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は
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平
安
期
に
製
作
さ
れ
た
漢
詩
の
多
く
が
、
詩
宴
（
詩
会
）
を
そ
の
製
作
の
場
と
す
る
。
当
然
な
が
ら
詩
宴
は
、
詩
作
の
場
で
あ
る

と
と
も
に
酒
宴
の
場
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
た
当
然
な
が
ら
、「
詩
を
詠
む
」
と
い
う
行
為
と
「
酒
を
飲
む
」
と
い
う
行

為
と
は
古
く
か
ら
、
日
本
中
国
の
差
異
を
問
わ
ず
、
し
ば
し
ば
同
時
に
行
わ
れ
、
詩
作
と
飲
酒
は
詩
人
た
ち
の
中
で
分
か
ち
難
く
結

び
つ
い
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
平
安
期
の
詩
に
お
い
て
は
、「
詩
を
詠
む
」
と
い
う
行
為
、
あ
る
い
は
「
酒
に
酔
う
」

と
い
う
状
態
を
、
何
ら
か
の
形
で
空
間
と
し
て
表
現
す
る
場
合
が
あ
る
。
詩
作
や
飲
酒
を
め
ぐ
る
、
そ
う
し
た
表
現
に
注
目
す
る
こ

と
で
、
当
時
の
人
々
の
、
空
間
的
な
感
覚
や
空
間
に
対
す
る
見
方
あ
る
い
は
発
想
に
つ
い
て
、
よ
り
明
確
に
分
析
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。
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こ
う
し
た
問
題
意
識
に
も
と
づ
き
、
本
稿
で
は
、
大
江
匡
房
の
「
詩
境
記
」
の
「
詩
境
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
、
特
に
詩
作
の

場
と
い
う
空
間
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
考
察
し
て
み
た
い
（
１
）。

一
、「
詩
境
記
」
と
「
酔
郷
記
」

　

大
江
匡
房
の
手
に
な
る
「
詩
境
記
」（『
朝
野
群
載
』
巻
三
）
は
、
詠
作
の
際
の
詩
人
の
有
り
様
（
＝「
詩
境
」）
を
空
間
と
し
て
仮

構
し
、
そ
の
空
間
の
記
録
と
し
て
、
詩
作
と
い
う
行
為
を
描
き
出
す
こ
と
を
企
図
し
た
作
品
で
あ
る
。
以
下
に
そ
の
冒
頭
か
ら
途
中

ま
で
を
示
す
。

夫
詩
境
者
、
無
水
土
山
川
、
無
人
民
戸
邑
。
又
不
知
在
何
方
面
、
瞥
然
而
至
、
倐
忽
而
往
。
至
其
佳
境
、
難
中
之
難
也
。
以
翰

墨
為
場
、
以
感
傷
為
俗
。
花
月
輸
租
税
、
煙
霞
代
封
禄
。（
夫
れ
詩
境
は
、
水
土
の
山
川
無
く
、
人
民
の
戸
邑
無
し
。
又
た
何

れ
の
方
面
に
在
る
か
を
知
ら
ず
、
瞥
然
と
し
て
至
り
、
倐
忽
と
し
て
往
く
。
其
の
佳
境
に
至
る
は
、
難
中
の
難
な
り
。
翰
墨
を

以
て
場
と
為
し
、
感
傷
を
以
て
俗
と
為
す
。
花
月
を
租
税
に
輸い
た

し
、
煙
霞
を
封
禄
に
代
ふ
。）〔
＝
い
っ
た
い
、
詩
境
に
は
、
水

や
土
に
よ
っ
て
で
き
た
山
や
川
は
な
く
、
人
民
に
よ
っ
て
な
る
家
や
む
ら
も
な
い
。
ま
た
ど
の
方
向
に
あ
る
か
わ
か
ら
ず
、
ち

ら
り
と
ひ
ら
め
け
ば
そ
こ
に
至
り
、
光
の
ご
と
く
た
ち
ま
ち
に
そ
こ
に
行
く
こ
と
も
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
す
ば
ら
し
い

詩
境
に
至
る
の
は
、
何
よ
り
難
し
い
。
筆
と
墨
と
が
詩
境
の
場
で
あ
り
、
感
傷
こ
そ
が
詩
境
の
風
習
で
あ
る
。
詩
境
に
お
い
て

は
租
税
と
し
て
花
月
を
差
し
出
し
、
封
禄
に
代
え
て
煙
霞
を
も
ら
う
。〕

　

こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
後
藤
昭
雄
氏
に
よ
る
詳
細
な
分
析
お
よ
び
考
察
が
す
で
に
備
わ
っ
て
い
る
（
２
）。
そ
し
て
、
そ
の
論
で
指
摘
さ
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れ
る
よ
う
に
、
人
の
心
持
ち
を
何
ら
か
の
空
間
に
仮
構
し
て
描
き
出
そ
う
と
す
る
「
詩
境
記
」
の
発
想
お
よ
び
結
構
は
、
初
唐
の
王

績
（
王
勣
）
の
「
酔
郷
記
」（『
文
苑
英
華
』
巻
八
百
三
十
三
）
に
倣
う
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
に
そ
の
冒
頭
か
ら
途
中
ま
で

を
引
く
。

酔
之
郷
、
去
中
国
不
知
其
幾
千
里
也
。
其
土
曠
然
無
涯
、
無
丘
陵
阪
険
、
其
気
和
平
一
揆
、
無
晦
明
寒
暑
。
其
俗
大
同
、
無
邑

居
聚
落
、
其
人
甚
精
、
無
愛
憎
喜
怒
。
吸
風
飲
露
、
不
食
五
穀
。
其
寝
于
于
、
其
行
徐
徐
。（
酔
の
郷
は
、
中
国
を
去
る
こ
と

其
の
幾
千
里
か
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
其
の
土
は
曠
然
と
し
て
涯
無
く
、
丘
陵
阪
険
無
し
、
其
の
気
は
和
平
一
揆
に
し
て
、
晦
明

寒
暑
無
し
。
其
の
俗
は
大
同
に
し
て
、
邑
居
聚
落
無
し
、
其
の
人
は
甚
だ
精
に
し
て
、
愛
憎
喜
怒
無
し
。
風
を
吸
ひ
露
を
飲

み
、
五
穀
を
食
ら
は
ず
。
其
の
寝
は
于
々
と
し
て
、
其
の
行
は
徐
々
た
り
。）〔
＝
酔
郷
は
、
中
国
か
ら
幾
千
里
離
れ
て
い
る
の

か
わ
か
ら
な
い
。
そ
の
土
地
は
広
々
と
し
て
果
て
し
な
く
、
険
し
い
山
や
急
な
坂
が
無
い
。
そ
の
気
候
は
穏
や
か
で
和
ら
ぎ
一

様
で
、
暗
い
明
る
い
寒
い
暑
い
と
い
っ
た
変
化
が
無
い
。
そ
の
風
俗
は
人
心
が
よ
く
和
合
し
、
村
落
（
個
々
の
共
同
体
に
分
か

れ
て
い
る
状
態
）
が
無
い
。
そ
こ
の
人
は
と
て
も
純
粋
で
、
喜
怒
哀
楽
（
感
情
の
起
伏
）
が
無
い
。
彼
ら
は
風
を
吸
っ
て
露
を

飲
み
、
黍
、
粟
、
麦
、
豆
な
ど
の
五
穀
を
食
べ
な
い
。
彼
ら
の
眠
り
は
于
々
と
し
て
ゆ
っ
た
り
と
満
足
で
き
る
も
の
で
、
彼
ら

の
行
い
は
徐
々
と
し
て
ゆ
る
や
か
で
あ
る
。〕

　

匡
房
は
、
闇
雲
に
、
あ
る
い
は
ふ
と
、「
詩
境
」
を
題
材
と
し
て
何
か
を
書
い
て
み
よ
う
と
思
い
立
っ
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

匡
房
の
中
で
「
酔
郷
」
に
「
詩
境
」
が
結
び
つ
い
た
の
に
は
、
何
か
し
ら
理
由
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、「
詩
境
」
の
ご

と
き
心
理
的
な
作
用
を
空
間
に
仮
構
す
る
と
い
う
方
法
に
つ
い
て
も
、
そ
う
し
た
方
法
を
導
く
発
想
が
匡
房
自
身
の
中
に
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
人
の
心
の
有
り
様
を
仮
構
し
た
空
間
と
し
て
、「
詩
境
」
が
「
酔
郷
」
と
同
様
に
造
型
さ
れ
た
背
景
に
は
何
が
あ
る
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の
か
。

二
、
白
居
易
の
「
詩
境
」・「
酔
郷
」

　

ま
ず
、
白
居
易
の
詩
に
お
け
る
「
詩
境
」
お
よ
び
「
酔
郷
」
の
用
い
ら
れ
方
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
白
居
易
の
詩
に

は
、「
酔
郷
」
と
「
詩
境
」
と
が
対
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
例
が
見
え
る
。

　
　
　
　
　

2722
将
至
東
都
、
先
寄
令
狐
留
守

　
　
　
　
　
　
　

