧

「
鈴

な
ん
じ

羊
声
を
尋
ね
来
る
」
、
黄
漿

「
鈴
羊

の
声

の

禰

が
尋
ぬ
る
に
到
る
こ
と
な

し
」
、
僧

「
鈴
羊

の
跡
尋
ね
来
る
」
、
黄
漿

「
鈴
羊
跡

の
禰
が
尋
ぬ
る
に
到

る

こ
と

な
し
」
。
鈴
羊
が
躍
跡

を
残
さ
な

い
よ
う

な
自
在
さ
と
、

そ

の
う

え

で
の
意
匠
経
営

へ
の
言
及
は
、
や
は
り
、
自
然

の
原
理
を
探
求
し
、
そ
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、

こ
か
ら
自
然

の
現
象
を
理
解
し
よ
う

と
し
た
梅

園
と
重

な

っ
て
く

る
。

二

脈
絡
貫
通

巻
四

「篇

法
」

の
冒
頭
を
引
こ
う

。

詩
は
心

之
画
也

、
に

て
、
憂

楽
苦

歓

に
任
せ

て
、
詠

じ
出

せ

る
者

也
。
さ
れ
ど
も

、
古

人

の
作
例

に
拠
ら
ざ

れ
ば
、
成
る
事
能

は
ず

。

其
例
乃
ち
格
也
。
古
人

の
詩
を
賦
す
る
も

、
最
初
格
を
立

て

・
、
そ

れ
に
合
せ

て
、
詩
を
作
り
始
め
た
る
に
は
非
ず
。
然
れ
ど
も
抜
群

の

才
人
共
、
精
神
を
凝
ら
し

て
作
り
た
る
を
、
後
よ
り
観
れ
ば
、
と
か

さ

く
然
な
く

て
は
善
か
ら
ぬ
程

に
、
其
後

の
人

の
為
に
は
、
是
を
作
例

と
す

る
也
。
故

に
詩

に
も
文

に
も
、
其
篇
法
字
法
を
摸
に
し

て
、
そ

れ

に
合
せ

て
作
れ
と

に
は
非
ず
。
作
り
得
る

に
随
ひ
、
宜
か
ら
ん
に

は
、
我
よ
り
古
を
作
さ

ん
も
、
何
か
苦
か

る
べ
き
。
其
宜
き

の
得
難

か
ん
が

き

に
由

て
、
之
を
古
人

に

稽

ふ
る
也
。(

「篇
法
」

の

「格
法
」

の
項
)

詩

は
心

の
憂
楽

苦

歓
を
心

の
画
と

し

て
表

出
す

る
も

の
で
あ

る
か
ら
、

人

々
は
、
は
じ
め

か
ら

「
格
を
立

て

・
、
そ
れ

に
合
せ

て
」
「作

り
始
め

た
」

わ
け

で
は
な

い
。

し
か
し

「抜
群

の
才
人
」
た
ち

が

「
精
神
を
凝
ら

さ

し

て
作

り
た

る
」
詩
は
、
後

人

に
と

っ
て
、
「
然

な
く

て
は
善

か
ら
ぬ
」

ほ
ど
に
説
得
的

な
作

品
に
映

る
ゆ
え

に
、
そ
れ
を

「作
例
」
と

し
て
き
た

の
で
あ

る
。

し
た

が

っ
て
、
「
格
」

や

「作

例
」

に
随

わ
な
く

て
も
よ

い

詩
が
作

れ

る
の
な
ら
、
「
格

」

や

「
作

例
」

に
こ
だ
わ

る
必

要
は
な

い
。

自
分

が
そ
の

「格
」

や

「作
例
」

の
創
始
者

に
な
れ
ば
よ

い
。

現
実

に
生
き

る
場

に
立
脚
し
た
梅
園

の
詩

に
対
す

る
考
え
が

こ
こ
に
も

示

さ
れ
て

い
る
。

で
は
、
生
き

る
現
実

の
感
覚
は
具
体
的
な
詩
論

に
ど
う

反
映

し
、
展
開
さ

れ
て

い
る
だ

ろ
う

か
。

「脈

絡
貫
通
」

に
し
ぼ

っ
て
見

て
み
よ
う
。

同
じ
く
巻

四

「篇
法
」

の

「格
法
」

の
項

に
、
以

下
の
よ
う

に
記
さ
れ
て

い
る
。

じ
ょ
う
ざ
ん

だ

せ
い

み
や
く

古

人
は
詩
を

「
常

山
の
蛇
勢

」
に
も

「
脈

」

に
も
讐
え

た
。
常

山
の

蛇
は
、
頭
を
抑

え
る
と
尾
が
護

り
、
尾
を
抑
え

る
と
頭

が
救

い
、
中
を
抑

み
き

そ
の
え
だ

え

る
と
頭
と

尾
が
助

け
に
来
る
。
ま
た

「脈

は
幹

に
て
、
其
極
を
絡
と

云
。

よ
く

一
身

の
骨
は
別

別
な

れ
ど
も
、
脈
絡

骨
肉
を

能
維

し

(よ
く

つ
な
ぎ

)
、

め
ぐ

是
よ
り
生
気

を
運
ら
す
故

、
毛
髪

の
末

迄
も
、
生
生

の
気
注

が
ざ

る
所

な

し
。
是
を
脈
絡
貫
通
と
云
」
。

脈
絡

は
、
条

理

の
学
を

研
究
す

る
自
然
哲

学
者

三
浦
梅

園

の
根
本

で

あ

っ
た
。
「
条
は
も
と
木

の
ゑ
だ
に
し

て
、
理
は
其
す
ぢ
也
」
「
気
、
其
す

ぢ

に
従

つ
て
運
び
、
形
、
其
気

の
運
び

に
よ

つ
て
成

る

に
て
候
」

「条

理

の
理

は
、
古
人

の
説
け

る
理
も

そ

の
内

の
事

に
は
候

へ
ど
も
、
死
活

の

へ
だ
て

隔

あ

る
事

に
候
」
「
人
身

の
脈
と

い

へ
る
も
、
即
此
理
に
し

て
、
他
物

に

は
あ

ら
ず
」

(
以
上

「
多
賀

墨
卿

君

に
ご
た

ふ
る
書
」
)
と

い
う
言

葉

に

は
、
存
在

に
と

っ
て
脈
絡
が
根
幹
を
な
す

こ
と
が
わ
か
り

や
す
く
述

べ
ら

れ
て
い
る
。

脈

絡
貫

通
は
、
詩
を

一
種

の
生
命
体

と
と
ら
え

る
最
も

根
本

の
所

に

あ

っ
た
。
「
詩
も

一
篇

の
全

体

」

に

「
生

生

の
気

」

が

「
往

き
渡

り
、

こ

・
を
撃
ち

か
し
こ
に
応
ず

る
様
」

に
な

ら
な
け
れ
ば
、
十
全
と
は
言
え
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な

い
。

「故

に
過
脈
照
応
な
ど
云
事
あ
り
。
前
後
左
右
を
照
し

て
見
る
に
、

応

ぜ
ざ

る
所
あ
れ
ば
、
活
せ
ざ

る
所
あ
り
。
是

に
於

て
推
敲
を
下
し
、
活

漫

に
至

る
」

(巻
四

「
篇
法
」

の

「
格
法
」
お
よ
び

「
過
脈
」

の
項
)
。

生
命
体
は
ど

こ
か

に
損
傷
が
あ

っ
た
り
、

エ
ネ

ル
ギ

ー
の
流
れ

に
滞
溜

が

あ
る
と
、
十

全
な
機

能
を

果
た

せ
な

い
。
詩

も
同
様

な

の
だ
。

し
た

が

っ
て
、
詩
を
推
敲
す

る
こ
と

は
、
生
命
体

の
機
能
を
回
復
す

る
こ
と

に

等

し

い
。
造
句

(句
作
り
)
、
鋪
叙

(問
配
り
)
、
転
折

(転
じ

て
移

る
)
、

き
よ
く
そ
く

過
接

(移
り
)
と
、

い
ろ

い
ろ
の
法
を
立

て
る
の
も
、

「
局

促

の
具
と
な

こ
こ
ろ

せ
と

に
は
非

ず
。
畢

寛

点
検

の
具

と

意

得

べ
し

」

(「
篇
法

」

の

「
造

句

・
鋪
叙

・
過
接
」

の
項

)。

つ
ま
り

、
技
法

の
教
え

は

「推
敲
」

「点
検
」

の
時

に
意
識
す

れ
ば

よ

い
の
で
あ

る
。

く
り
返
す

が
、
梅

園
に
と

っ
て
大
切
だ

っ
た

の
は
、

エ
ネ

ル
ギ
ー
の
伝

導

で
あ

っ
た
。

一
句

一
句
は
、
骨

の
別
別
な

る
が
如

し
。
脈
其
別

別

の
上
を
過

て
、

気

血
を
注
げ

ば
、
肩
、
腎

を
使

ふ
べ
く
、
腎

、
指

を
使

ふ
べ
し
。
是

のつ
く

を
過
脈

と
も

、
過
接

と
も

云
。
是
を
以
て
句
句

聯
聯
承

る
事
も

、
転

ず
る
事
も

、
其

品
は
様
様

替
れ
ど
も
、
只
脈
を
過
す
に
あ
り
。
乃
ち

全
篇

の
続
き

也
。

(「
篇
法
」

の

「
過
脈
」
の
項
)

「
脈
を
過
す

」
こ
と

に
よ

っ
て
肩
か
ら
腎
、
腎

か
ら
指

ヘ
エ
ネ

ル
ギ
ー

が
伝
わ

っ
て
自
由
な
動
き
が
可
能
に
な
る
よ
う
に
、
詩

の
句

や
聯
も
、
脈

絡
が
通
徹
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
さ
ま
ざ
ま
な

つ
な
が
り
が
自

由
で
自
然

な

も

の
に
な
る
。
そ

の

「
活
濃
流
動

の
中
、
正
を
出
し
奇
を
出
す

の
故
轍
を

た
く

蓄

は

へ
、

詩

家

の
用

に

具

ふ

べ

し

」

(
同
前

)
。

つ
ま

り

、

あ

く

ま

で

も

「
活
漫
流
動

」
が
根
本

に
あ
り

、
そ

の
う
え

で
技
法

的
な
も

の
を
生

か
す

べ
き
だ
と
梅
園
は
主
張
す
る
。

「
脈
絡
貫

通
」
は

=

意

」
と
言

い
か
え

て
も

よ

い
。
周
弼

の

『
三
体

せ
い
へ
い

詩
』

の

「
五
言
律
詩
」

の
項
は
、
=

意
」
を

「
唯
格
律
を
守
り

、
声

病

し

キ
ま

も

し

を
擶
摩

す

る
、

詩
家
之

常
。
若
く

は
時

に
法
度

の
外

に
出

で
、
縦
横

放

騨
、
外

、
整

は
ざ

る
が
如

く
、
中
、
実

に
節

に
応
ず

」
と
説

明
し

て

い

る
。
格
律
や
声
律

に
の
み
拘
泥
す
る

の
が
詩
家

の
常
だ
が
、
時

に
は
法
度

を
意

に
介
せ
ず
、
自
由

に
作
詩
し

て
み

て
は
ど
う
か
。
梅
園
は

こ
の

『三

体
詩
』

の
説
明
を
引
き

、
コ

意
、
始
終
対
を

用
ひ
ず
し

て
、
声
律

の
み

を

用
ひ
て
、
散
詩
と
な

す
者
、
近
か

ら
ん
か
」
と
、

『三
体
詩
』

の

=

意
」

の
意
味
を
付
度
す

る

(以
下

「
篇
法

」

の

コ

意
」

の
項

)
。
そ
し

て
、
対
偶
が
な
く

て
も
声
律

に
か
な
う

の
で
あ

る
か
ら
、
律
詩

に
必
須

の

対
句

が
な
く

て
も

「
律

の

一
体
」

で
あ

る
と
解
し
、

『三
体
詩
』

が
例
示

き
よ
う
ね
ん

り
く

う

あ

す

る
四
首

の
う
ち

か
ら
、
僧

絞

然

の

「
陸

羽
を
尋

て
遇
わ
ず

」
を
あ
げ

て
訳
解

を
付
す

(他

の
三
首
は
、
王
維

「終

南
別
業
」
、
孟

浩
然

「
晩
泊

溝
陽
望
櫨
峯
」
、
陸
亀
蒙

「茶
人
」
)
。

お
ぶ

か
く

や

け
い

そ
う

ま

移

.、

..
レ
家

.
錐

レ
帯

ト
レ
郭

ヲ

野

径

入

二
桑

麻

三

のつ
ロつ

近

ゴ
。種

.雛

辺
菊

秋

来

未

レ
著

レ花

.

