
Title 良基と宋代詩論

Author(s) 小西, 甚一

Citation 語文. 1955, 14, p. 1-9

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/68473

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



良

基

ど

宋

代

詩

論

一

良
基
が
宋
代
詩
論
に
接
し
て
ゐ
た
こ
と
は
、
明
瞭
で
あ
る
。

『筑
波
問
答
』

に
、

玉
暦
と
い
ふ
も
の
に
詩
を
ま
な
ぶ
べ
き
事
を
書
き
た
る
に
も
、
只
だ
禅
に

同
じ
と
て
、
心
に
て
心
を
伝
ふ
べ
し
と
見
え
た
れ
ば
、
こ
の
道
も
ま
た
さ

や
う
に
ぞ
あ
る
べ
き
。

と
あ
る
が
、
こ
れ
は

『詩
人
玉
暦
』
の
、

学
詩
渾
似
学
参
禅
。
要
保
心
伝
与
耳
伝

（巻

一
）。

に
依
つ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
ま
た

『十
間
最
泌
抄
』
に
、

詩
の
抄
の
玉
暦
と
い
ふ
も
の
に
言
へ
る
も
、
俗
な
る
心
・
俗
な
る
詞
ｏ
俗

な
る
風
情
を
去
れ
と
言
へ
り
。
連
歌
も
ま
た
か
く
の
ご
と
し
。
　
　
　
．

と
あ
る
の
は
、
た
ぶ
ん

『詩
人
玉
暦
』
の
、

学
詩
先
除
五
俗
。　
一
日
俗
体
、
二
日
俗
意
、
三
日
俗
旬
、
四
日
俗
字
、
五

日
俗
韻

（巻

一
）。

を
さ
す
の
で
あ
ら
う
。
玉
暦
の
な
か
に
は
、
俗
な
る
表
現
を
杏
定
し
た
論
が
た

い
へ
ん
多
い
の
で
、
ど
の
条
を
意
味
す
る
の
か
、
す
こ
し
迷
ふ
け
れ
ど
も
、
右

に
挙
げ
た
条
が
い
ち
ば
ん
近
い
や
う
で
あ
る
。
次
に

『撃
蒙
抄
』
に
、

寄
合
多
か
ら
で
か
な
は
ぬ
こ
と
の
あ
る
べ
き
な
り
。
そ
の
句
興
味
あ
ら
ば

ノ
Jヽ

西

言
多
く
景
物
繁
し
と
い
ふ
と
も
、
こ
れ
を
許
す
べ
し
。
殊
に
堪
能
の
所
作

な
り
。
初
学
の
ま
な
ぶ
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
。
あ
し
く
作
す
る
時
は
、
野
狐

外
道
蝠
落
す
べ
し
。
初
心
に
し
て
こ
れ
を
好
む
べ
か
ら
ず
。

と
あ
る
が
、
こ
の

「野
狐
外
道
蝠
落
す
べ
し
」
は
、
や
は
り

『詩
人
玉
暦
』
の

大
暦
之
詩
高
者
、
街
未
失
盛
唐
、
下
者
漸
入
晩
唐
実
。
晩
唐
之
下
者
、
亦

堕
野
狐
外
道
鬼
窟
中

（巻
二
）。

に
依
つ
て
ゐ
る
。

『撃
蒙
抄
』
の
引
用
は
、
す
こ
し
意
味
が
通
じ
に
く
い
け
れ

ど
、
玉
暦
の
原
文
だ
と
、
き
は
め
て
明
瞭
で
あ
る
。
こ
の
条
は
、
実
は

『詩
人

玉
暦
』
が

『治
浪
詩
話
』
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
前
か
ら
の
引
用
ぶ
り

か
ら
推
察
す
る
と
、
お
そ
ら
く
玉
暦
か
ら
の
孫
引
で
あ
ら
う
。
も
つ
と
も
、
直

接
に

『資
浪
詩
話
』
を
引
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
朱
代
詩
論
に
依
拠

し
て
ゐ
る
と
い
ふ
点
は
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

『
詩
人
玉
置

は
、
南
宋
の
魏
慶
之
が
撰
し
た
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
け
れ
ど

実
は
、
朱
代
詩
論
の
集
成
で
あ
つ
て
、
魏
慶
之
自
身
の
文
章
は
ほ
と
ん
ど
含
ま

れ
て
ゐ
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
書
だ
け
よ
め
ば
、
だ
い
た
い
朱
代
詩
論
の

全
般
に
通
じ
た
結
果
と
な
る
。
そ
の
か
は
り
、
い
ろ
い
ろ
な
立
場
の
諭
を
寄
せ

集
め
た
の
で
、　
論
と
し
て
の
統

一
が
と
れ
て
ゐ
な
い
。　
対
立
的
な
立
場
に
在

る
元
薩
派
の
論
と
紹
述
派
の
論
と
が
雑
居
さ
せ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
な
状
態
だ
か