（
将
に
東
都
に
至
ら
ん
と
し
、
先
づ
令
狐
留
守
に
寄
す
）

黄
鳥
無
声
葉
満
枝
、
閑
吟
想
到
洛
城
時
。　

黄
鳥
声
無
く
し
て
葉
枝
に
満
て
り
、
閑
吟
し
て
想
ふ
洛
城
に
到
る
の
時
。

惜
逢
金
谷
三
春
尽
、
恨
拝
銅
楼
一
月
遅
。　

�

金
谷
に
逢
ふ
に
三
春
の
尽
く
る
こ
と
を
惜
し
み
、
銅
楼
を
拝
す
る
に
一
月
の
遅
き

こ
と
を
恨
む
。

詩
境
忽
来
還
自
得
、
酔
郷
潜
去
与
誰
期
。　

�
詩
境
忽
ち
に
来
た
り
て
還
た
自み
づ
から
得
ん
、
酔
郷
に
潜
か
に
去
る�

誰
と
与
に
か
期

せ
ん
。

東
都
添
箇
狂
賓
客
、
先
報
壺
觴
風
月
知
。　

東
都
に
箇こ

の
狂
賓
客
を
添
へ
ん
、
先
づ
壺
觴
風
月
に
報
じ
て
知
ら
し
め
ん
。

�

（『
白
氏
文
集
』
巻
五
十
七
（
３
））

　

こ
れ
は
、
大
和
三
年
（
八
二
九
）
三
月
末
、
太
子
賓
客
と
な
っ
て
東
都
（
洛
陽
）
に
赴
く
こ
と
に
な
っ
た
白
居
易
が
、
約
一
月
前

か
ら
す
で
に
東
都
留
守
と
し
て
洛
陽
に
赴
任
し
て
い
る
友
人
令
狐
楚
に
対
し
、
自
ら
の
洛
陽
行
き
を
告
げ
る
た
め
に
送
っ
た
詩
（
七
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言
律
詩
）
で
あ
る
。
頷
聯
、
頸
聯
は
、
赴
任
先
の
洛
陽
に
到
着
し
た
と
き
の
自
分
の
心
持
ち
を
想
像
し
て
詠
ん
だ
も
の
（
こ
の
と
き

は
ま
だ
洛
陽
に
行
っ
て
い
な
い
）。
す
な
わ
ち
、
惜
し
い
の
は
金
谷
園
（
洛
陽
の
西
に
位
置
す
る
景
勝
地
。
か
つ
て
石
崇
の
金
谷
園

が
あ
っ
た
場
所
）
で
春
が
既
に
過
ぎ
去
っ
て
い
る
こ
と
、
残
念
な
の
は
自
分
が
銅
楼
（
洛
陽
に
お
け
る
太
子
の
宮
殿
の
門
楼
）
を
通

る
の
が
令
狐
楚
の
着
任
よ
り
一
箇
月
遅
れ
た
こ
と
だ
と
い
い
（
４
）（
頷
聯
）、
洛
陽
到
着
の
暁
に
は
、
忽
然
と
再
び
詩
境
を
得
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
が
、
人
知
れ
ず
酔
郷
に
行
き
た
い
と
思
っ
た
と
き
に
、
い
っ
た
い
誰
と
と
も
に
酒
を
飲
め
ば
い
い
の
か
（
令
狐
楚
に

対
し
、
と
も
に
酒
を
飲
も
う
と
持
ち
か
け
て
い
る
）
と
い
う
（
頸
聯
）。
こ
の
場
合
の
「
詩
境
」
は
、
そ
こ
に
「
忽
来
還
自
得
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
詩
作
の
際
の
そ
の
心
持
ち
（
感
興
）
を
表
す
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
こ
の
詩
に
お
け
る
「
酔
郷
」
は
、

酒
を
飲
ん
で
酔
っ
払
う
、
そ
の
心
理
を
空
間
的
に
表
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
詩
境
忽
来
還
自
得
、
酔
郷
潜
去
与
誰
期
」
は
、

『
千
載
佳
句
』「
詩
酒
」（808

）
に
収
載
さ
れ
て
お
り
、
日
本
に
お
い
て
よ
く
知
ら
れ
た
句
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

白
詩
に
お
い
て
は
、
前
節
に
掲
げ
た
王
績
の
「
酔
郷
記
」
を
典
拠
と
し
た
「
酔
郷
」
あ
る
い
は
「
郷
」
の
語
が
、
酔
心
地
を
空
間

的
に
表
す
語
と
し
て
常
套
的
に
用
い
ら
れ
る
。
例
え
ば
、「
事
事
無
成
身
也
老
、
酔
郷
不
去
欲
何
帰
（
事
々
に
成
る
こ
と
無
く
し
て

身
ま
た
老
い
た
り
、
酔
郷
に
去
ら
ず
し
て
何い
づ

ち
に
か
帰
せ
ん
と
欲
ふ
）」（『
白
氏
文
集
』
巻
十
七
「
酔
吟
二
首
其
一
」1064

、『
和
漢

朗
詠
集
』「
述
懐
」755

、『
千
載
佳
句
』「
酔
」824
）、「
無
過
学
王
勣
、
唯
以
酔
為
郷
（
王
勣
を
学
ぶ
に
過
ぐ
る
こ
と
無
し
、
唯
だ

酔
を
以
て
郷
と
為
さ
ん
）」（『
白
氏
文
集
』
巻
十
七
「
九
日
酔
吟
（
九
日
に
酔
ひ
て
吟
ず
）」1073

）、「
居
士
忘
筌
黙
黙
坐
、
先
生
枕

麹
昏
昏
睡
。
早
晩
相
従
帰
酔
郷
、
酔
郷
去
此
無
多
地
（
居
士
は
筌
を
忘
れ
て
黙
々
と
し
て
坐
す
、
先
生
は
麹
を
枕
に
し
て
昏
々
と
し

て
睡
る
。
早
晩
相
ひ
従
ひ
て
酔
郷
に
帰
せ
ん
、
酔
郷
此
こ
を
去
る
こ
と
多
く
の
地
無
し
）」（『
白
氏
文
集
』
巻
五
十
一
「
答
崔
賓
客

晦
叔
十
二
月
四
日
見
寄
（
崔
賓
客
晦
叔
が
十
二
月
四
日
に
寄
せ
ら
れ
し
に
答
ふ
）2247

」）
な
ど
と
見
え
る
「
酔
郷
」
は
、
い
ず
れ
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も
酔
心
地
を
空
間
的
に
表
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
ほ
か
、「
生
計
抛
来
詩
是
業
、
家
園
忘
却
酒
為
郷
（
生

計
抛
ち
来
り
て
詩
は
是
れ
業
、
家
園
忘
却
し
て
酒
は
郷
と
為
す
）」（『
白
氏
文
集
』
巻
十
八
「
送
蕭
処
士
遊
黔
南
（
蕭
処
士
の
黔
南

に
遊
ぶ
を
送
る
）」1142

、『
千
載
佳
句
』「
詩
酒
」800

）
と
い
う
句
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、「
酔
郷
」
が
帰
る
べ
き
故
郷
、
あ
る
い

は
本
来
そ
こ
に
居
る
べ
き
理
想
郷
、
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
白
詩
に
お
け
る
「
酔
郷
」
の
語
が
、
王
績
の
「
酔
郷
記
」
を
典
拠
と
し
、
心
理
を
仮
構
し
た
空
間
と
し
て
の
意

味
合
い
を
持
つ
の
に
対
し
、「
詩
境
」
の
語
に
は
、
そ
う
し
た
仮
構
し
た
空
間
と
し
て
の
意
味
合
い
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

白
詩
に
は
、
ほ
か
に
「
閑
中
得
詩
境
、
此
境
幽
難
説
（
閑
中
に
詩
境
を
得
た
り
、
此
の
境�

幽
に
し
て
説
き
難
し
）」（『
白
氏
文
集
』

巻
五
十
二
「
秋
池
二
首
其
二2276

」）
と
見
え
、
こ
の
場
合
の
「
詩
境
」
は
、
詩
人
が
そ
こ
に
身
を
置
く
こ
と
で
、
詩
作
の
た
め
の

感
興
を
詩
人
自
身
の
中
に
生
じ
さ
せ
た
、
そ
の
幽
遠
な
環
境
（
秋
、
一
人
で
静
か
な
池
の
ほ
と
り
を
訪
れ
る
）
を
意
味
す
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
白
居
易
が
詩
作
に
関
わ
っ
て
「
境
」
字
を
用
い
る
場
合
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
仮
構
さ
れ
た
空
間
で
は
な

く
、
い
わ
ば
心
理
的
な
有
り
様
、
詩
作
の
際
の
感
興
か
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
感
興
を
引
き
出
し
て
く
れ
る
詩
人
の
周
囲
の
状
況
を

意
味
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

一
方
、
以
下
の
例
は
、
如
上
の
白
詩
に
お
け
る
「
詩
境
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
よ
り
明
確
に
示
す
と
と
も
に
、
あ
る
空
間
を
詩

作
と
関
わ
ら
せ
つ
つ
表
現
す
る
「
詩
国
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。

　
　
　

2638

見
殷
尭
藩
侍
御
憶
江
南
詩
三
十
首
、
詩
中
多
叙
蘇
杭
、
余
嘗
典
二
郡
、
因
継
和
之

（
殷
尭
藩
侍
御
の
江
南
を
憶
ふ
詩
三
十
首
を
見
る
に
、
詩
中
に
多
く
蘇
杭
を
叙
せ
り
、
余
れ
嘗
つ
て
二
郡
を
典
つ
か
さ
ど

る
、
因
り
て
継
い
で
之
れ
に
和
す
）
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一
三
九