た
た

せ
い
か

拍

ク
。
レ
門

ヲ
無

二
犬

ノ
吠

ル
一

欲

シ
,.
レ
去

ン
ト
問

二
西

家

三

い
う

つ
ね
に

報

.道
山

中
.リ
出
デ
、

帰
来
レ
バ
毎

日
斜
ナ
,
ト

陸

子
も
今

は
家
を
移

さ
れ
、
少

し
郭

(
城
市

の
外

囲

い
)
も
近
く
成

り

つ
れ
ど
も
、
住

む
人
か
ら

に
、
桑

や
麻
な
ど
生

ひ
茂
れ
る
問

に
、

こ
ろ

径

を
通
し
て
、
城
市

に
近
き
風
情
も
見

ゑ
ず

。
近
き
比

の
住
居

な
れ
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こ
ろ

う
え

か
じ

ば
、
漸

く

こ
の
比

に
こ
そ
栽

つ
ら

ん
と
見

ゑ
て
、
痒
け

た
る
菊

の

い
ま
だ

り

へ
ん

と
じ

い
と

未

開

か
ざ

る
が
、
簾
辺

に
あ
り
。
扉

の
閉

た
る
は
、
さ
ぞ
人
を
厭

も
し

ら
ん

ひ

て
や
、
憾
く
は
内

に
や
在
る
覧
と
、
門
を
拍
き
た
れ
ど
、
犬

さ

へ

答
め
ず
。
さ

て
有
る

べ
き
に
あ
ら
ね
ば
、
徒
に
帰
る
べ
き
も
本
意
な

ゆ
き

か
え
り

と
わ

く
、
去

し
方

帰

こ
ん
程
も

問
ま
ほ
し
く
、
其

西
な
る
家

に
立

よ
り

か
の

ゆ
か

て
問

へ
ば
、

い
や
彼
山

人
は
何

方

へ
往

る

・
に

や
、

こ
な
た
を

出

か
え
り

こ
ろ

と
て

し
ば
ら
く

で

・
帰

来

る
比
は
、

い
つ
油
も
、

日
の
暮

方

の
事
也
、
今

暫

は

ま
ち

い
い
く
だ

待
給

ひ
て
ん
に

や
な
ど
、
会

釈
し
た

る
を

、

つ
と
言
下

し
た
る
故
、

い
う

一
意
と
も
云
な
る

べ
し
。

梅
園

の
言
わ
ん
と
す

る

コ

意
」
が
、
梅
園

の
訳
を
伴
な

っ
て
理
解

で

き

る
記
述

に
な

っ
て

い
る
。
梅
園
は

こ
の
あ
と
、
「
此
体
必
晩
唐

に
始
ま

る
に
あ

ら
ず
」
と
言

っ
て
、
孟
浩
然

の

「
天
台

を
訪

ふ
」
、
李
白

の

「
夜

牛
渚

に
泊
す

る
懐
古

」
に
言
及
し

て
、

「是
等

ぞ
周
弼

一
意

に
通
ふ

べ
く

覚

ゆ
」
と
書
く
o

梅

園
は
、
=

意
」
も

「
律

の

一
体
」
だ

と
言

い

つ
つ
、
本

当
は
も

っ

と
根
本

の
所

に
位
置
づ
け
た

い
よ
う

に
見
え

る
。
続
け

て
言
う
。

律

は
中
間

に
対
を
挾
む
。

中
、
対
聯

に
妨

ら
る
れ
ば
、
本
意
滞
り
易

し
。
故

に

一
意
も
亦
律

の

一
体
也
。

さ
れ
ど
も
詩

は
、
畢
寛
近
古
共

に
、

一
意

に
非
ざ

れ
ば

、
脈
絡
貫
通

せ
ず
。
対
聯
並
起

る
と

い

へ
ど

も

、

一
意
貫

通
せ
ざ

れ
ば

、
詩
を
成

さ
ず
。
古
人

の
詩
皆
然
り
。
過

脈

の
用
あ
る
所
也

。

『
詩
轍
』
は
近
体

詩
を
対
象

に
し
て

い
る
。
し

か
し
、
梅
園

の
視
界

に

は
常

に
古
詩
も

入

っ
て
い
る
。
だ

か
ら
、
「
声
律
守

ら
ず
、
対
偶
な
き
者

は
、
調
古

な
ら
ず

と

い
へ
ど
も

、
古
詩

の
流
な
り
」
と
も
言
う

(
同
前

)。

脈
絡

貫
通
を
支
え

る

コ

意

」
は
、
古
詩

近
体
詩
を
貫
く
詩

の
根
源

の
意

義

を
に
な

っ
て

い
る
。
梅
園
は
杜
甫

の
詩
を
あ
げ

て
、
コ

意
」

の
例
と

す
る

(詩

は
読

み
下
し
て
引
用
し
た
)
。

一
片

、
花

飛
ぶ
も

、
春

を
減
却
す

る
に

ひ
る
が
へ

う
れ
へ

風
、
万
点

を

瓢

し

て
正
に
人
を

愁

し
む

且

つ
看
よ
、
尽
ん
と
欲

す
る
花
、
眼
を
経
る
を

や
ぶ

厭
ふ
こ
と
莫
れ
、
傷
る
こ
と
多
き

酒
、
唇
に
入
る
を

江
上

の
小
堂
、
輩
翠
巣
く
ひ

こ
う
ち
よ
う

苑
辺

の
高

塚

、
麟
麟
臥
す

細

に
物
理
を
推
す
に
、
須
く
行
楽

す

べ
し

ほ
だ

何
ぞ
用
ん
、
浮
名

の
此
身
を
絆
す
る
を

こ
の
詩
は

「
子
美
、
志
を
得
ざ
る
事

あ
る

の
比
、
曲
江
春

の
名
残
を
惜

む

に
、
興
じ

て
作
れ
り
」
と

い
う
も

の
で

(杜
甫

「
曲
江
二
首
」

の

一
首

目

)、

四
句

目
を

「
酒

は
宿
疾

に
も
妨
げ

、
衛
生

に
も
善

か
ら
ざ

れ
ば
、

人
も
禁
じ

て
、
自
も
し
か
思

へ
ど
も
、
か
く
吹
し
き
る
跡
に
は
、
春

の
か

た
の

し
ば
ら
く

た

み
と
詠
む

べ
き
花
も
あ
ら
じ
、
又
来
ん
春
も
侍

み
難
し
、
今

暫

の
春

あ
た

ぞ
、
は

や
尽
な

ん
ず

る
花

の
、
眼

に
遮

る
程
は
、
先
は
見
よ
か
し
、
中
り

み
つ
か
ら

や
せ
ま
じ

と
厭
は
ず

、
今

日
は
此
花

の
木
蔭

に
飲

め
と
、

自

下
知

し

ほ
と
り

て
、
さ

て

一
転
し

て
、
曲
江

の

上

に
は

(後
略
)
」
と
、
前
述

の

「
詩
も

一
篇

の
全
体

、
生
生

の
気
往

き
渡
り
、

こ

・
を
撃

ち
か

し
こ

に
応

ず

る

ほ
と
り

様

」
に
、
梅
園
は
訳

し
て

い
る
。
「
さ

て

一
転
し

て
、
曲
江

の

上

に
は
」

と

五
句

目
の

「江
上

の
小
堂
」
以
下
を
訳
し

つ
つ
、
古
今

の
差
を

「
墳
前
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の
石
顧
麟
も
、
倒
れ
た
る
儘

に
、
起
す

人
も
な

し
」
と

い
う
説
明

に
示

し

て
、
七
、
八
句

目
に

つ
な
げ

て
理
解
す

る
。

「細

に
物

の
道
理
を
推

し
て
見

し

や

れ
ば

、
富

め
る
も
貴
き
も

、
水
流

れ
花
謝

し
て
、
春

の
宿
り
を
知

る
人

の

ほ
だ

無
き
如
く

、
何

れ
か
侍

む
に
足
る
べ
き
。
仮

の
浮
名

に
、
此
身
を
絆

さ
れ

い
つ
そ

て
何

か
せ

ん
。

寧

有

ら
ば
、
飲

で
行

楽

せ
よ

と
、
初

よ
り

終

に
続

け

り
」
。

こ
の
詩

だ
け
で
な
く
、
梅

園
が

『詩
轍
』

の
中
で
、

い
く

つ
か
付

し
た

訳
文

は
、
常

に
こ
の
よ
う

に
、
前

述

の

「
詩
も

一
篇

の
全
体

、
生

生
の
気

往
き

渡
り
、
こ

・
を
撃
ち
か
し
こ
に
応
ず

る
様

」
に
記
し
て

い
る
。
梅

園

に
と

っ
て
、
詩

は
そ

の
よ
う

な
も

の
と

し
て
、
そ

の
よ
う

な
も

の
で
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
も

の
と

し

て
映

っ
て

い
た
。
「
然

れ
ば

一
意

の

一
段

は
、

古
詩
近
体

皆
同
意
な
り
」

(同
前
)
。

三

格
律
と
停
滞

以
上
述

べ
た

=

意
」
は

『三
体
詩
』
「
五
言
律
詩
」

に
い
う

コ

意
」

で
あ

っ
て
、
「
篇
首

ヨ
リ
篇

尾

ニ
イ
タ

ル

マ
デ
、

一
意

二
云

ヒ
下

ス
ゾ
」

(
『一二
体
詩
素

隠
抄
』
)
と

い
う

意
味

で
あ

る
。
こ
れ
と
は
別

に
、
両
句

一

意
、
両
首

一
意
と

い
わ
れ
る
も

の
が
あ
り
、

こ
れ
は
合
掌
と

い
う
詩

の
病

の

一
種

で
あ
る
。

三
浦

梅

園
に
と

っ
て
も
、
詩

に
お
け

る

「
散
」

(
対
偶

が
な

い
詩
句

)