ら
、
ひ
と
つ
の

「朱
代
詩
論
」
と
し
て
思
想
的
根
拠
に
す
る
こ
と
は
、
と
て
も



で
き
な
い
相
談
で
あ
る
。

し
か
し
、
良
基
は
、
さ
う
し
た
不
統

一
を
あ
ま
り
念
頭
に
お
か
な
か
つ
た
ら

し
い
。
と
い
ふ
よ
り
も
、
彼
の
連
歌
論
は
、
前
の
時
代
か
ら
の
表
現
意
識
を
自

分
の
立
場
か
ら
組
織
だ
て
た
も
の
で
、
分
析
す
れ
ば
、
二
条
家
と
か
京
極
家
あ

る
い
は
冷
泉
家
と
か
の
論
に
還
元
で
き
る
の
で
あ
り
、
新
し
く
考
へ
出
し
た
理

論
と
い
ふ
も
の
が
そ
も
そ
も
無
い
の
だ
か
ら
、
シ
ナ
の
詩
諭
か
ら
新
し
い
思
想

を
摂
取
し
た
点
な
ど
は
、
あ
ま
り
観
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
良
基
が
宋
代
詩
論

を
参
考
に
し
た
の
は
、
主
に
、
自
分
の
持
つ
て
ゐ
る
表
現
論
を
、
文
化
的
に
日

本
よ
り
も
優
位
に
な
る
と
意
識
さ
れ
て
ゐ
た
ン
ナ
の
文
献
で
権
威
づ
け
よ
う
と

い
あ
つ
も
り
か
ら
だ
つ
た
や
う
で
、
自
説
に
合
ふ
も
の
な
ら
ば
、
あ
ま
り
思
想

系
統
な
ど
を
考
慮
せ
ず
に
引
用
し
た
ら
し
く
思
は
れ
る
。
い
は
ゆ
る
断
章
取
義

の
態
度
で
あ
る
。
し
か
も
、
断
章
取
義
で
あ
ま
り
支
障
が
お
こ
ら
な
か
つ
た
の

は
、
良
基
の
論
が
、
二
条
家
系
統
と
京
極
冷
泉
家
系
統
の
思
想
を
ま
ぜ
あ
は
せ

た
も
の
で
あ
り
、
両
種
の
要
素
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統

の
論
に
適
合
す
る
点
を
、
紹
述
派
お
よ
び
元
詰
派
の
主
張
か
ら
引
用
で
き
た
わ

け
で
あ
る
。
紹
述
派
の
思
想
は
ど
ち
ら
か
と
い
へ
ば
二
条
家
的
で
あ
り
、
元
藤

派
の
主
張
は
さ
う
た
う
京
極
冷
泉
家
的
で
あ
る
。

も
つ
と
も
、
単
な
る
装
飾
的
引
用
だ
け
で
あ
つ
た
と
断
定
し
て
は
、
す
こ
し

良
基
に
き
の
ど
く
で
、
も
う
す
こ
し
内
面
的
な
関
聯
も
、
認
め
ら
れ
な
い
わ
け

で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
彼
の
表
現
論
に
含
ま
れ
る
二
条
家
的
な
も
の
と
京
極
冷

泉
家
的
な
も
の
と
の
比
重
に
つ
い
て
、
宋
代
詩
論
が
或
る
程
度
ま
で
影
響
し
た

の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
す
な
は
ち
、
二
条
家
の
棟
梁
で
あ
る
良

基
は
、
当
然
、
純
粋
な
二
条
家
系
統
の
表
現
精
神
を
守
り
さ
う
な
も
の
だ
が
、

事
実
は
、
京
極
冷
泉
家
系
統
の
考
へ
か
た
を
、
か
な
り
採
り
い
れ
て
ゐ
る
。
こ

れ
は
、
為
兼
の
歌
に
好
意
的
で
あ
つ
た
花
園
天
皇
へ
の
顧
慮
も
、
ひ
と
つ
の
原

因
で
は
あ
ら
う
が
、
京
極
ふ
う
の
表
現
意
識
も
さ
う
た
う
言
定
し
て
や
る
た
め

に
は
、
他
に
、
そ
れ
を

「肯
定
し
て
も
さ
し
つ
か
へ
な
い
」
と
す
る
心
の
支
柱

が
必
要
で
は
な
か
つ
た
ら
う
か
。
そ
の
と
き
、
ン
ナ
の
権
威
あ
る
詩
人
た
ち
に

京
極
め
い
た
表
現
論
が
お
こ
な
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
良
基
の
考
へ
を
よ
ほ
ど

固
ま
ら
せ
た
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。

『詩
人
玉
暦
』
を
み
る
と
、
元
蔵
派
の

論
の
方
が
、
分
量
的
に
ず
つ
と
優
勢
だ
か
ら
で
あ
る
。

良
基
と
宋
代
詩
論
と
の
関
係
は
、
お
よ
そ
上
述
の
や
う
な
限
界
を
も
つ
の
で

あ
つ
て
、
何
で
も
彼
で
も
先
方
の
影
響
だ
と
い
ふ
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
や
う