江
南
名
郡
数
蘇
杭
、
写
在
殷
家
三
十
章
。　
　

江
南
の
名
郡
に
蘇
杭
を
数
ふ
、
写
し
て
殷
家
の
三
十
章
に
在
り
。

君
是
旅
人
猶
苦
憶
、
我
為
刺
史
更
難
忘
。　
　

�

君
は
是
れ
旅
人
な
れ
ど
も
猶
ほ
苦ね
ん
ごろ

に
憶
ふ
、
我
れ
は
刺
史
と
為
り
て
更
に
忘

れ
難
し
。

境
牽
吟
詠
真
詩
国
、
興
入
笙
歌
好
酔
郷
。　
　

境
は
吟
詠
を
牽
く 

真
の
詩
国
、
興
は
笙
歌
に
入
る 

好
き
酔
郷
。

為
念
旧
遊
終
一
去
、
扁
舟
直
擬
到
滄
浪
。　
　

�

為
に
旧
遊
を
念
ひ
て
終
ひ
に
一
た
び
去
り
、
扁
舟
直た
だ

ち
に
滄
浪
に
到
ら
ん
こ
と

を
擬
す
。

�

（『
白
氏
文
集
』
巻
五
十
六
）

　

こ
の
詩
は
、
友
人
殷
尭
藩
の
「
憶
江
南
詩
三
十
首
」
に
蘇
州
・
杭
州
二
州
の
こ
と
が
度
々
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
の
を
見
た
白
居
易

が
、
か
つ
て
自
分
が
こ
の
二
州
に
刺
史
と
し
て
赴
任
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
感
興
を
起
こ
し
、
殷
尭
藩
の
三
十
首
に
継
い
で

こ
れ
に
唱
和
し
た
詩
（
七
言
律
詩
）
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
頸
聯
で
、
こ
こ
で
「
詩
国
」「
酔
郷
」
と
い
う
の
は
、
白
居
易
の
か

つ
て
の
赴
任
地
で
あ
り
、
詩
の
中
で
「
江
南
名
郡
」
と
評
さ
れ
て
い
る
蘇
州
・
杭
州
の
両
州
を
指
し
て
そ
の
よ
う
に
表
現
し
た
も
の

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
詩
に
お
い
て
、「
詩
国
」
と
い
い
「
酔
郷
」
と
い
う
の
は
異
郷
、
理
想
郷
を
意
味
す
る
も
の

で
、
蘇
州
・
杭
州
の
両
州
は
、
そ
う
し
た
理
想
郷
の
ご
と
き
土
地
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
酔
郷
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、

酔
心
地
と
し
て
の
「
酔
郷
」
を
、
一
つ
の
空
間
を
意
味
す
る
語
と
し
て
よ
り
具
現
化
し
た
も
の
だ
と
い
え
る
。
一
方
、「
酔
郷
」
の

対
語
に
用
い
ら
れ
た
「
詩
国
」
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
、
詩
を
詠
む
の
に
最
適
な
土
地
（
そ
こ
に
行
く
と
否
が
応
で
も
感
興
が
起
こ
っ

て
吟
詠
し
た
く
な
る
よ
う
な
、
素
晴
ら
し
い
土
地
）
と
い
う
意
味
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
境
牽
吟
詠
」
の
「
境
」
字
は
、

蘇
州
・
杭
州
と
い
う
「
詩
国
」
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
土
地
の
環
境
を
意
味
し
、
よ
っ
て
「
境
牽
吟
詠
」
は
、
そ
こ
を
訪
れ
る
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四
〇

こ
と
で
そ
の
環
境
が
詩
を
吟
詠
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
白
居
易
の
詩
に
お
け
る
「
酔
郷
」
と
「
詩
境
」
の
用
い
ら
れ
方
を
見
て
く
る
と
、「
酔
郷
」
の
語
が
あ
る
心
持
ち

を
仮
構
し
た
空
間
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、「
詩
境
」
は
、
あ
く
ま
で
心
持
ち
そ
の
も
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た

心
持
ち
を
引
き
起
こ
す
詩
人
の
周
囲
の
状
況
を
表
現
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
す
な
わ
ち
白
居
易
の

「
詩
境
」
と
は
、
詩
作
に
対
し
て
よ
り
直
接
的
に
働
き
か
け
る
も
の
（
そ
の
場
の
状
況
や
、
そ
の
と
き
の
心
持
ち
）
を
、
そ
の
ま
ま

意
味
し
て
い
う
も
の
だ
と
い
え
る
。
翻
っ
て
こ
う
し
た
白
居
易
の
「
詩
境
」
と
、
匡
房
の
「
詩
境
記
」
の
「
詩
境
」
と
を
対
照
し
て

み
れ
ば
、
両
者
の
間
に
は
、
仮
構
さ
れ
た
空
間
と
し
て
の
意
味
合
い
を
持
つ
か
否
か
と
い
う
点
で
、
極
め
て
本
質
的
な
懸
隔
が
あ
る

と
い
え
よ
う
。三

、
詩
宴
と
し
て
の
「
詩
境
」

　

こ
こ
で
、
日
本
の
漢
詩
文
に
視
点
を
移
し
、「
詩
境
」
の
語
の
用
い
ら
れ
方
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　
「
詩
境
」
の
語
の
、
管
見
に
及
ん
だ
限
り
に
お
け
る
早
い
用
例
は
、
い
ず
れ
も
大
江
朝
綱
製
作
の
、
詔
と
詩
序
の
例
で
あ
る
。

①
爰
洛
水
春
遊
、
昔
日
閣
筆
、
商
飆
秋
宴
、
今
時
巻
筵
。
鹿
鳴
再
停
、
人
心
不
楽
。
詞
人
才
子
、
漸
呑
吟
詠
之
声
、
詩
境
文

場
、
已
為
寂
寞
之
地
。（
爰
に
洛
水
の
春
の
遊
び
、
昔
の
日
筆
を
閣さ
し
おき
、
商
飆
の
秋
の
宴
、
今
の
時
に
筵
を
巻
く
。
鹿
鳴
再

び
停や

ん
で
、
人
心
楽
し
ま
ず
。
詞
人
才
子
、
漸
く
吟
詠
の
声
を
呑
み
、
詩
境
文
場
、
已
に
寂
寞
の
地
と
為な

り
た
り
。）

�

（『
本
朝
文
粋
』
巻
二
「
停
九
日
宴
十
月
行
詔
（
九
日
の
宴
を
停
め
十
月
に
行
ふ
詔
）」
大
江
朝
綱（
５
）46）
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②
太
上
法
皇
、
辞
万
乗
赴
一
乗
、
出
有
為
入
無
為
。
雖
嗜
水
月
之
観
、
未
抛
煙
霞
之
賞
。
故
召
風
人
於
翰
林
、
翫
客
葉
於
詩

境
。（
太
上
法
皇
、
万
乗
を
辞
し
て
一
乗
に
赴
き
、
有
為
を
出
で
て
無
為
に
入
り
た
ま
ふ
。
水
月
の
観
を
嗜し
た

ふ
と
雖
も
、
煙

霞
の
賞
を
抛な
げ
すて

ず
。
故
に
風
人
を
翰
林
に
召
し
、
客
葉
を
詩
境
に
翫
も
て
あ
そぶ

。）

（『
本
朝
文
粋
』
巻
十
「
初
冬
翫
紅
葉
応
太
上
法
皇
製
（
初
冬
に
紅
葉
を
翫
び
て
太
上
法
皇
の
製
に
応
ず
）（
詩
序
）」
大

江
朝
綱310

）

　

①
は
、
天
暦
四
年
（
九
五
〇
）
九
月
二
十
六
日
に
村
上
天
皇
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
詔
で
、
延
長
八
年
（
九
三
〇
）
九
月
二
十
九
日

の
醍
醐
天
皇
の
崩
御
以
来
、
九
月
九
日
の
重
陽
の
節
が
停
止
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
度
、
そ
の
重
陽
の
節
に
準
じ
て
十
月
初
め
に
残

菊
の
宴
を
開
く
と
い
う
趣
旨
の
詔
の
一
節
で
あ
る
。
掲
出
箇
所
は
、
三
月
三
日
の
曲
水
宴
が
古
く
か
ら
停
止
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て

い
る
の
に
加
え
（
６
）、
醍
醐
天
皇
の
崩
御
が
九
月
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
重
陽
の
節
ま
で
停
止
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
宴
会
が
ま
た
一

つ
開
か
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
で
人
々
の
心
は
楽
し
む
こ
と
が
な
い
。
詩
人
文
人
は
次
第
に
吟
詠
の
声
を
呑
み
込
ん
で
発
し
な
く
な

り
、
詩
宴
は
寂
漠
と
し
て
寂
し
く
静
か
な
場
所
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
も
の
。
こ
こ
で
の
「
詩
境
」
は
、
詩
宴
の
場
そ
の
も
の

を
指
し
て
い
る
。

　

②
は
、
製
作
時
は
特
定
で
き
な
い
も
の
の
、
詩
宴
の
主
宰
者
で
あ
る
「
太
上
法
皇
」
は
宇
多
上
皇
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
上
皇
が
落
飾
し
た
昌
泰
二
年
（
八
九
九
）
十
月
か
ら
昌
平
元
年
（
九
三
一
）
の
間
に
製
作
さ
れ
た
詩
序
だ
と
ひ
と
ま
ず
考
え
ら

れ
る
。
さ
ら
に
、
掲
出
箇
所
に
「
辞
万
乗
赴
一
乗
、
出
有
為
入
無
為
」
と
見
え
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
落
飾
し
て
あ
ま
り
時
を
経
て

い
な
い
頃
の
製
作
に
繋
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。「
水
月
之
観
」
は
仏
教
的
な
も
の
の
見
方
を
、「
煙
霞
之
賞
」
は
景
色
の

素
晴
ら
し
さ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
象
徴
的
に
表
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
掲
出
箇
所
は
、
宇
多
上
皇
は
帝
位
を
去
っ
て
仏
教
に
帰
依
し
、
そ
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の
教
え
に
従
っ
て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
、
景
物
を
愛
で
る
気
持
ち
は
失
わ
な
い
。
そ
こ
で
詩
人
た
ち
を
宴
に
招
き
、
紅
葉
を
鑑
賞