と

「
対
」

の
問
題
は
大
き
な
観
点

で
あ

っ
た
。
対
は
詩

に
停
滞
を
も
た
ら

し

が
ち

で
あ
る
か

ら
だ

。
『
詩
轍
』
は
、
巻

五

「
句
法
」

の
う

ち

「
対

の

法
」

に
関
す

る
記
述

の
最
後

の

「
合
掌
」

の
項

で
、
「
合
掌
対
は
病
な
り
。

同
じ
物
を
並

べ
対
す

る
也
」
と

し
て
、
次

の
よ
う

に
述

べ
る
。

鳳
渚

日
、
合
掌
中
意
字

の
別
あ
り
、
字

の
合
掌
と

は
、
返

に
帰
を
対

し
、
廻

に
遙
を
対
す

る
類
な
り
。
意

の
合
掌
は
、
人
余

り

い
は
ず
。

清

田
君
錦
、
芸
苑
談

に
、
柳
塘
春
水
漫

タ
リ
、
花
鳩
夕
陽
遅
、
好
句

な

れ
ど
も
合
掌
す

と

い

へ
り
、
意
を

用
ひ
ざ
れ
ば

、

つ
"
け
坐

し
、

つ
"
け
行
き

、

つ
"
け
動
き
、

つ
"
け
静
ま

る
ぞ
と
。
今
此
言
を
敷

街

し
て
左

に

い
ふ
。

柳

の
堤
に
花

の
土
手

、
春
水

に
夕
陽
を
対

に
し
て
詠

じ
た
詩
句

が
合
掌
対

を
な

し
て

い
る
と

い
う

の
で
あ

る
。

こ
れ
は
、
唐

の
厳
維

の

「劉
員
外

が

寄

せ
ら

る
に
酬

ふ
」

(酬
劉
員
外
見

寄
)

の
五
、
六
句
。

詩
は

『三
体
詩
』

ひ

じ

の

「
五
言
律

詩
」
の
項

に
載

る
。
鳳
渚

は
日
出
藩

の
喬
維
嶽

の
こ
と
。
本

書

に
序

文
を

寄
せ
、
本
書
全
体

を
校

閲
し
た
人
で
あ

る
。
清

田
君
錦

(憺

斐

)
の
言
を

『芸
苑
談
』

よ
り
直
接

引

い
て
お
こ
う

。

合
掌
を
誠
む

べ
し
。
「
柳
塘
春
水

漫
、
花
鳩
夕

陽
遅
」
を
、
好
句

な

れ
ど
も
合
掌
す
と
古

人

い
へ
り
。
二
聯
と
も

に
合

掌
、
又
は
全
篇
合

掌
す
る
、
唐

土
に
も
ま
れ
に
は
あ
り
。
す
べ
て
気

を
付

て

つ
く
ら
ざ

れ
ば
、
全

篇
歩

行

つ
"
け
、
坐

し

つ
"
け
、
う

ご
き

つ
f
け
、
静

つ
"
け
、
或
は
皆

外
を

い
ふ
な

ど
、
合
掌

と
も
雷

同
と
も

い
ふ
べ

し
。
世
に

い
ふ
連
歌
俳
譜
人
な
ど
、
皆
是
を
吟

味
す
。
儒
生
の
詩

は

卸

て
不
吟
味
に
す
。

合
掌

の
病

の
最
た

る
も

の
は
、
停

滞

に
あ

る
こ
と

が
わ
か

る
。
憺
隻

は
、

連
歌
俳
譜

に
い
う
打
越

の
病

(観
音
開
き
な
ど
)
と
類
比
さ
せ
、
連
歌
俳

[31]



譜

の
人
た
ち

の
方

が
吟
味
し

て
い
る
と
述

べ
る
。
不
吟
味
だ
と
、
全
篇
に

何

の
変
化
も
な
く
、
歩
く
な
ら
歩
き
続
け
、
坐
す
な
ら
坐
し
続
け
る
だ
け

の
詩

に
な

っ
て
し
ま
う
。
憺
聖

の
言
う

「
古
人
」
未
詳
。
ち
な
み
に
、

『三

体
詩
素

隠
抄
』
は

こ
の
二
句

に

つ
い
て
、

「厳
維

ガ
桐
盧

ニ
テ
ノ
隠

処

ノ

実
景
ゾ
」
と
言
う
o

「合
掌
」

の
詩
病
を

「
敷
街
」
し

て
梅
園
は
言
う
。

詩

人
玉
屑
、

一
事

両
用
を
挙

て
日
、

劉
越
石
、
「
宣
尼
悲

二
獲
麟

一.
、

せ
い
し
ゆ

西

狩

泣

ニ
シ
.
孔

丘

一
ヲ
」
、

謝

恵

連

、

「
錐

レ
好

ニ
ト
相

如

力
達

一
.
、

不

レ
同

力
一.

や
ま

二
長

卿
ガ
慢

一」
、
唐
初
余

風
猶
未
レ
珍

、
陶
冶
子
美

に
至

て
始

て
浄
尽

す
と
。

(同
前
)

『詩
人
玉

屑
』
巻

三

「句
法
」

の
う
ち

、
=

人
ノ
名

ニ
シ
テ
分

チ
之

ヲ
用

り
ゅ
う
え
つ
せ
き

し
ゃ
け
い
れ
ん

ル
句

」
の
項

目
に
あ

る
記
事

で
、
『詩

人
玉
屑
』

は
、

劉

越

石
と
謝
恵
連

せ
ん

じ

こ
う
き
ゅ
う

し
ょ
う
じ
ょ

ち
ょ
う
け
い

の
詩
句
を
、
宣
尼
と

孔

丘

、

相

如
と

長

卿
が
同

一
人
物

で
あ

る
が
ゆ

え
に
、
「
若

シ
前
後
相

映
帯

ス
ル

ニ
非

ン
バ
殆

ン
ド
読

ム
ベ
カ

ラ
ズ
」
と

批
判
し
て

い
る
。
劉
越
石

(二
七

一
-

三

一
八
)

の
詩

は

『古
詩

源
』
巻

う

じ
ん

う

じ
ん

八
所
収

「
重
ね

て
盧
謳

に
贈

る
」

(重
贈
盧

謳
)
、
謝

恵
連

(
三
九
七
-

四
三

三
)

の
詩
は
、
同
じ
く

『古

詩
源
』
巻
十

一
の

「
秋
懐
」

で
あ

る
。

や
ま

『詩

人
玉
屑
』

が

「
唐
初
余

風
猶

未
レ
珍
、
陶

冶
子
美

に
至

て
始

て
浄

尽

す
」
と
言
う

の
は
、

こ
れ
ら
晋
や
宋

の
時
代

の
余
風
が
唐

の
時
代
に
な

っ

て
も
改
ま
ら
ず
、
よ
う

や
く
杜
甫

に
い
た

っ
て

一
掃
さ
れ
た
こ
と
を
意
味

し

て
い
る
。

梅

園
は
、

『詩
人
玉
屑
』

が
同

一
人
物
を

分
て
用

い
る
病
と

し
た
と

こ

ろ
を

「
一
事
両
用
」
と
、
大
き
く
と
ら
え

て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
梅
園

の

次

の

「
敷

街

」

に

つ
な

が

る

。

梅

園

は

、

そ
う

で
あ

る

な

ら

ば

、

「差

将

二

短
髪

一ヲ
還

ア吹

レ
ル
、ヲ
帽

ヲ
、
笑

ア
情

ニ
テ
傍

人

一ヲ
為

二
正

レ
シ
ム
冠

ヲ
」

と

い
う

詩

句

の

「
帽

冠

の
二

字

、

何

ぞ

宣

尼

孔

丘

の
病

と

異

ら

ん

」

と
指

摘

し

、
謝

霊

運

の

「
出

レ
。
、谷

.
日

猶

早

、

入

レ
。
舟

二
陽

已

.
微

」

も

、

古

詩

十

九

首

の
う

し
ん
や
く

ち

の

「
三

五

明

月

満

、

四

五
蜷

兎

鉄

」

も

、

沈
約

の

「夕

行

聞

二
夜

鶴

一.

展

征

聴

二
暁

鴻

一.
」

も

そ

う

だ

と

述

べ

る

。

「
差

将

二
短

髪

一
.
還

ア吹

レ
.
、.

よ

も

か
え

帽

.
、
笑

ア債

∴ア傍

人

一ヲ
為

二正

レ
シ
ム
冠

ヲ
」

(差

づ

ら

く

は

短

髪

を

将

つ

て
還

た
の

つ
て
帽
を

吹
か
る

る
を
、
笑

つ
て
傍
人

に
情

ん
で
為
に
冠
を
正

さ
し
む
)

ら
ん
で
ん
さ
い

し

そ
う

は
杜
甫

の

「
九

日
藍
田
崔
氏
荘
」

で

『唐
詩
選
』
巻
五

に
も
収
録
さ
れ

て

い
る
。

「
還
」
は
普
通

「ま

た
」
と
読

ん
で

い
る
。
謝
霊
運

の
詩
は

『古

詩
源
』

巻
十
所
収

「
石
壁

精
舎
よ
り
湖

中
に
還

る
作
」

で
、
引
用
句
は
、

谷
を
出
た
時
は
ま
だ

日
ざ

し
は
早

か

っ
た
が
、
湖

に
着

い
て
舟

に
乗

ろ
う

と

し

た
頃

に
は
す

で
に
夕
陽

も

か
す
か

に
な

っ
て

い
た
、

と

い
う
意
。

「
猶

早
」

は

『
古
詩

源
』

で
は
」
「
尚

蚤

」
と

な

っ
て

い
る
。
「
日
」
と

「
陽
」
が

一
事
両

用
と

い
う
わ
け

で
あ
る
。
古
詩
十
九
首

は

『文
選
』

に

お
さ
め
ら
れ
て

い
る
も

の
だ

が
、
そ
の
十
七
首

目
は
、

「
孟
冬
寒
気
到

る
、

さ
ん
り
つ

北
風
何

ぞ
惨
標

た
る
、
愁
多
く

し
て
夜

の
長
き
を
知

る
、
衆
星

の
列
を
仰

せ
ん

と

ぎ

観
る
、
三
五
明
月
満
ち
、
四
五
轄
兎

鉄
く
」
と
続

い
て

い
く
。
十

五
日

の
月
と

二
十

日

の
月
が

一
事
両

用
で
あ

る
。
沈
約

の

「
夕
行
聞
二
夜
鶴

一.