し
た
、
と
い
う
も
の
。「
翰
林
」
と
「
詩
境
」
の
対
語
は
、
と
も
に
詩
宴
の
場
を
意
味
す
る
。

　

以
上
の
ご
と
く
、
平
安
期
の
漢
詩
文
に
お
い
て
は
、「
詩
境
」
は
、
し
ば
し
ば
詩
宴
の
場
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
。
詩
宴
の
場
が

詩
作
の
場
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
当
然
な
が
ら
、
詩
宴
の
場
と
し
て
の
「
詩
境
」
に
は
、
心
境
や
感
興
と
い
っ
た
心
理
的
な
意
味

も
多
少
な
が
ら
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
「
詩
境
」
の
用
例
を
、
前
節
で
考
察
し
た
白
居
易
の

「
詩
境
」
に
照
ら
せ
ば
、
平
安
期
の
漢
詩
文
に
お
い
て
は
、「
詩
宴
」
と
い
う
公
的
な
場
が
、
詩
作
の
た
め
の
感
興
を
引
き
起
こ
す
は

ず
の
「
詩
境
」
と
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
特
徴
的
だ
と
い
え
よ
う
。
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
付
け
加
え

て
お
く
な
ら
ば
、
当
然
な
が
ら
平
安
期
の
漢
詩
文
に
お
け
る
「
詩
境
」
が
す
べ
て
「
詩
宴
」
を
指
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ

し
、
詩
宴
で
の
作
詩
に
お
い
て
は
、「
詩
境
」
と
の
出
会
い
は
突
発
的
・
偶
発
的
な
も
の
で
は
な
い
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
詩
境
」
の
語
が
平
安
中
期
以
降
の
句
題
詩
の
詩
題
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。「
閑
中

得
詩
境
（
閑
中
に
詩
境
を
得
た
り
）」（
詩
題
の
出
典
は
前
掲
「
閑
中
得
詩
境
」（『
白
氏
文
集
』
巻
五
十
二
「
秋
池
二
首
其

二2276

」）、「
秋
未
出
詩
境
（
秋
未
だ
詩
境
を
出
で
ず
）」、「
落
葉
満
詩
境
（
落
葉
詩
境
に
満
ち
た
り
）」、「
詩
境
惜
春
暮
（
詩
境
に

春
の
暮
る
る
を
惜
し
む
）」
の
ご
と
く
で
あ
る
。
掲
出
し
た
四
つ
の
詩
題
の
う
ち
、
白
居
易
の
詩
句
を
出
典
と
す
る
「
閑
中
得
詩
境
」

を
除
く
三
つ
の
詩
題
は
出
典
不
明
で
あ
り
（
新
題
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
）、
こ
の
三
つ
の
詩
題
に
お
け
る
「
詩
境
」
は
、
い
ず
れ

も
詩
宴
の
場
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
７
）。

　

村
上
朝
に
確
立
し
た
句
題
詩
（
七
言
律
詩
）
の
構
成
方
法
に
お
い
て
は
、
頷
聯
お
よ
び
頸
聯
は
破
題
と
呼
ば
れ
、
こ
の
二
聯
に
お

い
て
は
詩
題
の
文
字
を
別
の
文
字
に
言
い
換
え
つ
つ
詩
題
を
敷
衍
す
る
必
要
が
あ
っ
た
（
８
）。
例
え
ば
、『
江
談
抄
』（
類
聚
本
巻
四
）
に
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見
え
て
名
高
い
大
江
以
言
の
摘
句
「
文
峯
案
轡
白
駒
景
、
詞
海
艤
舟
紅
葉
声
（
文
峯
に
轡
を
案
ず�

白
駒
の
景
、
詞
海
に
舟
を
艤よ
そ

ふ�

紅
葉
の
声
）」（『
和
漢
朗
詠
集
』「
九
月
尽
」2 （
９
）

76

）
は
、
前
掲
「
秋
未
出
詩
境
」
を
詩
題
と
し
、
句
中
の
「
文
峯
」
と
「
詞
海
」
と

が
詩
題
の
「
詩
境
」
を
、「
案
轡
」
と
「
艤
舟
」
と
が
詩
題
の
「
未
出
」
を
、「
白
駒
景
」
と
「
紅
葉
声
」
と
が
詩
題
の
「
秋
」
を
、

そ
れ
ぞ
れ
言
い
換
え
た
表
現
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、「
文
峯
」、「
詞
海
」
な
ど
の
語
に
よ
っ
て
詩
題
の
「
詩
境
」
を
言
い

換
え
る
の
は
、
句
題
詩
の
破
題
の
作
成
に
あ
た
っ
て
、
や
が
て
常
套
的
な
方
法
と
な
っ
て
い
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
十
三
世
紀

初
頭
の
成
立
と
さ
れ
る
『
文
鳳
抄
』
は
、
破
題
を
作
成
す
る
た
め
（
詩
題
を
言
い
換
え
、
対
句
と
し
て
整
え
る
た
め
）
の
対
句
語
彙

集
で
、
詩
題
の
文
字
を
項
目
と
し
て
掲
げ
、
そ
の
項
目
ご
と
に
言
い
換
え
の
た
め
の
語
彙
を
提
示
す
る
。
そ
の
「
詩
」
の
項
（
詩
題

の
「
詩
」
字
の
言
い
換
え
と
し
て
適
切
な
語
彙
を
掲
げ
た
箇
所
）
に
は
、「
詞
海　

詞
江　

詞
浪　

詞
苑　

詞
峯　

文
峯　

文
路　

言
泉　

筆
海　

翰
苑　

筆
駅　

牋
郵
」、
あ
る
い
は
「
詞
林　

文
林　

翰
林　

言
葉　

詞
条　

詞
花　

文
苑　

詞
藻
」
と
い
っ
た
語

彙
が
並
ぶ
）
（1
（

。
こ
れ
ら
の
語
彙
は
い
ず
れ
も
、
海
や
林
、
江
や
苑
と
い
っ
た
具
体
的
な
空
間
に
詩
作
の
場
を
な
ぞ
ら
え
た
表
現
だ
と
考

え
ら
れ
よ
う
。

　

ま
た
、
詩
序
に
お
い
て
は
、
如
上
の
句
題
詩
に
お
け
る
破
題
の
言
い
換
え
と
同
様
に
、
詩
宴
の
場
（
＝
詩
作
の
場
）
を
海
や
林
、

江
や
苑
と
い
っ
た
具
体
的
な
空
間
に
な
ぞ
ら
え
た
上
で
、
上
句
と
下
句
と
を
そ
れ
ぞ
れ
縁
あ
る
語
で
縁
語
的
に
結
構
す
る
、
以
下
の

ご
と
き
例
が
見
え
る
）
（（
（

。

上
宰
左
相
、
儀
同
三
司
之
聖
臣
、
卿
士
大
夫
、
金
馬
石
渠
之
才
臣
、
渉
詞
江
而
叩
舷
、
遥
躍
水
心
之
龍
、
猟
翰
苑
而
飛
鑣
、
暗

采
風
骨
之
雉
。（
上
宰
左
相
、
儀
同
三
司
の
聖
臣
、
卿
士
大
夫
、
金
馬
石
渠
の
才
臣
、
詞
江
を
渉
り
て
舷
ふ
な
ば
たを
叩
く
、
遥
か
に
水

心
の
龍
を
躍
ほ
と
ば
しら
し
む
、
翰
苑
に
猟か

り
し
て
鑣
く
つ
ば
みを
飛
ば
す
、
暗そ
ら

に
風
骨
の
雉
を
采
る
。）



一
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（『
本
朝
文
粋
』
巻
十
一
「
九
日
侍
宴
清
涼
殿
同
賦
菊
是
花
聖
賢
応
製
（
九
日
侍
宴
清
涼
殿
同
賦
菊
是
花
聖
賢
応
製
）（
詩

序
）」
大
江
匡
衡328

）

　
「
上
宰
左
相
」
は
藤
原
道
長
、「
儀
同
三
司
」
は
藤
原
道
隆
の
嫡
男
伊
周
の
こ
と
。
こ
の
詩
宴
は
、
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
あ
る

い
は
六
年
の
い
ず
れ
か
の
九
月
九
日
（
重
陽
）
に
一
条
天
皇
の
主
宰
で
開
催
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
）
（1
（

。「
金
馬
石
渠
」
は
、
そ

れ
ぞ
れ
金
馬
門
、
石
渠
閣
を
指
し
、
い
ず
れ
も
文
人
の
居
所
を
意
味
す
る
。
こ
の
詩
宴
に
参
集
し
た
の
は
、
道
長
や
伊
周
の
ご
と
き

天
皇
の
高
臣
、
公
卿
、
官
吏
、
儒
者
で
あ
っ
た
。「
渉
詞
江
而
叩
舷
」
以
下
は
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
詩
宴
で
詩
作
す
る
模
様
を
表

す
。「
詞
江
」「
翰
苑
」
の
対
語
は
詩
作
の
場
す
な
わ
ち
詩
宴
の
意
。「
叩
舷
、
遥
躍
水
心
之
龍
」
は
詩
作
、
す
な
わ
ち
文
章
を
織
り

成
す
と
い
う
行
為
を
、
水
面
の
真
ん
中
で
龍
が
躍
り
上
が
り
周
囲
に
波
紋
を
広
げ
る
さ
ま
に
な
ぞ
ら
え
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。「
采
風
骨
之
雉
」
は
、『
文
心
雕
龍
』
風
骨
篇
が
「
風
骨
」
に
つ
い
て
「
怊
悵
述
情
、
必
始
乎
風
、
沈
吟
鋪
辞
、
莫
先
於
骨
。
故

辞
之
待
骨
、
如
体
之
樹
骸
、
情
之
含
風
、
猶
形
之
包
気
（
怊
悵
し
て
情
を
述
ぶ
る
は
、
必
ず
風
よ
り
始
め
、
沈
吟
し
て
辞
を
鋪し

く

は
、
骨
よ
り
先
な
る
は
莫
し
。
故
に
辞
の
骨
に
待
つ
は
、
体
の
骸
を
樹
つ
る
が
如
く
、
情
の
風
を
含
む
は
、
猶
ほ
形
の
気
を
包
む
が

ご
と
し
）」
と
し
た
上
で
「
夫
翬
翟
備
色
、
而
翾
翥
百
歩
、
肌
豊
而
力
沈
也
。
鷹
隼
乏
采
、
而
翰
飛
戻
天
、
骨
勁
而
気
猛
也
。
文
章

才
力
、
有
似
于
此
。
若
風
骨
乏
采
、
則
鷙
集
翰
林
、
采
乏
風
骨
、
則
雉
竄
文
囿
（
夫
れ
翬
翟
色
を
備
へ
、
而
れ
ど
も
翾
翥
す
る
こ
と

百
歩
の
み
な
る
は
、
肌
豊
か
に
し
て
力
沈
め
ば
な
り
。
鷹
隼
は
采
に
乏
し
く
、
而
れ
ど
も
翰
飛
し
て
天
に
戻
る
は
、
骨
勁
く
し
て
気

猛
け
れ
ば
な
り
。
文
章
の
才
力
、
此
れ
に
似
た
る
こ
と
有
り
。
若
し
風
骨
あ
り
て
采
に
乏
し
け
れ
ば
、
則
ち
鷙�

翰
林
に
集
ま
り
、

采
あ
り
て
風
骨
に
乏
し
け
れ
ば
、
則
ち
雉�

文
囿
に
竄
る
）」、
す
な
わ
ち
、「
風
骨
（
明
確
な
意
図
と
的
確
な
表
現
）」
の
な
い
文
人

は
、
色
が
美
し
い
ば
か
り
で
長
く
は
飛
べ
な
い
き
じ
（
雉
・
翬
翟
）
と
同
じ
だ
、
と
い
う
の
を
典
拠
と
す
る
。
従
っ
て
掲
出
の
匡
衡



「詩」と「酔」の空間

一
四
五

の
詩
序
に
「
采
風
骨
之
雉
〔
＝
美
し
い
ば
か
り
で
な
く
「
風
骨
」
も
備
え
た
雉
を
と
る
〕」
と
い
う
の
は
、
詩
宴
で
美
し
く
か
つ

「
風
骨
」
を
備
え
た
詩
を
作
る
こ
と
を
い
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
渉
詞
江
而
叩
舷
、
遥
躍
水
心
之
龍
、
猟
翰
苑
而
飛

鑣
、
暗
采
風
骨
之
雉
」
の
隔
句
対
の
う
ち
、
上
句
は
「
渉
」「
江
」「
舷
」「
龍
」
と
い
っ
た
「
水
」
に
縁
あ
る
語
で
、
下
句
は
「
苑
」

「
鑣
」「
雉
」
と
い
っ
た
「
猟
」
に
縁
あ
る
語
で
、
縁
語
的
な
表
現
が
そ
れ
ぞ
れ
結
構
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
表
現

方
法
、
す
な
わ
ち
詩
宴
の
場
を
峯
や
海
、
江
や
林
な
ど
の
具
体
的
な
自
然
物
に
な
ぞ
ら
え
、
詩
宴
の
模
様
や
詩
作
と
い
う
行
為
を
、

そ
う
し
た
自
然
物
と
縁
語
的
な
関
係
に
あ
る
語
彙
を
ち
り
ば
め
て
表
現
す
る
と
い
う
や
り
方
は
、
平
安
期
の
漢
詩
文
、
と
り
わ
け
詩

序
に
多
く
見
え
る
。

　

こ
う
し
た
表
現
は
、
そ
の
と
き
ど
き
に
開
催
さ
れ
る
詩
宴
と
い
う
場
（
あ
る
い
は
詩
が
製
作
さ
れ
る
場
）
を
、
現
実
に
存
在
す
る

別
の
空
間
（
江
、
海
、
林
、
峯
な
ど
）
に
な
ぞ
ら
え
た
表
現
だ
と
い
え
る
。
そ
し
て
、「
詩
境
記
」
が
「
酔
郷
記
」
の
「
無
丘
陵
阪

険
」
に
拠
り
、「
詩
境
」
を
仮
構
し
て
「
無
水
土
山
川
」
と
す
る
の
は
、
一
方
で
こ
う
し
た
表
現
が
前
提
と
な
っ
て
の
こ
と
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
う
し
た
表
現
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
、「
酔
郷
」
か
ら
「
詩
境
」
へ
の
連
想
を
容
易
に
し

た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
詩
作
の
場
を
江
、
海
、
林
、
峯
な
ど
に
よ
っ
て
仮
構
す
る
表
現
、
あ
る
い
は
そ
れ

に
関
連
し
た
縁
語
的
な
表
現
に
つ
い
て
は
、
典
拠
や
展
開
な
ど
、
改
め
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
て

お
き
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
仮
構
の
仕
方
が
極
め
て
修
辞
的
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
詩
作
の
場
を
具
体
的
な
自
然
物
に
な
ぞ
ら
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
そ
の
場
の
有
り
様
を
抽
象
化
す
る
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。



一
四
六

四
、
詩
作
そ
れ
自
体
を
空
間
と
し
て
捉
え
る

　

前
節
で
は
、「
詩
境
」
が
詩
宴
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
例
を
取
り
上
げ
、
詩
宴
と
い
う
詩
作
の
場
が
、
江
、
海
、
林
、
峯
な
ど
の

新
た
な
空
間
に
仮
構
さ
れ
る
有
り
様
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
一
方
、「
詩
境
」
が
空
間
と
し
て
仮
構
さ
れ
る
有
り
様
と
し
て
は
、
以

下
の
ご
と
き
例
も
見
え
る
。

其
一
願
曰
、
就
天
満
天
神
廟
、
会
文
士
献
詩
篇
。
以
其
天
神
為
文
道
之
祖
、
詩
境
之
主
也
。（
其
の
一
つ
の
願
に
曰
は
く
、
天

満
天
神
の
廟
に
就
て
、
文
士
を
会
し
て
詩
篇
を
献
ぜ
ん
。
其
れ
天
神
は
文
道
の
祖
、
詩
境
の
主
為た

る
を
以
て
な
り
。）

�
（『
本
朝
文
粋
』
巻
十
三
「
賽
菅
丞
相
廟
願
文
（
菅
丞
相
の
廟
に
賽
か
へ
り
ま
う
しす

る
願
文
）」
慶
滋
保
胤400

）

　

こ
の
願
文
は
、
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
七
月
二
十
日
、
道
真
を
祭
神
と
す
る
北
野
天
満
宮
に
報
賽
す
る
た
め
に
製
作
さ
れ
た
願
文

で
あ
る
）
（1
（

。
同
年
四
月
二
十
日
に
出
家
し
た
保
胤
は
、
こ
の
願
文
に
お
い
て
、
か
つ
て
自
分
が
ま
だ
俗
人
で
あ
っ
た
頃
、
道
真
廟
に
自

ら
の
栄
誉
名
声
を
祈
願
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
掲
出
箇
所
で
は
、
そ
の
祈
願
成
就
の
暁
に
は
、
保
胤
が
廟
前
に
文
士
を
集
め

て
詩
を
詠
み
合
い
、
そ
れ
ら
の
詩
を
献
上
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
、
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
道
真
を
評
し
て
「
文
道
之
祖
、
詩
境
之

主
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
詩
境
」
は
、「
主
」
の
語
か
ら
判
断
し
て
、
空
間
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
前
節
で
取
り
上
げ
た
用
例
の
ご
と
き
、
詩
宴
の
場
を
意
味
す
る
も
の
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
無
論
、

詩
宴
の
場
と
い
う
意
も
含
む
で
あ
ろ
う
が
、
よ
り
広
く
、
詩
を
作
る
と
き
の
心
境
や
、
詩
作
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
、
詩
作
の
た
め

の
テ
ク
ニ
ッ
ク
や
、
語
彙
の
選
び
方
な
ど
も
含
め
、
お
よ
そ
詩
作
に
関
わ
る
す
べ
て
の
事
柄
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で



「詩」と「酔」の空間

一
四
七

は
、
こ
う
し
た
事
柄
を
指
し
て
〈
詩
作
の
世
界
〉
と
呼
ん
で
お
く
。「
詩
境
之
主
」
の
「
詩
境
」
と
は
、
こ
う
し
た
〈
詩
作
の
世
界
〉

を
そ
の
ま
ま
空
間
と
し
て
捉
え
た
表
現
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

も
う
一
例
掲
げ
る
。

匡
衡
隔
賢
路
千
万
里
、
疲
驂
殆
黄
焉
、
遊
詩
境
四
十
年
、
学
鹿
未
白
矣
。（
匡
衡
賢
路
を
隔
て
て
千
万
里
、
疲
驂
殆
ん
ど
黄
な

り
、
詩
境
に
遊
び
て
四
十
年
、
学
鹿
未
だ
白
か
ら
ず
。）

（『
本
朝
文
粋
』
巻
九
「
初
冬
於
都
督
大
王
書
斎
同
賦
唯
以
詩
為
友
応
教
（
初
冬
都
督
大
王
の
書
斎
に
し
て
同
じ
く
唯
だ
詩

を
以
て
友
と
為
す
と
い
ふ
こ
と
を
賦
し
て
教
に
応
ず
）（
詩
序
）」
大
江
匡
衡268

）

　