晟
征
聴
二
暁
鴻

一.
」
は
詩
句

で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
詩
題
で
あ
る
。
『
玉
台

新
詠
集
』

巻
九
に
附
載
さ
れ

て
い
る
沈
約

の

「古

詩
題
六
首
」

の
う

ち

の

二
首

で
あ

る
。

梅
園

は
、
「
夕
行

」
と

「
展

征
」
、
「
夜

鶴
」
と

「
暁
鴻

」

に
、
連
作

に
お
け

る
詩
想

の
停
滞
を
見

て

コ

事
両
用
」

の
例
と
考
え
た
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の
で
あ

ろ
う
。

「
両
句

一
意
」
も

=

事
両
用
」
と
同
様
、
「
詩

の
病
」

で
あ

る
。
し
か

し
、
「
風

波

不
レ
起

処
、

星

月

尽
随

レ
身

」

(
風

波
起

こ
ら

ざ

る
処
、

星

こ
と
こ
と

し
ゅ
け
い

よ

月

尽

く
身

に
随
う
1
朱

慶
余

「
湖
中

閑
夜

」

の
三
、
四
句

。
『
三
体
詩
』

巻

三

「
五
言
律
詩
」
)
と

い
う
詩
句

の
類
は

「
両
句

一
貫

」
と

い
う

「
詩

中

の

一
体
」

で
あ

っ
て
、
「
両
句

一
意
」
と

同
じ

で
は
な

い
と
断
わ
り

つ

つ
、
以

下
、

「意

の
合
掌
」

で
あ

る

「両
句

一
意
」

の
例
を
あ
げ

る
。

し

ゃ
ち

ょ
う

斉

の
謝

眺

、

「魚
戯

ア新
荷
動
、
鳥
散

、テ余
花
落
」
、
両
句
共

に
有
情

お
う
せ
き

物

を

動

か

す

也

。

梁

の

王

籍

、

「
蝉

燥

テ
林

愈

静

、

鳥

帰

丁
山

更

.

幽

.
,
」
、

両

句

共

に
有

情

動

て
物

自

静

な
り

。

王

荊

公

集

句

に
、

「
風

定

一ア
花

猶

落

、

鳥

帰

.
山

更

.幽

ナ
,
」
、

此

の
如

に

し

て

、

而

し

て
後

、

む

か

静
中
動
有

り
、
動
中
静
有
り

、
始

て
無

蝦
と
す
。

(
「句
法
」

の

「両
句

一
意
」

の
項

)

「
魚
戯

ア
」
と

「
蝉

燥
.ア」

は
、

『詩

人
玉
屑
』

巻
三

「句

法
」

の
う
ち

「
両
句

一
意

た
る
べ
か
ら
ず

」
の
項
目
に
、
「晋
宋

の
間
の
詩

人
、
造

語
秀さ

い

抜

な
り

と
錐

ど
も

、
然
も
大
抵

上
下
の
句

、
多

く

一
意

に
出

」
と
し
て
察

か
ん

ぷ

寛
夫

(藥
居
厚

、
宋

時
代

の
人
)

の
詩

話
か
ら
引

い
て

い
る
も

の
、
王
荊

公

の
句

は
、
同
所
に

「沈
括
存

中
、
述
筆
談

」
と
出
所

を
明
示
し
て
掲
出

し
て

い
る
も

の
で
あ
る
。

王
荊

公

の
対
句

を
、
も

う

一
度

、
『
夢
漢
筆

談
』
巻

十

四

「
芸

文

一
」

で
確
認
し
て
お
こ
う

(平
凡
社
東
洋
文

庫
に
翻
訳
が
あ
る
)
。
「
風
定

テ
花

猶
落

」

は
陳

の
謝
貞

の

「
春

日
閑
居

」

の

一
句
。

王
荊

公

(
王
安

石
、

一
〇

二

一
-

一
〇
八
六
)
は

こ
れ
に
梁

の
王
籍

の

「鳥

喘

ア山
更

二幽
ナ
,
」

を
持

っ
て
き

て
対
句
と
し
た
。

こ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
上

の
句
は
静
中
に

し
ん
か
つ

動
が
あ
り
、
下

の
句
は
動
中

に
静
が
あ
る

こ
と
に
な

っ
た
。
沈
括

(存
中

は
字
、

一
〇
三
〇
1

一
〇
九
四
)
は

『夢
渓
筆
談
』

で
そ
う
言
う
。
梅
園

は
、

王
荊
公
集
句

を
、
謝

眺
と
王

籍

の
詩

に
対
比

さ
せ

る
こ
と

に
よ

っ

て
、
「
両
句

一
意
」

の
病

か
ら
免
れ
る
方
法
を

示
し

て
い
る
。
謝

眺

の
詩

は

『古
詩
源
』
巻
十

二
所
収

「
東
田

に
遊

ぶ
」

の

一
節
。
魚
が
戯
れ
る

に

つ
れ

て
蓮

の
新
葉
が
揺
れ
動
く
さ
ま
と
、
飛
び
立

つ
鳥

の
羽
音

に
残
花
が

散

る
さ
ま
が
両
句

一
意
な

の
で
あ

る
。
王
籍

の
詩
も

『古
詩
源
』
巻
十
三

じ
ゃ
く

や

け
い

に
入

っ
て
い
る

「
若

耶
渓

に
入
る
」

の
句

で
、
生
き
物
が
動

い
て
物
が

静
か
と

い
う
点

で
両
句
と
も

に

一
意
と

い
う
判
定

に
な

る
。

梅
園
は

さ
ら

に
、
唐

の
宣
宗

(九
世
紀
中
ご

ろ
の
皇
帝
)
が
白
楽
天
を

が
ん
れ
ん
け
い
れ
ん

弔

っ
た
七
律
を
あ
げ
、
そ

の
頷
聯
頸
聯

(第

二
聯
第
三
聯
)

の

「
浮
雲
不

あ
ぢ
き

レ
繋

名

居

易

ト
一、

造

化

無

レ
為

字

二
.
.
.楽

天

一ト
」

「
童

子

モ
解

レ
.吟

.

.

.
長

よ
く
と
な
ふ

恨
,
曲

、
胡
児

能

唱

琵

琶
,
篇
」
が
両
句

一
意

だ
と
指
摘

し
て

い
る
。
し

か

し
同
時

に
、
「
歌
行
古
楽
府

な
ど
は
辞
を

い
か

に
も
敷
街
す

る
場
あ
る

時

は
、
両
句

一
意
も
両
聯

一
意
も
用

ゆ
る
事
あ
れ
ど
も
、
律

に
於

て
は

一

病
な
り
」
と
詩
史
的
観
点
を
付
け
加
え

る
こ
と
も
忘
れ
な

い
。
さ
き

の
古

詩

十
九
首

の
場
合
も

「
是
時
対

法
未
だ

立
た
ざ

る
故

に
箇

様

の
重

複
あ

り
」
と
注

し
て

い
た
。

両
句

一
意

の
外

に
、
梅
園

は

「両
首

一
意
」

の
例
も
出

し
て
い
る
。
唐

し

き

の
乾

寧

の
頃

(
八
九

四
ー

八
九
八
)
、
称
帰

県

(現
在

の
湖

北
省

)

に
懐

溶
と

い
う
僧

が

い
た
。
人

の
過
去
未
来
を
よ
く
占

っ
た
。
刺
史

の
干
公
が

衆

を
惑
わ
す

の
を

恐
れ

て
、
捕
え

、
住

所
を
聞

い
た
。
僧

は
、
「
家
は
在
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「,..門

び
ん
ざ
ん

ま

り
閾
山

の
西
復

た
西

其

中
歳
歳
鴬

の
喘
く
有
り

如
今
在

ら
ず
鴬

の
喘

き
し
処

鴬

の
旧
時
喘
き

し
処

に
在

ら
ば
喘

か
ん
」
と

、
詩
を
も

っ
て
答

え
た
。
わ
け
が
わ
か
ら
な

い
の
で
ま

た
訊
ね

る
と

、
僧

は
今
度

は
さ
き

の

詩

の

「
西
」
.を

「
東

」
、
「
鴬

の
喘
く
」
箇

所
を
す

べ
て

「
花

の
紅
」

に
、

「
如
今
」
を

「
而
今

」
に
変
え

て
答

え
た
。
干
公
は

「奇

異

の
想
を
な

し

て
赦
し
け
り
」
。

し
か
し
梅
園

は
、
「
人
皆

此
僧

の
幻
怪
術

中

に
落
た
り
。

わ
ら咲

う

べ
し
、
斯

の
如
き

は
両
首

一
意
と

謂
べ
し
」
と
断

じ
て

い
る

(巻

五

「句

法
」
の

「
両
首

一
意

」
)
。

以
上
が
、
脈

絡
貫

通
に
反
し
、
詩

に
停
滞
を
も

た
ら
す

=

意
」

で
あ

る
。
梅

園
は
、
な
ぜ
詩

に
停
滞
を
も

た
ら
す

=

意

」
が
あ

る
と
考
え

た

だ
ろ
う

か
。
以
下
は
推
測
だ
が
、
こ
れ
ら

の
詩
が
、
両
句

が
対

を
な
す
意

味
を
理
解
し
て

い
な

い
か
ら
で
あ
る
。
対
句

は
、
対
に
な
る
理
由

の
発
見

が
伴
わ
な
け
れ
ば
あ
ま
り
意
味

が
な

い
。
対
句

は
詩
に
停
滞
を
も

た
ら
す

弊
も
あ
る
が
、
脈
絡
貫
通

の
中
に
お
か
れ
た
対
句

は
、
詩
に
緊
張
を
も

た

ら
す
。
そ

の
こ
と
を
理
解
し

て
い
な

い
詩
人
が
、
停
滞

の

=

意
」
を
お

か
す
。
逆

の
言

い
方

に
な
る
が
、
そ
れ
は
対
句

の
意
味
を
理
解
し

て
い
な

い
か
ら
で
あ
る
。
梅
園
は
そ
う
考
え

て
い
た

の
で
な

い
か
。
こ

の
よ
う
に

推
測
す
る
根
拠
は
梅
園

の

「
反
観
」

の
考
え
で
あ
る
。
梅
園
は
こ

の
世

の

あ
ら
ゆ
る
存

在
に
対
偶
を
見

て
い
る
。

一
と

一
が
あ

っ
て
二
と
な
り
、
二

い

ん

よ
う

 
は

一
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
会
と
易

の
二
が
あ
り
、
そ
れ
が

一
と
な

っ
て

気
と
な
り
、
動
物
と
植
物

の
二
が
あ

っ
て
生
物

の

一
が
あ
る
。
こ

の
対
偶

、

す
な
わ
ち

=

」

に
な
る

コ

と

一
」

の
発
見
が
梅
園

の
自

然
哲
学
を
根

拠
づ
け

て
い
る
。

こ
の

「
反
観
」

の
見
方
が
詩
論
に
も
は
た
ら

い
て
い
る

の
で
は
な

い
か
と

い
う

の
が
、
推
測

の
根
拠

で
あ

る
。

一
例
を
あ
げ

て
お

こ
う
。

ひ
そ
か

是

に
由

て
予

霧

に
思

ふ
事
あ
り
。

子
美
早
朝

の
作
、
「
施
旗

日
暖

に

し
て
龍
蛇
動
き
、
宮

殿
風
微

に
し

て
燕

雀
高
し
」
。
龍

蛇
は
、
施
旗

の
動
く
を
形
容
す

る
者

に
し
て
、
燕
雀
は
、
諸
家

の
註
ど
も
考

ふ
る

に
、
皆
真

の
燕
雀
と

し
た
り
。
註
家
猶
考
出
を
遺
す
所
あ

る
乎
。
若

し
是

真

の
燕
雀
な

ら
ば
、
上
句

の
龍

蛇
は
、
施
旗
中

よ
り
来

つ
て
、

下
句

の
燕
雀

は
、
宮
殿
中

よ
り
来

ら
ず
。
且
燕
雀
僚
友
を
賞
す

る
の

語

に
あ

ら
ず
。
杜

が
詩
律

に
老

る
も
此
失
あ
り
。

(巻

五

「句
法
」

の

「偏
枯
」

の
項
)

龍

蛇
と
燕

雀

の
厳
密

な
対
比

が
前
提

に
さ

れ
た
上

で

の
批
判
な

の
で
あ

る
。
こ
れ
は
杜
甫

の

「奉

和
頁
至
舎
人
朝

大
明
宮
」
七
律

の
三
、
四
句

の

対

句

で
あ

る
。

質

至

の
も

と

の
詩

「
早
朝

大

明
宮

呈

両
省

僚

友

」

の

三
、
四
句

を
あ
げ

て
お
こ
う
。
「
千
條
弱

柳
垂
青
預
、
百
聴

流
鶯
続
建
章
」

と

い
う
も

の
で
あ

る
。

四

直
叙
と
象
外

エ
ネ

ル
ギ

ー
に
は
、
伝
導

の
ほ
か
に
強

さ

の
問

題
が
あ

る
。

『
詩
轍
』

巻

四

「篇

法
」

の

「影
略

」

の
項
は
、
そ

の
こ
と
を
扱

っ
て

い
る
よ
う

に

見
え
る
。
冒
頭
で
次

の
よ
う

に
説
明
す

る
。

賦
と
は
其

儘
に
詠

じ
出
せ
る
也
。
直
叙

と
言

へ
る
も

別

の
義

に
あ

ら

ず
。
唯
其
儘
に

い
へ
る
也
。
そ
こ
を
そ
れ
と

い
は
ず

し
て
、
其
意

に
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し
ょ
う
が
い

現
る

・
を

象

外
と

云
。
影
略
も
亦
相

似
た
り
。
影
写
と

も
風
影
と

も

云
。
詩
作

る
人

、
此
境
を
得
ざ

れ
ば
、
妙
境

に
悟
入
す

る
こ
と
能

は
ず
。

梅

園
は
、
そ

の
ま
ま

に
言
う
直
叙

に
対

し
、
「
そ

こ
を

そ
れ
と

い
は
ず

し

て
、
其
意

に
現

る

・
」
象

外

の
表
現

が
詩
作

の
妙
境
だ

と
言

い
、
以
下
、

こ
の

「
妙
境
」
を
論

ず
る
。
ま
ず
、
「
象

と
は
、
我
意
を
属
す

る
所

の
象

な
り

。
我
意
を
属
す

る
所

の
象
は
、
此

に
在

て
、
語
は
象

の
外

に
あ

る
」

と

い
う
大
枠
と
、

「月

や
あ
ら
ぬ
、
春

や
昔

の
、
春
な

ら
ぬ
、
我
身
ひ
と

つ
は
、
も
と

の
身

に
し
て
」

の
例
歌
を
示
す
。

さ
ら
に
象
外

に
似
た
影
写

に
関
す

る
祇

園
南
海

の
説
を
引
用
す

る
。

こ

こ
で
は
南
海

の
文
章

そ
の
も

の
を
引

い
て
お
こ
う
。
明

の
王
越

「
辺
城

ノ

春
雪
」
を
掲
出

し
て
論

じ
て

い
る
箇
所

で
あ

る

(
『明
詩
浬
評
』
、
原
漢
字

片
仮
名
。
振
り
仮
名
引

用
者

)。

二
月
中
旬
雪
尚
飛

辺
城
.
草
木
得
㌦

。,
春

.遅

不
レ
知

上
苑

,新
桃
李

開
。
到

東

風
第
幾
枝

.

は
な
は

題
に
辺
城

の
雪
を

賦
し

て
、

三
四
却

て
上
苑

の
花

を
云
。
此
法

太

だ
奇

な
り
。
上

の
第

一
句
計
り
雪

を
云

て
、

三
句

に
雪
を
言
は
ず
。

お
よ
そ

し
か
も
題
を
離

れ
ず
。
是
影
写

の
手

と
り
。

凡

影

写
と
云

こ
と
古

人
鏡
花
水
月

又
は
風
影
と
も
評

し
た
り
。
先
影

写
と

は
、
物

の
本
形

ま
ど

を

う

つ
す

を
云
。
讐

へ
ば

月
影

に
梅

竹

の
窓

へ
う

つ
り

た
る
姿
な

お
よ
そ

ひ
ょ
う

き

ぎ
よ
っ

り
。

此
意
は

凡

詩

を
作
る

に
、

た
と

へ
ば
梅

の
詩
に
、

氷

肌

玉

こ
っ

し

き
ん
か
つ
ぎ
よ
く

骨

、
竹

の
詩

に
節
金

憂

玉

等

の
字

を
用

て
、
其
形
を
直

に
あ
ら

は

で
ん
き
ょ
く
り
ん

し

、

雪

を

、

白

し

て

鎧

々
と

云

、

月

を

、

騒

玉

輪

な

ど

・
云

た

ぐ

ひ
、
皆
直

に
其
姿
を
、
ひ
ら
た
く
云
出
す

こ
と
、
何
程
巧

に
て
も
細

た
と

工
物

に
て
風
情
な
く
、
縦

へ
ば
木

に
刻

み
金

に
彫
た

る
月
花

の
如
く

か
つ

に
て
、
至
極
う

つ
し
出
し

て
も
、
其
真
情
は
曽

て
あ
ら
わ
れ
ず
。
是

木
偶

の
人

に
似
た

る
に
同
じ
。
詩

の
妙
は
其
形
を
す

て

・
、
其
風
情

を

の
み
写
し
出
す
と
き

は
、
其
賦
す
所

の
物
、
生

て
は

た
ら
く
故
、

読
む
人
自
然
と
感
を
起
す

こ
と
、
直

に
其
景

に
対
し
其
物
を
見
る
如

し
。
然
ら
ざ
れ
ば
詩

に
作

る
は
、

い
ら
ざ

る
物

に
て
、
絵

に
か
き
木

に
刻
み

て
も

す
む

こ
と
な

り
。
故

に
詩
は
必

ず
其
面
影

を
う

つ
し

て
、
読
む
人
考

へ
て
、
げ

に
さ

こ
そ
と
、
感
心
す

る
や
う

に
作
る

べ

し
。
是
を
影
写
と
云
。
鏡
花
水
月
と
も
同
意

に
て
、
鏡
中

の
花
は
あ

り
と
見
れ
ど
も
手

に
取
ら
れ
ず
、
水
中

の
月
も
目

に
は
、
そ
れ
と
見

れ
ど
も
形
は
な
し
。
其
如
く
有
か
無
き
か
、
そ
れ
ぞ
と
見
れ
ど
も
言

に
も
と
か
れ
ず
、
手

に
も
取
れ

ぬ
処
、
面
影
風
情
ば
か
り
を
う

つ
す

故
な
れ
ば
、
か
く
評
し
た
り
。
風
影
も
手

に
と
ら
れ
ぬ
を
云
。
凡
そ

此
作

り
方

は
詩
中
第

一
義

諦

に
て
、

妙
用
如

々
本
来

面
目
悟

入

の

処
、

こ

・
に
あ
り
。
唐
詩

に
此
法
多
し
。
後
人
及
び
が
た
し
。
宋
朝

に
は

一
首
も
此
格
見

へ
ず
。
明
詩

に
は
ま

・
あ
り
と

い

へ
ど
も
、
唐

よ
り
手
ぎ
は
を
と

る
。
唐
詩

の
妙
処
は
見
が
た
く
、
明
詩
は
見
や
す

し
。
試

に
唐
詩
を
言

へ
ば
、
王
昌
齢
が

「
秦
時
明
月
漢
時
關
」
と
云

一
句
、
又
、

「嶺
色
千
重
万
重
雨
、
断
絃
収
與
涙
痕
深
」
と
云

一
首
、

孟
浩
然
が

「
松
月
夜
窓
虚
」

の

一
句
、
銭
起
が

「
曲
終
人
不
見
、
江

上
数
峯

青
」
、
凡

そ
此

類
に

つ
い
て
知

る
べ
し
。
予
が
撰
す

る
所

の

鏡
花
水
月
集
、
皆
此
体
を
載
す
。
考

て
知

べ
し
。
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梅
園
は
以

上
の
南
海

の
考
え
を
所
所
引
用
し

て
紹
介
し
な
が
ら
、
王
越

の

こ
の
詩

に
対
し

て
は
、
「
実

に
初
心

の
模
楷
と
す

べ
」
き
も

の
で
あ
る
が
、

「斧
墾
痕
有
」
っ
て
、
「
作
家
之
手
段
」
と
言
う

に
は

い
ま
だ
し

の
作
品

で
、

「象
外

の
面
目

に
は
当
り

難
し
」
と
言

っ
て
、
以
下
、
象
外

の
技
法

の
漸

層
的

な
深

化
を
説
き
明

か
す
。
な
お
、
王
昌
齢

の

「秦

時
明
月
漢
時

關
」

は
、
「
出
塞

二
首

」

の

一
首

目

(七
絶
)

の
第

一
句

目

で
、
第

二
句

目
は

「
万
里
長
征
人
未
還
」
。
次

の
句
も
王
昌
齢

の

「
聴
流
人
水
調
子
」

(七
絶
)

の
三
、
四
句

目
。
前
半
は

「孤
舟
微

月
対
楓
林

、
分
付
鳴
箏
與
客

心
」
と

い
う
も

の
で
あ

る
。
孟
浩
然

の
句
は

「
歳
暮
終
南
山
」
と
題
す
る
五
律

の

末
句

で
あ

る

(
『全
唐
詩
』

に
よ
れ
ば
、
題

は

「
帰
故
園
作
」
あ

る

い
は

「
帰
終
南
山
」
と
も
)
。

「
辺
城
春

雪

の
作

に
比

す
る
に
、
数
層
を
高

う
す
」
と
言

っ
て
梅
園
が

こ

き

ょ

ロつ

次

に
あ
げ

る
の
は
、
顧

況

の

「
山
中
」

で
あ

る
。

こ
の
詩
は

『三
体
詩
』

七
言
絶
句

に
収
録
さ
れ

て
い
る
。

か
つ
こ
う
た
ん
せ
い

野
人
モ
自

.愛

.
山
中
.
宿

況
是
葛
洪
丹
井
西
.
ヤ

こ

の
ぼ
り

庭
前

二有
二
箇
.
長
松
樹

一

夜
半

。子
規
来
リ
上

.ア喘
ク

詩
を
見

て
乃
ち
顧
況
客
中

の
作
な

る
を
知

る
。

こ

・
は
意
な
き
野
人

ね
り

だ

に
、
此
幽
寂
を
愛
す
。
ま

し
て
葛
洪
、
丹
を
煉
し
あ
た
り
、
昔
も

ふ
た
た
び

恋
し
く
、

再

出

べ
き
意
も
あ
ら
ざ

る
を
、
旅
舎

の
庭
前

一
箇

の
長

松
樹

に
、
夜
深
け

て
子
規

の
、
不
如
帰
去
と
喘

に
、
帰
思

し
き
り

に

動
き

て
、
得
留

ら
ず
と

、
帰
思

の
如
何
と
も

し
難
き
を
、
象
外

に
影

略

し
た
り
。

か
つ
こ
う
た
ん
せ
い

「葛
洪
丹
井

西
」
と

は
、
葛
洪
が
丹
を
掘

っ
た
井

戸
の
西
、

「箇
」
は

一
本

の
意
。
さ
き

の
王
越

「
辺
城
.
春

雪
」
に
対
し

て

「
数

層
を
高
う
す
」
と

梅
園

が
評

価
す

る
根

拠

は
示
さ

れ

て

い
な

い
が
、

通
常

の
理
解

で
は
、

ふ

さ
く

「
斧
墾
」

(言

い
か
え
れ
ば
読
者

に
見
す
か
さ
れ
る

一
種

の
も

の
ほ
し
さ

の

技
法

)