掲
出
し
た
の
は
、
長
保
元
年
（
九
九
九
）
に
製
作
さ
れ
た
「
唯
以
詩
為
友
」
と
い
う
詩
題
の
詩
序
で
あ
る
。
掲
出
箇
所
は
、
詩
序

の
第
三
段
で
、
匡
衡
が
謙
辞
を
述
べ
た
箇
所
に
当
た
る
。「
賢
路
」
は
賢
人
が
立
身
出
世
す
べ
き
道
。「
疲
驂
殆
黄
」
は
、『
毛
詩
』

周
南
「
巻
耳
」
に
「
陟
彼
高
岡
、
我
馬
玄
黄
。（
彼
の
高
岡
に
陟の
ぼ

り
て
、
我
が
馬
玄く
ろ

か
し
黄き

に
な
ん
ぬ
。）」
と
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の

毛
伝
に
「
玄
馬
病
則
黄
。（
玄
馬
病
み
ぬ
る
と
き
は
黄
な
り
。）」
と
あ
る
の
を
典
拠
と
し
、
自
ら
を
疲
れ
た
そ
え
馬
に
な
ぞ
ら
え
、

そ
の
馬
が
病
気
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。「
学
鹿
未
白
」
は
「
三
輔
決
録
曰
、
辛
繕
、
字
公
文
、
少
治
春
秋
詩
易
。
隠
居
弘
農
華
陰
、

弟
子
受
業
者
六
百
餘
人
、
所
居
旁
有
白
鹿
、
甚
馴
、
不
畏
人
。（
三
輔
決
録
に
曰
は
く
、
辛
繕
、
字
は
公
文
、
少
く
し
て
春
秋
詩
易

を
治
む
。
隠
れ
て
弘
農
の
華
陰
に
居
り
、
弟
子
の
業
を
受
く
る
者
六
百
餘
人
、
居
る
所
の
旁
ら
に
白
鹿
有
り
、
甚
だ
馴
れ
て
、
人
を

畏
れ
ず
。）」（『
藝
文
類
聚
』
鹿
所
引
）
と
あ
る
故
事
を
踏
ま
え
、
自
ら
の
学
問
が
い
ま
だ
辛
繕
の
ご
と
き
高
い
水
準
に
及
ば
な
い
こ

と
を
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
「
遊
詩
境
四
十
年
」
と
い
う
と
き
の
「
詩
境
」
は
、
先
に
見
た
保
胤
の
願
文
の
「
詩
境
之

主
」
と
い
う
表
現
に
同
じ
く
、〈
詩
作
の
世
界
〉
を
意
味
す
る
表
現
で
あ
ろ
う
。



一
四
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匡
衡
に
は
、
他
に
も
「
菊
残
留
秋
思
（
菊
残
り
て
秋
の
思
ひ
を
留
む
）」（『
江
吏
部
集
』
巻
下
）
の
尾
聯
に
「
微
叢
難
同
隔
仙

席
）
（1
（

、
詩
境
外
人
任
酔
郷
（
微
叢�

同と
も

に
す
る
こ
と
難
し�

仙
席
に
隔
た
れ
り
、
詩
境
の
外
の
人�

酔
郷
に
任
さ
ん
）」
が
あ
る
。
尾
聯
は

句
題
詩
の
構
成
方
法
に
お
け
る
述
懐
、
す
な
わ
ち
作
者
自
身
の
感
懐
あ
る
い
は
謙
辞
を
述
べ
る
箇
所
に
当
た
る
。
掲
出
箇
所
の
上
句

の
「
微
叢
」
は
詩
題
の
「
菊
」
に
繋
け
て
匡
衡
自
身
を
い
い
、「
仙
席
」
は
詩
宴
の
場
（
宮
中
で
の
詩
宴
か
）
を
指
し
、
上
句
は
総

じ
て
み
す
ぼ
ら
し
い
自
分
（
微
叢
）
が
素
晴
ら
し
い
詩
宴
の
席
（
仙
席
）
に
列
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
る
も
の
だ
ろ
う
。
一

方
下
句
に
は
「
詩
境
」
と
「
酔
郷
」
と
が
と
も
に
見
え
る
。
こ
の
う
ち
の
「
酔
郷
」
は
王
績
の
「
酔
郷
記
」
を
典
拠
と
し
、
酔
心
地

を
空
間
化
し
た
表
現
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
詩
境
」
は
、
本
節
で
取
り
上
げ
た
保
胤
の
願
文
や
匡
衡
自
身
の
詩
序
の
場
合
に
同
じ

く
、〈
詩
作
の
世
界
〉
を
空
間
と
し
て
捉
え
た
表
現
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
下
句
は
、〈
詩
作
の
世
界
〉（
＝
詩
境
）
の
外
に
い
る
自

分
、
す
な
わ
ち
詩
心
な
く
上
手
く
詩
を
作
る
こ
と
が
で
き
な
い
自
分
は
、
酔
心
地
（
＝
酔
郷
）
に
身
を
任
せ
て
い
よ
う
（
た
だ
酔
っ

払
っ
て
い
よ
う
）
と
解
釈
で
き
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
前
節
で
考
察
し
た
「
詩
境
」
が
、
江
、
海
、
林
、
峯
な
ど
の
具
体
的
な
空
間
に
詩
作
の
場
を
新
た
に
仮
構
し
直

す
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
本
節
で
言
及
し
た
「
詩
境
」
は
、
詩
作
の
際
の
心
境
や
詩
作
の
場
な
ど
を
含
め
、
い
わ
ば
詩
作
に
関
わ

る
す
べ
て
の
事
柄
の
総
体
を
空
間
と
し
て
捉
え
る
も
の
で
、
両
者
に
は
、
い
わ
ば
仮
構
の
仕
方
に
お
い
て
違
い
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
翻
っ
て
こ
の
二
つ
の
側
面
を
「
詩
境
記
」
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、「
詩
境
記
」
の
「
詩
境
」
は
こ
の
二
つ
の
側

面
を
二
つ
な
が
ら
備
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
詩
境
記
」
の
「
詩
境
」
は
、〈
詩
作
の
世
界
〉
そ
の
も
の
を
具
体
的
な
空
間
に
仮

構
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
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五
、
無
題
詩
か
ら
「
詩
境
記
」
へ

　

と
こ
ろ
で
、
平
安
朝
の
漢
詩
文
に
お
け
る
「
酔
郷
」
の
語
は
、「
酔
郷
記
」
を
典
拠
と
し
、
白
詩
と
同
様
に
酔
心
地
を
空
間
的
に

表
現
し
た
語
彙
と
し
て
用
い
ら
れ
る
例
が
多
く
見
え
る
。
特
に
、
句
題
詩
（
お
よ
び
句
題
の
詩
序
）
の
破
題
に
お
い
て
、
詩
題
の

「
傾
盃
」
や
「
酌
酒
」
な
ど
の
言
い
換
え
と
し
て
「
酔
郷
」「
王
勣
郷
」「
入
郷
」
な
ど
と
用
い
ら
れ
る
例
が
圧
倒
的
に
多
い
。
そ
も

そ
も
句
題
詩
の
詩
題
に
は
、「
酔
看
落
水
花
（
酔
ひ
て
水
に
落
つ
る
花
を
看
る
）」、「
逢
花
傾
一
盃
（
花
に
逢
ひ
て
一
盃
を
傾
く
）」、

「
載
酒
訪
幽
人
（
酒
を
載
せ
て
幽
人
を
訪
ふ
）」「
酌
酒
対
明
月
（
酒
を
酌
み
て
明
月
に
対
す
）」
な
ど
、
飲
酒
を
題
材
と
す
る
も
の
が

極
め
て
多
く
、
当
然
な
が
ら
、
詩
宴
が
ま
さ
に
酒
宴
の
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
顕
著
に
窺
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、「
詩
境
」
の
語
と

「
酔
郷
」
の
語
と
の
語
彙
同
士
の
関
連
と
い
う
点
か
ら
す
る
と
、
句
題
詩
に
は
こ
の
二
つ
の
語
彙
の
関
連
を
ほ
ぼ
窺
う
こ
と
が
で
き

な
い
。
前
節
に
掲
出
し
た
匡
衡
の
「
菊
残
留
秋
意
」
を
詩
題
と
す
る
詩
に
「
詩
境
外
人
任
酔
郷
」
と
あ
っ
た
が
、
前
述
の
よ
う
に
匡

衡
は
「
詩
境
」
の
外
に
あ
っ
て
「
酔
郷
」
に
身
を
任
せ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
の
「
詩
境
」
と
「
酔
郷
」
と

は
、
概
念
的
に
は
む
し
ろ
相
反
す
る
関
係
に
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
無
題
詩
に
お
い
て
は
事
情
が
異
な
り
、「
詩
境
」
と
「
酔
郷
」
と
の
結
び
つ
き
を
顕
著
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

中
で
も
、『
本
朝
無
題
詩
』
に
収
載
さ
れ
る
匡
房
の
無
題
詩
に
お
い
て
は
、「
酔
郷
」
と
「
詩
境
」
と
が
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
る
例

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
全
十
六
句
の
七
言
排
律
の
う
ち
第
七
句
か
ら
第
十
二
句
を
掲
げ
る
）。

　
　

玄
石
酌
如
寒
気
尽
、
玉
山
傾
似
暖
風
新
。　
　

�

玄
石
酌
み
た
れ
ば
寒
気
尽
く
る
が
如
く
、
玉
山
傾
け
れ
ば
暖
風
新
た
な
る
に
似



一
五
〇

た
り
。

　
　