の
痕

が
目
立

た
な

い
形

で
象
外

影
写

(
こ

の
詩

の
場
合
は

「帰

思
」
)
が
、
読
者
に
伝
わ

っ
て
来
る

い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
梅

園
は

こ
の
顧
況

の

「
山
中
」

に
も

あ
き
た
り
な

い
。
「
顧

り
ゅ
う

う

し
や
く

況

の
上
に
出
づ
」
と
言

っ
て
引
く

の
は
、

劉

禺

錫

の

「
石
頭
城
」
で
あ

る
。

山
囲
二
.
デ
故
国

一.
周
遭
シ
.ア在

潮
打
ニ
チ
空
城

一.
寂
真
ト
シ
テ
回

涯
水
東
辺
旧
時
.
月

夜
深
.ア還
過
二
女
賠

一.
来

梅
園
は
、
劉
禺
錫

の
意
が
属
す
る
所
は

「
東
晋
全
盛
、
人
物
輻
較
、
車

み
ち

馬
途

に
填

る
の
処
」
、

そ

の
言
を

寓
す

る
所
は

「
今

」

で
あ

る
と
言

い
、

謝
畳
山

が
こ

の
詩

の
、
「
山
」

「潮

」
「
月
」
は
す

べ
て
東
晋

の
も

の
に
異

な
ら
な

い
も

の
は
な

い
の
に
、
「
東
晋
之
宗
廟
宮
室

、
英
雄
豪
傑
を

求
る

に
亦
見
る

べ
か
ら
ず
」
と

い
う
説
明
を
援
用
す
る
。
そ
し

て
、
こ

の
よ
う

き
ょ
こ
ん

な
懐
古
を
直
叙

で
詠
ん
だ
許
渾

の

「
金
陵
」
を
対
比
さ
せ

て
次

の

一
節
を

引
く
。
「
金
陵
」
は

『三
体
詩
』
七
言
律
詩
に
引
か
れ
、
そ

の
七
、
八
句

で

あ
る
。
金
陵
は
六
朝
時
代

に
都

の
あ

っ
た
南
京

の
こ
と
。

英
雄

一
タ
ビ
去
テ
豪
華
尽

只
有
孔
.青
山

一.
ミ
似
二
洛
中

一

こ
の
詩

の
場
合
は
、
意
は
象
中

に
あ

る
が
、
懐
古
を

「
影
略
」
し
た
劉
禺

錫

の
詩

の
場
合
は
、
象
外

に
あ

る
と

い
う
別
が
あ

る
だ
け

で
あ
る
と
梅
園

は
言

っ
て
、
直
叙

に
対
す

る
象
外

の
技
法
を
説
明
す

る
。

た
し
か

に

「
石
頭
城
」

の
詩
句
は
完
全

に

「
今
」

で
あ

る
。

に
も
か
か
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わ
ら
ず

、
懐
古

の
情

が
全
篇

に
し
み
こ
ん
で

い
る
。
技
法
上

の
も

の
ほ
し

さ

(説
明
あ

る

い
は
効
果

の
意
識

)
が
な

い
。

そ
れ
だ
け
人
間

の
感
情
を

自
然
物

に
近

い
も

の
と

し
て
と

ら
え

て

い
る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

そ
の

結
果

、
人

の
情

の

エ
ネ

ル
ギ
ー
が
象
外

に
充
満
す

る
。

梅

園
は
、
象
と
象
外

の
関
係
を

、
詩

題
と
詩

の
内
容

に
お

い
て
も
見

て

き
ょ
こ
ん

い
る
。
そ
れ
が

「影
略

」
の
項

の
四
首

目
の
引

用
に
な
る
。
許
渾
の

「客

、

け

な
ろ

う

ト

居

遂

げ

ず

、

研

朧

に
薄

遊

す

る
者

有

り

、

因

り

て

題
す

」

で
あ

る
。

海

燕

西

.
飛

、.ア白

日
斜

+
,

天

門
遙

.望

五
侯

.家

楼

台

深

,鎖

.テ無

一人

、
到

一

落

畜

.春

風
第

一
.花

そ

梅

園
は
、
「
燕

は
人

に
傍

ふ
者
也
。
傍

ふ
所
も
な
く

、
日

の
斜
な

る
に
向

ひ
、
帝
里
を
出
去

る
時

、
泥
を
含

む
べ
き
処
も

あ
る
ら
ん
者
を

と
、
此
方

よ
り
遙

に
望

め
ば
、
天

門
に
接

し

て
、
貴
寵

の
宅
あ

り
。
其
貴

寵

の
宅

も
、
今
棲

み
す

て

つ
。
庭

中

の
あ

た
ら
名
花

、
静
意

な
く
風

に
散
行

き

ぬ
」
と

訳
し
、
「
深
鎖

の
二
字
、
燕
来

往
し

難
き

の
意

あ
り

」
と
注

し
、

次

の
よ
う
に
評
価
す
る
。

象
は
人

の
家

な
き
也
。

然
し

て
語
は
家

の
人

な
き
也
。

含
蓄
限

な

し
。
又
前

詩
に

一
等
を
進
む
。

「
象
は
人

の
家
な
き
也
」
が
詩
題

の
意
味

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
許
渾
、
客

の
不
遇
乖
離
を
憐
ん

で
」
作

っ
た
詩
な

の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
「
望
」

む

の
は
燕

で
は
な
く
、

あ
く
ま

で
客

で
あ
り
、
「
有

レ
家
無

レ
人
を
見

て
、

有
レ
人

無
レ
家
を

感
ず

る
」
「
影
略

」

の
詩

な

の
だ
と
論

評
し
、
さ

ら
に
、

杜
甫

の

「
国
破
れ

て
山
河
在
り
、
城
春
に
し

て
草
木
深
し
」

の

「
山
河
在

り
」
と

は
社

穫

の
な

い
こ
と

で
あ
り
、
「
草
木
深

し
」
と
は
人
民

の

い
な

い
こ
と

で
あ

る
と
注
し
、
李
華

の

「
芳
樹
人
無
く
し

て
花
自
ら
落
ち
、
春

山

一
路
鳥
空

し
く
喘
く
」

(
『唐
詩
選
』
巻
七

「
七
言
絶
句
」
所
収

「
春
行つ

く

興
を
寄

す
」

の
三
、
四
句

)
に
も

「
乱
後
蓼
落

の
景
、
自
空

の
二
字

に
悉

す
」
と
書

い
て
、

い
さ

さ
か
感
情
移
入
を
し

て
い
る
。

そ
の
余
り

に
、
次

の
よ
う

に
書
く
。お

う
え
ん
し
ゅ
う

我
平
生

、
王
鼻

州

、
老

.能
逢
二
盛
世

一
。、
貧

.テ
且
傍

薇

官

三
の
二

句

に
撃
節
す
。
能
逢

一
盛
世

三
は
人

の
喜

ぶ

べ
き
所
也

。
さ
れ
ど
も

日
少

壮

に
非
ざ

れ
ば
、
実
に
己

が
才

用
ゆ
る
事
を
得
ず

。
感
與

「不

遇

一同
。
且
傍

一微
官

一.
、
官
山豆
願

ふ
所
な

ら
ん
や
、
磯
寒

の
為

に
栖

栖

た
り
と
な
り
。
是
故

に
詞
壇

に
遊

ぶ
の
人
、
象
外

の
境
を
知
ら
ず

の

み

ん
ば
、
毎
篇
平
平

た
ら

ん
而
已

。

梅

園
は

こ
こ
で
、
誰

が
な
ぜ
人
生

に
相
渉

る
か

に
行
き
当

た

っ
て
い
る
。

も

の
ほ
し
げ

な
技
法

は
人
生

に
相
渉

ら
な

い
。
頭

の
理
解

に
し
か
な

ら
な

い
か
ら
だ
。
身
体

、
身
体

に
根
ざ
す
感
情

に
届

か
な

い
か
ら
だ
。
詩

は
身

体

深
く
浸
潤
し
な
け
れ
ば
、

つ
ま
り

、
生
命

の
現
場

に
立
ち
合
わ

な
け

れ

ば
、
人
生
に
相
渉

ら
な

い
。
逆

の
言

い
方
を
す

れ
ば

、
詩
句

は
身
体

の
奥

深
く
ま
で
浸
潤
し
、
人
間
を
自
然
物

に
同
化

さ
せ
る
言

語
形
式

で
あ

る
と

い
う

こ
と
だ
。
梅

園
が
言

い
た
か

っ
た

の
は
、
そ
う

い
う

こ
と

で
あ

る
。

「
象
外

の
境

」
を

強
調
し
た
梅

園
だ
が
、
あ
く
ま

で
も

詩

の
指
南
書
と

し
て

『詩
轍
』

に
戻
り
、
だ

か
ら
と
言

っ
て
詩
を
作

る
人
が
趣
を
象
外

に

求
め
よ
、
と

い
う
訳
で
は
な

い
、
そ
う
な
る
と

ま
た

「
奇
に
入
り
怪

に
走

ら
ん
」
と
言

っ
て
、
直

叙
が
基
本
だ
と
以
下

の
よ
う

に
述
べ
る
。

「
直
叙
、
詩

の
本

体

に
し

て
、
最

上
乗
浬
樂
妙
心

は
こ

・
に
あ
り
。

是
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を
以

て
悟

入
上
、
自
由
三
昧
を
得

れ
ば
、
象
外

に
遊
び
、
象
中

に
居

る
、

ゆ

風
比
巧
淡
、
適
く
所
と
し

て
佳
な
ら
ざ

る
な
し
」
と
、
直

叙
は
詩

(と
詩

の
技
法

)

の
本

体
と
言

い
切
り
、

そ

の
具
体

例
を
次

の
よ
う

に
説
明

す

ろ
く
さ
い

る
。
「
返

景

入
二
深

林

一、
復

照

二
青

苔
,
上

」

(
王
維

「
鹿
柴

」

五
絶

の

三
、
四
句
。
「
返
景
」
は
夕
映
え
)
、
「夜

魚
不
レ受

レ餌

.
、
石
上
坐
二
.
秋
月

一

。
」
な
ど

は

「
即
第

一
義
諦
な
り

。
さ
れ
ど
も
亦
其

中
巧
な

る
者
あ

り
」
。

杜
子
美
が
安
禄
山
に
囚
わ
れ
、
漸
く
免

れ

て
粛
宗
皇
帝

の
行
在

所
に
到

っ

よ
り

た

時
、
「
死

シ
考

.バ
愚
レ
.ア
カ
誰

二
報

ゼ
.、

帰

来
.ア
始

ア
自
憐

」

と

詠

ん
だ

が

(「
喜
達
行
在
所
」
三
首

の
第
三
首
目
)
、
「
賊
中
を
出
し
千
辛
万
苦
、
順
に

帰

し
て
其
幸
を

悦

ぶ

の
象
、
無

レ
限
意

思
情
態
、

只
十
字

の
中

に
尽

す
。

く
わ

直
叙

の
妙

、
誰
か
之

に
尚

へ
ん
」
。
直
叙
と

い
え

ど
も
、
単
な

る
写
実
を

超
え

て
、
切
迫
し
た
情
が

こ
め
ら
れ

て
い
る
。
梅
園
は
そ
こ

に
、
身

に
浸

潤
し

て
く
る
詩

の

「
妙
」
を
見

て
い
る
。

こ
こ
ま

で
く

る
と
、
象
外

の
詩

も
直
叙

の
詩
も
変
わ
ら
な

い
。
言

い
か
え
れ
ば
、
象
外

の
詩

に
も
直
叙

の

力
を

こ
め
、
あ
る

い
は
読

み
こ
む

こ
と
が
要
請
さ
れ

て
い
る
。

五

詩
と
天
工

篇
法
、
句
法

に
つ
い
て
主
張
し
た

こ
と
を
、
梅
園
は
字
法

で
も
行
な

っ

て
い
る

(巻
五

「
字
法
」
)
。
そ

の

「
字
眼
」

の
項
目
を
見

て
み
よ
う
。
五

言

の
第
三
字

、
七
言

の
第

五
字
を

い
う
字
眼

(
腰

の
字
、

肝
心
と

な

る

字
、
響
字
と
も
言
う
)

の
例
を
出
し
な
が
ら
、
梅
園
は
、
字
眼
以
外

の
錬

字

に

つ
い
て
も
注
意

を
促

し

て
い
る
。
「
秋
後

見
レ
飛

.
千
里
.
雁

、
月
中

聞
レ
癖
万

家
,
衣
」

の

「
見
」

は
手
紙
を

伝
え

な

い
意
味

を
含

ん

で
い
る

ロつ

し
、
「
聞
」

の
字

か
ら
は
、
祷

つ
べ
き
衣

を
授
か
ら
な

い
事

情
が
想
像

さ

こ
う

ほ
ぜ
ん

れ
て
く
る

(劉
方

平

の
七
律

「
秋
夜

寄
皇
甫
再
鄭
豊

」
の
三
、
四
句

)。
前

は
や

述

の

「
草
枯

れ
て
鷹

眼
疾
く
、
雪

尽
き

て
馬
蹄
軽

し
」

(王
維

「
観
猟

」
)

の
場
合

は
、
「
こ
れ
を
並

び
錬

る
と

い

へ
る
。
枯
疾

尽
軽
、
相

照
応

し
、

疾
軽

の
字
、
枯
尽

の
字

に
依

て
安
頓
す
」
。
「錬

字

の
工
夫
は
あ
る
べ
き

こ

と
な
り
」

「古

人
眼
と
錬
と
を

分
ち
置
た
れ
ば
、

分
ち

て
よ
し
。
唯
名

に

依

て
実
に
迷
は
ん
を
恐
れ
、
喋
喋
と
し

て
弁
を
下
す
」

の
だ
と
梅

園
は
言

い
、
近
頃
人
口
に
謄
表

し
た
詩
と
し
て
、
笠
原
雲
渓

の

「
僧
を
送
る
」
作

を
例
に
出
す
。
雲
渓
は
伊
藤
仁
斎
門
。

巴
水
橋
頭
落
月
斜
な
り

柄
衣
暁
を
侵
し

て
天
涯
に
向
う

馬
蹄
失
す
る
こ
と
莫
れ
東
帰

の
路

雪
は
白

し
長
安

の
十
万
家

僧

の
万
庵
が
こ

の
詩

の

「白

」
を

「
暗
」
に
変

え
た
ほ
う
が
よ

い
と
言

っ

た
こ
と
を
記
し
た
梅
園
は
、
「
上
に
莫
失

の
字
あ
り
。
暗

の
字
最
妙
と
す
。

字
を
錬
る

の
工
夫
と
す
べ
し
」
と
述

べ
る
。
字
も
ま
た
全
篇
に
響

い
て
い

し

よ
のつ

じ

く
効
力
を

に
な
う

の
で
あ

る
。
梅

園
は
そ

の
こ
と

を
劉
禺
錫

の

「
松

滋

と

き
ょ
う
ち
ゅ
う

渡

に

峡

中

を
望
む
」
を
引

い
て
説
明
す
る
。
こ

の
詩
は

『三
体

詩
』

七

言
律
詩
に
見
え
、
八
句

目

「
陽
台
」
は

「
荒
台

」
に
な

っ
て
い
る
。

と

と
う

そ
そ
ぐ

う
ん
さ
い

せ
つ
す
い
き
た
る

渡

頭

.
軽

雨

麗

一寒

梅

二
一

雲

際

溶

溶

ト
シ
.ア雪
水

来

ぼ
う
し
よ

そ
ぼ
う

い

り
ょ
う

し
ん
か
い

夢

渚

草

長

シ
一.迷

二
楚

望

一

夷

陵

土

黒

シ

テ

有

二
秦

灰

'

は

じ
ん

し
ょ
く
か
く

よ
り

ち
ょ
う
ど
う

か
え
る

巴

人

ノ
涙

ハ
応

ニ
ジ
.ア猿

声

三
落

.ン

蜀

客

.
船

ハ
従

二
鳥

道

一
回

へ
き
ほ
う
い
つ
れ

こ
れ

十

二
.
碧
峯

何

.
処
所
ゾ

永
安
宮
ノ
外
是
陽
台

梅
園

の
解
説

に
よ
れ
ば
、

こ
の
詩
は
、
遠
く
峡
中
を
望
ん

で
、
あ
そ
こ
は
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蜀

の
先
主

の
永
安
宮

の
あ

っ
た
所
、
そ

の
彼
方
は
巫
山

の
神
女
を
夢
み
た

楚

の
嚢
王

の
陽
台

で
す
よ
、
と
教
え
ら
れ

て
、
そ
れ
よ
り
峡
中
を
見
渡
し

た
も

の
で
あ

る
。
そ
し

て
、
第

一
聯

に
あ

る

「
雲
雨

の
二
字
を
錬
れ
り
」
。

以
下
、
梅
園

の
詩
解
を
引

い
て
み
よ
う
。

渡
頭

に
初
春

の
雨

の
、
そ
と
梅

に
永
ぎ

て
通

り
た

る
よ
り
打

続
き

て
、
遠
方
は
ま
だ
晴

や
ら
ぬ
雲
間
よ
り
、
雪
解

の
水

の
水
上
増
り

に

降
り

来
り
ぬ
。
此
雲

と
雨
と
尋
常

の
雲

雨
な
り
。
草
長

く
連
り

て
、

夢
渚

は
定

か
な
ら
ず
、
土
黒
く
見

ゑ
て
、
夷
陵
即
白
起

の
旧
跡
粗
知

る
べ
し
。
是
望
中
景

の
大
な

る
者
な
り
。
而

し
て
漕
行
き
漕
返

る
船

に
、

巴
人
蜀
客

の
旅
情

な
ど

思
ひ
続

け
、
誠

に
等
閑

の
雲
雨
も
得
な

ら
ず
覚

へ
、
族
族
と
打
続
き
た

る
山

の
中
、
ど

こ
の
ど
れ

ぞ
彼
十

二

峯
な

ら
ん
、
か
な
た
は
陽
台

な
る
に
と

、
思
ひ
続
け

た
る
な
り
。
等

閑

の
雲
雨
を
以

て
、
終

に
陽
台
を
望

み
得
た

る
の
趣
を
な
し
た
り
。

処
と
所
と

和
訓
同
け
れ
ど
も

、
義
大

に
同
か
ら
ず

。
所

は
和

語
に
の

と
云
者
也

。
処
は
定

か
に
処
也

。

「
尋
常

の
雲

雨
」
「
等
閑

の
雲
雨

」
、

つ
ま
り
何

の
変

哲
も
な

い
眼
前

の

雲
雨
が
、
伝
説
霊

異

の
巫
山

の
神

女

の
雲
雨

に

つ
な
が

っ
て
、
「
終

に
陽

台
を
望

み
得

た
る

の
趣
を
な

」
す
詩

で
あ

る
か
ら
、
「
是
雲
雨

の
二
字

を

錬
れ
り
」
と

い
う
理
解
に
な
る
。
漕
ぎ
行
き
漕
ぎ
帰
る
現
前

の
船
に
、
巴

人
蜀
客

の
過
去

の
人

々
の
旅
情

を
思

い
続
け

て

い
る
う
ち

に
、

「等

閑

の

雲
雨
も
得

な
ら
ず
覚

へ
」
、
か

の
十

二
峯

は
ど

こ
?

か

の
陽
台

は
?

と
思

い
が
募

っ
て
く

る
。
ま

さ
し
く

こ
こ
に
第

一
聯

の

「
雨
」
と

「
雲
」

の
字

の
効
果
を
見
る

べ
き
な

の
で
あ
る
。
な
お
、
「
夷
陵
即
白
起

の
旧
跡
」

は
、
秦

の
白
起
が

「
楚
を
攻
め

て
郵
を
抜
き
夷
陵
を
焼
く
」

(
『史
記
』

列

伝
十
三
白
起
伝
)
を

ふ
ま
え
る
。

是
等
は
格
別
傑
出

の
作
と
も
見

ゑ
ざ
れ
ど
も
、
文
字
を
用
ゆ
る

の
法

と
く

甚
精
し
。
是
等
を
考

へ
て
、
得
と
字
法
を
悟
る

べ
し
。
総

て
文
章
詩

歌

に
至

る
ま

で
、

一
篇
脈
絡
貫
通
す

べ
し
。

(同
前
)

ち
な

み
に
、
杜
甫

の

「遊

子
」

の
前
半
を

見

て
お

こ
う

(
『杜
少

陵
詩

集
』
巻
十
三
)
。

巴
蜀
愁
誰
語

巴
蜀

の
愁
ひ
誰
と
か
語
ら
ん

よ
う
ぜ
ん

呉
門
興
杳
然

呉
門
の
興
杳
然
た
り

ほ
か

九
江
春
草
外

九
江
春
草

の
外

三
峡
暮
帆
前

三
峡
暮
帆

の
前

こ
こ
に
も
、
春
草
、
暮
帆
と

い
う
眼
前

の
景

に
よ

っ
て
思

い
を
展
開
し

て

い
く
技
法

が
使
わ
れ

て

い
る
。

梅

園
は
、
字
眼

の
位
置

に
こ
だ
わ

ら
な

い
。
ど

こ
に
あ

る
字

に
も
字
眼

の
作
用

・
効
力
を
認

め
よ
う
と

し
て

い
る
。

し
か
し
、

そ
の
こ
と
を
敷
街

す

れ
ば
、
字
眼
と

い
う

と
ら
え
方

そ
の
も

の
を
無
化
す

る
こ
と

に
な

る
。

字
眼

な
ど
と

い
う
突
出

し
た
部

分
の
効
果

で
は
な
く

、
あ
く
ま

で
も
脈
絡

貫
通
が
梅

園
の
基
本
的

な
価
値

な
の
で
あ

る
。

な
ぜ
脈
絡
貫

通
に
こ
だ
わ

る
の
か
。
梅

園
は
続

け
て
、
胡
応
麟

が

コ

等
向
上

の
位

よ
り
」
述

べ
た

「
字
眼
は
混
成

に
及
ば
ざ

る
の
論
」

に
言
及
す

る
。
胡
応

麟

の
論
は

こ
う

で
あ

る
。

石
に
眼
が
あ
る
の
は
研

(硯
)