山
陰
昔
興
帰
何
処
、
河
朔
夏
遊
是
幾
巡
。　
　

�

山
陰
の
昔
の
興
は
何
処
に
か
帰
る
、
河
朔
の
夏
の
遊
び
は
是
れ
幾
た
び
か
巡
れ

る
。

　
　

詩
境
煙
嵐
無
従
我
、
酔
郷
日
月
不
分
人
。　
　

詩
境
の
煙
嵐
は
我
れ
に
従
ふ
こ
と
無
く
、
酔
郷
の
日
月
は
人
を
分
た
ず
。

（『
本
朝
無
題
詩
』
巻
五
「
冬
夜
偶
吟
」
大
江
匡
房33

）
（1
（5

）

　

こ
れ
は
、
冬
の
夜
、
匡
房
が
一
人
で
酒
を
酌
み
つ
つ
自
ら
の
感
興
を
詠
み
込
ん
だ
独
吟
の
詩
で
あ
る
。「
玄
石
」
は
劉
玄
石
の
故

事
を
踏
ま
え
、
酒
を
表
す
。
劉
玄
石
は
中
山
の
酒
屋
で
購
入
し
た
千
日
酒
を
飲
ん
で
千
日
間
寝
込
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
（『
博
物

志
』
ほ
か
）。「
玉
山
」
は
嵆
康
が
酒
に
酔
っ
た
さ
ま
を
い
い
、
や
は
り
酒
を
表
す
。
嵆
康
が
酔
っ
払
っ
た
さ
ま
は
、
ま
る
で
玉
山
が

崩
れ
る
よ
う
だ
っ
た
と
い
う
（『
世
説
新
語
』
容
止
ほ
か
）。「
山
陰
昔
興
」
は
、
山
陰
に
居
た
王
徽
之
（
字
は
子
猷
）
が
剡
県
に
居

た
友
人
の
戴
逵
（
字
は
安
道
）
を
訪
ね
た
故
事
を
踏
ま
え
る
。
王
徽
之
は
雪
の
晴
れ
た
月
夜
、
飲
酒
し
て
戴
逵
を
訪
ね
た
が
、
門
ま

で
来
た
と
こ
ろ
で
、
興
が
尽
き
た
と
い
う
理
由
で
戴
逵
に
会
わ
ず
に
そ
の
ま
ま
帰
っ
て
き
た
と
い
う
（『
晋
書
』
王
徽
之
伝
ほ
か
）。

「
河
朔
夏
遊
」
は
三
伏
（
夏
の
最
も
暑
い
と
き
）
に
劉
松
と
袁
紹
が
河
朔
（
黄
河
の
北
）
で
酒
を
飲
ん
で
暑
さ
を
避
け
た
故
事
を
い

う
（『
太
平
御
覽
』
巻
百
三
十
八
「
酣
酔
」
所
引
「
史
典
論
」
ほ
か
）。
以
上
の
「
玄
石
云
々
」、「
玉
山
云
々
」、「
山
陰
云
々
」、「
河

朔
云
々
」
の
四
句
は
、
い
ず
れ
も
飲
酒
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
、
飲
酒
に
よ
っ
て
身
体
を
温
め
、
王
徽
之
の
よ
う
に
興
尽
き
る
こ

と
な
く
、
劉
松
や
袁
紹
と
同
様
に
暑
さ
を
避
け
る
た
め
真
夏
に
飲
酒
し
て
か
ら
か
な
り
と
き
が
経
っ
た
と
詠
む
。

　
「
詩
境
煙
嵐
無
従
我
、
酔
郷
日
月
不
分
人
」
の
う
ち
、「
酔
郷
日
月
不
分
人
」
は
、「
酔
郷
」
で
は
「
日
月
」
の
光
が
ど
ん
な
人
に

も
分
け
隔
て
な
く
降
り
注
ぐ
こ
と
を
い
い
、
す
な
わ
ち
酔
え
ば
ど
ん
な
人
で
も
ポ
カ
ポ
カ
と
暖
か
く
な
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
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う
。
一
方
、「
詩
境
煙
嵐
無
従
我
」
は
、「
詩
境
」
で
は
山
が
す
み
（
＝
「
煙
嵐
」）
が
あ
た
り
に
立
ち
籠
め
る
こ
と
は
な
い
こ
と
を

い
う
。「
煙
風
」
は
、
自
ら
の
詩
作
を
阻
む
も
の
を
総
じ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
「
詩
境
」
は
、「
煙
嵐
」
の
語
を
用

い
て
山
中
に
仮
構
さ
れ
る
一
方
、
詩
作
の
場
や
テ
ク
ニ
ッ
ク
、
詩
作
の
際
の
心
境
な
ど
、
い
わ
ば
〈
詩
作
の
世
界
〉
を
意
味
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
本
稿
第
三
節
、
第
四
節
で
確
認
し
た
「
詩
境
」
の
あ
り
方
を
二
つ
な
が
ら
踏
襲
し
、
両
者
が
そ
の
延

長
線
に
お
い
て
交
わ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
「
詩
境
」
の
有
様
は
、
前
節
で
確
認
し
た
「
詩
境

記
」
の
「
詩
境
」
と
同
様
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

問
題
は
、「
酔
郷
」
と
「
詩
境
」
の
対
語
に
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
句
題
詩
で
は
、
こ
の
二
つ
の
語
彙
の
関
連
を
ほ
ぼ
窺
う
こ
と

が
で
き
な
い
。
匡
房
の
詩
に
お
い
て
「
酔
郷
」
が
「
詩
境
」
の
対
語
と
さ
れ
て
い
る
背
景
に
は
何
が
あ
る
の
か
。

　

実
は
、『
本
朝
無
題
詩
』
に
収
載
さ
れ
る
無
題
詩
に
お
い
て
は
、
ほ
か
に
も
「
非
唯
勝
地
揺
情
感
、
詩
境
酔
郷
興
両
催
（
唯
だ
勝

地
の
情
感
を
揺
が
す
の
み
に
非
ず
、
詩
境
と
酔
郷
と
興
両ふ
た

つ
な
が
ら
催
せ
り
）」（「
冬
日
山
家
即
事
」
中
原
広
俊�447

）
が
あ
る
。

山
の
素
晴
ら
し
い
景
色
が
詩
人
を
感
動
さ
せ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
山
こ
そ
が
「
詩
境
」
で
あ
り
「
酔
郷
」
な
の
だ
と
詠
む
も
の

で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
「
詩
境
」
お
よ
び
「
酔
郷
」
は
、
詩
人
を
取
り
巻
く
山
全
体
を
指
し
て
い
う
も
の
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
山
こ
そ
が
、「
詩
境
」
と
「
酔
郷
」
と
を
一
体
化
し
、
具
現
化
す
る
、
詩
作
の
場
そ
の
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
「
詩
境
」
と
「
酔
郷
」
と
が
同
じ
詩
作
の
場
を
表
す
も
の
と
し
て
結
び
つ
き
つ
つ
発
想
さ
れ
る
背
景
に
は
、
無
題
詩
と

い
う
詩
の
あ
り
方
が
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

堀
川
貴
司
氏
は
、
句
題
詩
と
無
題
詩
の
相
違
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

句
題
詩
が
句
題
と
い
う
〈
題
〉
を
持
つ
詩
で
あ
る
の
に
対
し
、
無
題
詩
は
〈
題
〉
が
無
い
詩
で
あ
る
。
従
っ
て
作
者
は
〈
場
〉
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と
直
接
向
か
い
合
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き
、
詠
作
の
対
象
と
し
て
の
〈
場
〉
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
、
作
者
自
身
（
境

遇
、
体
験
、
感
情
、
思
考
な
ど
）
と
そ
の
外
界
（
視
覚
・
聴
覚
な
ど
を
通
じ
て
認
識
さ
れ
る
自
然
と
人
事
）、
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
）
（1
（

。

　

無
題
詩
は
、
多
く
の
場
合
、
山
寺
や
山
家
、
貴
族
の
別
業
な
ど
の
風
光
明
媚
な
非
日
常
的
な
場
所
で
製
作
さ
れ
る
。
堀
川
氏
は
、

「
美
し
い
風
景
、
心
を
動
か
さ
れ
る
情
景
─
い
わ
ゆ
る
詩
境
─
に
出
会
っ
た
場
合
に
は
無
題
が
選
ば
れ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
も
推

測
し
て
い
る
。
無
題
詩
で
は
、「
詩
境
」
が
よ
り
具
体
的
な
姿
を
持
っ
て
眼
前
に
立
ち
現
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
詩
作
の
場
と

な
っ
た
山
や
寺
、
別
業
な
ど
、
詩
人
が
詩
を
読
む
と
き
に
そ
こ
に
い
て
、
詩
人
に
感
興
を
与
え
た
そ
の
環
境
が
、
詩
の
内
容
に
よ
り

直
接
的
に
反
映
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
句
題
詩
製
作
で
は
よ
り
抽
象
的
に
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
詩
作
の
場
が
、
無
題
詩
製

作
に
お
い
て
は
よ
り
具
体
的
な
形
を
も
っ
て
作
者
に
提
示
さ
れ
、
詩
の
中
に
詠
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
匡
房

の
「
冬
夜
偶
吟
」
の
ご
と
く
、
詩
作
の
と
き
の
作
者
の
心
境
が
そ
の
ま
ま
詠
み
込
ま
れ
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
「
詩
境
」
と

「
酔
郷
」
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
考
え
た
と
き
、
酒
を
飲
み
つ
つ
詩
を
作
る
と
い
う
場
の
あ
り
方
が
、
そ
の
ま
ま
詩
の
中
に
詠
み

込
ま
れ
る
と
考
え
れ
ば
、「
詩
境
」
と
「
酔
郷
」
も
ま
た
、
容
易
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