の

一
病

で
あ

る
よ
う

に
、
句

中
に
眼
が

あ
る

の
は
詩

の

一
病

で
あ

る
。

た
と
え
ば
、
杜
甫

の

「
地
垢
。
江
帆
隠

、
、
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天
清
ク
シ
テ
木
葉
聞
ク
」

(「
暁
望
」
)

の

「
垢
」
「清
」

は
字

眼
だ

が
、

同
じ
杜

ひ
く

だ
い

甫

の

「
地

卑

,
シ
。
荒

野

大

二、

天

遠

,
シ
。
暮

江

遅

。
」

(「
遣

興

」
)

に

及

ば

な

い
。

同

様

に

、

「
返

照

入

レ
.ア江

二
翻

シ
ニ
石

壁

一ヲ
、

帰

雲

擁

レ
シ
.ア樹

.
失

二
.
山

は
ん
し
ょ
う

よ
り

村

一.
」

(杜
甫

「
返

照

」
)
は

「翻
」

「失
」

が
字

眼
だ

が
、

「藍
水
遠
ク
従

二
千

潤

一落
チ
、
玉

山
高
ク
並
二
..ア
両
峯

三
寒

シ
」

(
杜
甫

「
九

日
藍

田
崔
氏

荘

」
)
の
表

現
に
は
及
ば

な

い
。

胡
応
麟

の
こ
の
考
え

は
、
『詩
藪
』

「内
編

」
五

「近
体
七
言
」

の
項

に

こ
ん
か
ん

記
さ
れ
て

い
る
。
胡
応
麟

は
、
こ
の
引
用
文

の
前

に
、
「盛
唐
句
法

渾
酒

、

両
漢
之
詩

の
如

し
。

一
字

を
以
て
求

む
べ
か
ら
ず

。
老
杜

に
至

て
而

し
て

わ
つ
か

後

、
句

中
奇
字
有

て
眼
と
為
す
。

才

に
此
句
法
有

れ
ば
、
便
ち
渾
酒

な

ら
ず
」
と

書

い
て

い
る

(貞

享

三
年

刊

の
和
刻
本

に
よ

る
)
。
「
句
法

渾

酒
」
は
、
句

の
工
夫

が
沈

ん
で

い
て
見
え
な

い
こ
と

を
意
味
す

る
か
ら
、

胡
応
麟

に
と

っ
て
は
評
価

す

べ
き
な

の
で
あ
る
。
な
お
、
杜
甫

の

「
暁
望

」

の
、

こ
の
五
、
六
句

目

に

つ
い
て
、
宇

津
宮

遜
庵
頭
注

の

『杜
律

集
解
』

巻
四

に
、
ま

さ
し
く
、
「
垢
字
隠
字
清

字
聞
字
を
以

て
眼
と
為
す
。

此

の

詩

の
最

緊
処
」

と

い
う

評
が
紹
介

さ
れ

て

い
る

(
『和

刻
本
漢

詩
集
成
』

第
三
輯
)
。

梅
園
は

こ

の
胡
応
麟

の
論

に
、
「
詩
は
唯

一
体
混

然
と
し

て
、

天
工

の

物
を
見
る
様
な
る
が
最
上
な
り
。
こ

・
ぞ
手
際
と
作
り
た
る
は
、
造
化

の

万
物

を
混
然
と

し

て
孕

み
出
せ

る
境

に
は
非
ず
と

云
事
也
」

と
反
応

す

る
。「

字
眼

は
混
成
に
及
ば
ざ

る

の
論
」

の

「
混
成

」
は
梅
園

に
お

け
る
自

い

ん

よ

う

然
理

解

に
と

っ
て
重

要
な
概
念

で
あ

っ
た
。

『玄

語
』
本
宗

の

「
会
易

」

の
冒
頭

に

「物
、
性
を
有
し
、
性
、
物
を
具
す
。
性
と
物
と
混
成
、
而
し

か

ほ
う

て
簿
縫
無

し
」

(
『一二
浦
梅
園
資
料
集
』
上
。
原
訓
点
付
き
漢
文
)
、
「
多
賀

す
な
わ
ち

ゆ
う

墨

卿

君

に

ご
た

ふ

る
書

」

に
は
、
「
此

故

に
、

条

理

は
、

則

一
有

か
い

さ
ん
り
つ

二
、

二
開

一
、

二
な

る
が
故

に
漿
立
し

て
条
理
を
示
し
、

一
な

る
が
故

に

混
成
し

て
罐
縫
を
越
没
す
」
、
「
気
聚
ま

れ
ば
物
結

ぶ
。
物
む
す

べ
ば
神
立

つ
。
人

は
小
物
な
り
、
天
地
は
大
物
な
り
。
小
物
も
神
と
物
と
を
以

て
成

り

、
大
物
も
神
と
物
と
を
以

て
成

る
。

=

彙
立

の
手
前

よ
り

し
て
い
ふ

時

は
、
天
地

の
物

は
天
地

の
物

に
し

て
、
万
物

の
物

は
万
物

の
物
な
り
。

天
地

の
神

は
天
地

の
神

に
し
て
、

万
物

の
神

は
万
物

の
神
な
り
。

こ
こ
に

一
一
剖
析

の
理
を
考

が

ふ
る
に
、
か

く
森

羅

万
象
競

ひ
立

つ
様

な
れ
ど

も

、
資

る
所

に
変
態
あ
り

て
給
す

る
処

に
二

つ
な

し
。
故

に
其
森
羅
万
象

同

一
神
物
を
混
成
す
」
と
あ

る
。

詩

は
、
造
化

天
工
の
は
た
ら
き

に
拮
抗

し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
の
で
あ

る
。
脈
絡

貫

通
は

そ
う

い
う
意

味

で
も
最

深
部

の
条

件

で
あ

る
か

ら
、

「
こ

・
ぞ
手
際
と

作
り

た
る
」
詩

は
、
そ

の
条
件

に
か
な

わ
な

い
。
「
字

眼
」
は
没
し
、
脈
絡
貫

通
し
な

け
れ
ば

、
造
化

の

「混
成

」
に
拮
抗

で
き

な

い
。

『玄
語
』

天
冊
立
部

「
造
化
」

で
も
、
以
下

の
よ
う

に
造
化
を
論

じ
て

い
る

(
『一二
浦
梅

園
資
料
集
』

上
)
。

か
く

ご
と

う
つ
ぼ
っ

こ

神

、
精
霊

を
活

し

て
、
此

の
若

く
諺
淳

乎
た

り
。
物
、
天

地
を
立

こ
ん
り
ん
え
ん

て

・
、

此

の
若

く

混

濡

焉

た
り

。

是

を

以

て
、

一
経

一
緯

。

混

濡

、

天

地

を

立

て

・
、

而

し

て
体

を

緯

に

物

し

、

諺

淳

、

造

化

を

行

て

、
い

ん

而
し
て
用
を
経
に
事

す
。
故

に
気

物
給
資

し
て
、
天
地
立
、

一
一
綱

う
ん

な

紐
し

て
造
化

行
る
。
是
を
以

て
、
立
と
し

て
天
地

に
非
ざ

る
靡

く
、
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行
と

し

て
造
化

に
非
ざ

る
靡
し
。
蓋

し
、
混
倫

の
体
、
欝
淳

の
用
、

気
以

て
之
を
営
し
、
物
以

て
之
を
を
養
ふ
。
営
す
る
者
は
、
易
紐
会

綱
、
養
ふ
者
は
、

一
給

一
資
。
神

に
非
ざ
れ
ば
之
を
為
る
こ
と
能
は

ず
、
天
に
非
ざ
れ
ば
之
を
成
す
こ
と
能
は
ず
。

こ
ん
り
ん

こ
こ
で
梅

園
は
欝
淳
と

し
た

「
神
」

の
は

た
ら
き
と
混
倫

た
る

「
物
」

の
形
容
を

基
本
と
す

る
彼

の
自

然
哲
学
を

述
べ

て
い
る
。
「
其

ぴ
ち
く

こ
ん
り
ん

ぶ
つ

(「
神
」
1
引

用
者

)
を
さ
し

て
諺
淳
と

い
ふ
事

に
し
て
、
混

倫
は
則
物
立

あ
ら

ぽ
う

ち

て
見
は

る

・
貌
な
り
」

(「
多
賀
墨
卿
君

に
こ
た

ふ
る
書
」
)
。
経
緯
も
梅

た
て

園
独
特

の
使

い
方

で
、
経
は

一
か
ら

二

へ
の
経

の
流
れ
、
緯
は

一
と

一
の

よ

こ

い

ん

う

ん

緯

の
関
係
を
示
し

て

い
る
。
「
姻
紐
」
と

は
、
気

が
天
地

の
間
に
み
な
ぎ

け

じ
ゆ
ん

る
さ
ま

で
、

『易
経
』
繋
辞

下
に

「
天
地

姻
紐

と
し

て
、
万
物

化

醇

す
」

と
あ

る
。
梅
園
も
頻

用
す

る
言
葉

で
あ

る
。
詩

で
は
、
「
荷
亭

ノ
緑
柳
昼

姻
紐

柳
外
何
ぞ
妨
げ

ん
火
雲
を
逗

る
こ
と
を
」
と

い
う

ふ
う

に
使
わ
れ

る

(張
昇

「
夏
日
応
制
」
、
『
明
詩
埋
評
』
所
収

)
。
気
象
が
大

き
く
と
ら

え
ら

れ
て
い
る
。

梅

園

の
詩
論
が
特

徴
的
な

の
は
、
前

述

の
よ
う

に
、
詩

は

「
心

の
画
」

で
あ
り
、

「憂
楽
苦
歓

に
任

せ
て
詠

じ
出

せ
る
者
」

(巻

四

「篇
法
」

の
う

ち

の

「格

法
」
)

で
あ

る
こ
と
を
徹
底

し
て

い
る

こ
と

で
あ

る
。
も
ち

ろ

ん
、

『
詩
轍

』

は
初
学

者

の
た

め

の
書

で
あ

る
か
ら
、

そ

の
す
ぐ

後

に

「
さ
れ
ど
も
古
人

の
作

例
に
拠
ら
ざ

れ
ば
、
成
る

こ
と
能

は
ず
」
と
書

い

て
は

い
る
。

し
か
し
、

な
ぜ
作
例

が
大
事
な

の
か
は
十
分

に
説
明

し
て
い

る
。

前
述

の
よ
う

に
、
抜
群

の
才
人

が
精
神
を

凝
ら
し

て
作

っ
た
作
品

さ

を

、
あ
と
か
ら
見

る
と
、
た
し
か

に

「
と

か
く
然
な
く

て
は
善

か
ら
ぬ
」

の
で
、

そ
れ
を
作

例
と

し

て
き

た

の
で
あ

り
、
古

人
が
詩
を
作

る
場
合

も
、
最
初
か
ら

「
格
を
立
て

・
、
そ
れ
に
合
せ
て
」
作
り
始
め
た

の
で
は

な

い
と
言
う

こ
と
を
忘
れ

て

い
な

い

(同
前
)
。

こ
れ
は
梅
園
独
自

の
教

え
方
と
言

っ
て
よ

い
。
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