匡
房
の
「
冬
夜
偶
吟
」
詩
に
お
い
て
「
詩
境
」
と
「
酔
郷
」
と
が
対
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
匡
房
が
詩
を
作
っ
た
と

き
の
場
の
あ
り
方
が
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
う
し
た
無
題
詩
と
い
う
詩
の
あ
り
方
が
、「
酔
郷
」
か
ら

「
詩
境
」
へ
の
連
想
を
匡
房
の
中
で
促
し
、
ひ
い
て
は
「
詩
境
記
」
成
立
の
要
因
の
一
つ
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



「詩」と「酔」の空間

一
五
三

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
大
江
匡
房
「
詩
境
記
」
の
「
詩
境
」
の
背
景
に
つ
い
て
、
三
点
を
指
摘
し
た
。
一
つ
は
、
詩
宴
の
場
を
峯
や
海
、
江

や
林
な
ど
の
具
体
的
な
自
然
物
に
な
ぞ
ら
え
て
空
間
と
し
て
仮
構
し
、
詩
宴
の
模
様
や
詩
作
と
い
う
行
為
を
、
そ
う
し
た
自
然
物
と

縁
語
的
な
関
係
に
あ
る
語
彙
を
ち
り
ば
め
て
表
現
す
る
と
い
う
表
現
方
法
が
常
套
的
で
あ
っ
た
こ
と
、
一
つ
は
、「
詩
境
」
が
〈
詩

作
の
世
界
〉
と
い
う
べ
き
空
間
と
し
て
の
概
念
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
一
つ
は
、
無
題
詩
が
、
作
詩
と
飲
酒
と
い
う
詩
作
の

場
の
行
為
を
そ
の
ま
ま
詩
の
内
容
と
し
て
取
り
込
ん
だ
こ
と
、
の
三
点
で
あ
る
。
以
上
の
点
か
ら
す
る
と
、
匡
房
の
「
詩
境
」
は
、

詩
作
の
場
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
よ
う
。
そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
今
一
度
「
詩
境
記
」
と
い
う
作
品
を
考
え
直
す
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

注（
１
）　
「
詩
境
記
」
お
よ
び
「
詩
境
」
に
つ
い
て
は
す
で
に
、
田
中
理
子
氏
に
「
秋
未
出
詩
境
」
を
詩
題
と
す
る
大
江
以
言
の
摘
句
「
文
峰

案
轡
白
駒
影
、
詞
海
艤
舟
紅
葉
声
」
を
め
ぐ
っ
て
考
察
が
あ
る
（「
大
江
以
言
の
「
詩
境
」」『
国
文
論
藻　

京
都
女
子
大
学
大
学
院
文

学
研
究
科
研
究
紀
要
』
第
十
三
号
、
二
〇
一
四
年
三
月
）。
田
中
氏
は
、「
詩
境
記
」
の
背
景
と
し
て
、
後
掲
す
る
白
居
易
の
「
詩
境
」

と
「
酔
郷
」
の
対
語
を
想
定
す
る
一
方
で
、「
詩
境
記
」
の
「
詩
境
」
を
、
以
言
の
摘
句
の
発
想
を
継
承
し
た
も
の
と
論
じ
て
い
る
。

本
稿
は
、
田
中
氏
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
、
改
め
て
匡
房
の
「
詩
境
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。



一
五
四

（
２
）　

後
藤
昭
雄
「
大
江
匡
房
「
詩
境
記
」
考
」（『
平
安
朝
漢
文
学
史
論
考
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
四
年
）。
な
お
、
掲
出
の
「
詩
境
記
」

の
本
文
も
後
藤
氏
の
論
考
に
よ
る
。

（
３
）　
『
白
氏
文
集
』
の
本
文
は
、
巻
十
七
、
巻
五
十
二
は
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
本
（
金
沢
文
庫
旧
蔵
本
）
に
、
巻
五
十
一
、
巻
五
十
六
、

巻
五
十
七
は
元
和
四
年
刊
古
活
字
本
（
那
波
本
）
に
よ
る
。

（
４
）　
「
恨
拝
銅
楼
一
月
遅
」
句
の
解
釈
は
、
新
釈
漢
文
大
系
（
明
治
書
院
）
の
解
釈
に
よ
る
。

（
５
）　
『
本
朝
文
粋
』
の
本
文
は
、
身
延
山
久
遠
寺
蔵
本
に
よ
る
。

（
６
）　

曲
水
の
宴
に
つ
い
て
は
、
大
同
三
年
（
八
〇
八
）
二
月
二
十
九
日
に
出
さ
れ
た
平
城
天
皇
の
詔
に
「
夫
三
月
者
、
先
皇
帝
及
皇
太
后

登
遐
之
月
也
、
在
二
於
感
慕
一
、
最
似
レ
不
レ
堪
、
三
日
之
節
、
宜
レ
従
二
停
廃
一
」
と
あ
り
（『
類
聚
国
史
』
巻
七
十
三
「
三
月
三
日
上

巳
附
出
」
所
引
）、『
寛
平
御
記
』
寛
平
二
年
（
八
九
〇
）
三
月
三
日
条
（『
年
中
行
事
抄
』
所
引
）
に
「
終
日
有
二
宴
飲
事
一
、
于
レ
時

有
二
詩
興
一
、
其
題
三
月
三
日
於
二
雅
院
一
賜
二
侍
臣
曲
水
飲
一
」
と
あ
る
の
が
見
え
る
。

（
７
）　

句
題
詩
の
新
題
と
古
句
の
題
（
古
詩
か
ら
一
句
を
抄
出
し
て
そ
れ
を
題
と
す
る
）
と
の
両
者
に
お
け
る
詩
句
の
あ
り
方
に
つ
い
て

は
、W

iebke�D
enecke

「
句
題
詩
の
展
開
─
「
漢
─

詩
」
か
ら
「
和
─

詩
」
へ
─
」（
佐
藤
道
生
編
『
句
題
詩
研
究
』
慶
應
義
塾
大
学

出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
８
）　

句
題
詩
の
構
成
方
法
に
つ
い
て
は
、
主
に
以
下
を
参
照
の
こ
と
。
本
間
洋
一
「
平
安
朝
句
題
詩
考
」（『
王
朝
漢
文
学
表
現
論
考
』
和

泉
書
院
、
二
〇
〇
二
年
、
初
出
は
一
九
九
三
年
十
一
月
）。
蒋
義
喬
「
詠
物
詩
か
ら
句
題
詩
へ
─
句
題
詩
詠
法
の
生
成
を
め
ぐ
っ
て
─
」

（『
和
漢
比
較
文
学
』
第
三
十
五
号
、
二
〇
〇
五
年
八
月
）。
堀
川
貴
司
『
詩
の
か
た
ち
・
詩
の
こ
こ
ろ
─
中
世
日
本
漢
文
学
研
究
─
』

（
若
草
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）。
井
上
和
歌
子
「『
善
秀
才
宅
詩
合
』
律
詩
群
の
検
討
─
句
題
詩
の
詠
法
の
安
定
化
─
」（『
和
漢
比
較
文

学
』
第
四
十
四
号
、
二
〇
一
〇
年
二
月
）。
佐
藤
道
生
『
三
河
鳳
来
寺
旧
蔵
暦
応
二
年
書
写　

和
漢
朗
詠
集　

影
印
と
研
究
』（
研
究



「詩」と「酔」の空間

一
五
五

篇
）（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
四
年
）。
同
『
句
題
詩
論
考
─
王
朝
漢
詩
と
は
何
ぞ
や
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
六
年
）。

（
９
）　
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
本
文
は
、
和
歌
文
学
大
系
（
明
治
書
院
、
二
〇
一
一
年
）
に
よ
る
。

（
10
）　
『
文
鳳
抄
』
の
本
文
は
、
歌
論
歌
学
集
成
（
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）
に
よ
る
。

（
11
）　

平
安
期
の
漢
詩
文
に
お
け
る
縁
語
的
な
表
現
に
つ
い
て
は
、
工
藤
重
矩
「
平
安
朝
漢
詩
文
に
お
け
る
縁
語
掛
詞
的
表
現
」（『
平
安
朝

和
歌
漢
詩
文
新
考　

継
承
と
批
判
』（
風
間
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
、
初
出
は
一
九
八
六
年
十
月
）
が
あ
る
。
こ
の
点
で
、「
分
二
膏
腴
於

酔
郷
一
、
割
二
要
害
於
楽
地
一
」（『
本
朝
文
粋
』
巻
十
一
「
惜
レ
秋
翫
二
残
菊
一
各
分
二
一
字
一
応
レ
製
（
詩
序
）」
紀
長
谷
雄331

）
の
句
が

注
目
さ
れ
る
。

（
12
）　

伊
周
が
大
宰
府
よ
り
帰
京
の
後
、
大
臣
に
准
ぜ
ら
れ
て
儀
同
三
司
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
正
月
、

一
方
で
伊
周
が
没
す
る
の
は
同
七
年
正
月
で
、
詩
宴
の
開
催
は
こ
の
間
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
13
）　

こ
の
願
文
に
つ
い
て
は
、
小
原
仁
『
慶
滋
保
胤
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
14
）　

群
書
類
従
本
は
「
微
叢
難
同
隔
仙
席
」
の
「
同
」
を
「
問
」
に
作
る
。『
日
本
詩
紀
』
に
よ
り
訂
す
。

（
15
）　
『
本
朝
無
題
詩
』
の
本
文
は
本
間
洋
一
『
本
朝
無
題
詩
全
注
釈
』（
新
典
社
注
釈
叢
書
）
に
よ
る
。

（
16
）　

前
掲
注
（
８
）
堀
川
書
。