な
範
囲
の
な
か
で
、
次
に
、
も
う
す
こ
し
具
体
的
に
両
者
の
交
渉
を
調
べ
て
み

た
い
。

二

良
基
が
宋
代
詩
論
か
ら
摂
取
し
て
ゐ
る
も
の
と
し
て
は
、
ま
。つ
用
語
が
拳
げ

ら
れ
よ
う
。
い
く
つ
か
を
採
り
あ
げ
て
み
る
。

先
句
は
恋
に
て
詰
ま
り
た
る
に
、
旅
に
と
り
な
す
体
、
も
つ
と
も
風
骨
あ

り

（撃
蒙
抄
）。

す
べ
て
詞
も
て
に
を
は
も
、
い
づ
れ
善
し
悪
し
と
も
定
め
が
た
し
。
只
だ

作
者
の
風
骨
に
在
る
べ
し

（連
理
秘
抄
）。

寄
合
は
、
作
者
の
風
骨
に
よ
り
て
、
す
べ
て
定
ま
り
た
る
所
あ
る
べ
か
ら

ず

（同
）。

定
家
卿
の
書
き
た
る
も
の
に
も
、
自
氏
文
集
の
第

一
・
第
二
の
峡
を
常
に

暗
誦
す
べ
し
。
和
歌
の
風
骨
を
ふ
る
ふ
よ
し
書
か
れ
た
る
上
は
、
申
す
に

及
ば
ず

（九
州
問
答
）。

こ
の

「風
骨
」
は
、
た
ぶ
ん

「作
者
と
し
て
の
は
た
ら
き
」
と
い
つ
た
や
う
な

意
味
に
使
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
シ
ナ
で

「風
骨
」
お
口
”
Ｆ
口
　
と
ぃ
ふ
の
は
、



麗
況
詩
多
在
元
白
之
上
、
稽
有
盛
唐
風
骨
処
‘

（詩
人
玉
暦
巻

一
）。

院
籍
詠
懐
之
作
、
極
為
高
古
。
有
建
安
風
骨

（同
巻
二
）。

三
介
甫
詩
、
雖
乏
風
骨
、　
一
番
清
新
、
似
方
学
語
小
児
、
酷
令
人
愛

（同

巻
十
二
）。

な
ど
の
用
例
か
ら
考
へ
る
と
、
お
そ
ら
く

「
し
つ
か
り
し
た
表
現
の
し
か
た
」

を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ら
う
か
ら
、
良
基
の
使
ひ
か
た
と
は
す
こ
し
違
ふ
わ
け

だ
が
、
両
方
と
も

「把
握
の
適
確
さ
」
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
わ
け
な
の
で
、
良
基

の
誤
用
だ
と
も
い
ひ
に
く
い
。
も
と
の
意
味
と
す
こ
し
ぐ
ら
ゐ
違
つ
て
も
、
自

分
の
言
ひ
た
い
内
容
が
或
る
程
度
ま
で
含
ま
れ
て
ゐ
る
な
ら
、
自
分
流
に
使
つ

て
し
ま
ふ
と
い
ふ
の
が
、
良
基
に
か
ぎ
ら
ず
、
歌
人
や
連
歌
人
た
ち
の
シ
ナ
文

献
に
対
す
る
基
本
的
な
態
度
で
あ
つ
た
。

次
に
、
よ
く
似
た
こ
と
ば
で
、
も
う
ひ
と
つ
「風
力
」
と
い
ふ
も
の
を
拳
げ

よ
う
。こ

の
両
旬
、　
も
つ
と
も
風
力
あ
り
。　
左
右
な
く
出
で
来
が
た
し

（撃
蒙

抄
）。

「
こ
の
両
句
」
と
い
ふ
の
は
、

水
深
く
し
て
駒
も
わ
た
さ
ず

さ
み
だ
れ
の
振
り
分
け
髪
の
柳
蔭
』

泉
涼
し
き
松
風
ぞ
吹
く

住
吉
の
浦
の
商
に
月
見
え
て
』

を
さ
す
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
付
け
味
か
ら
考
へ
て
、
お
そ
ら
く

「風
力
」
は
、

縁
の
あ
る
事
が
ら
で
緊
密
に
付
い
て
ゐ
る

「心
の
は
た
ら
き
」
を
意
味
す
る
の

で
あ
ら
う
。
さ
う
す
る
と
、
あ
ま
り

「風
骨
」
と
違
つ
た
用
法
で
も
な
い
こ
と

に
な
る
。
シ
ナ
の
詩
論
で

「風
力
」
庁
●
∞
〓

を
使
つ
た
例
は
、
ふ
る
く
六
朝

中
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
得
る
が
、
良
基
は
、
も
つ
と
後
の
時
代
の
文
献
で
見
た

の
で
あ
ら
う
。

『詩
人
玉
暦
』
に
は
あ
ま
り
見
え
ず
、

孫
綽

。
許
詢

ｏ
種
庚
諸
公
詩
、
皆
平
典
以
道
徳
論
。
建
安
風
力
尽
実

（巻

十
三
）。

と
あ
る
ぐ
ら
ゐ
の
も
の
で
あ
る
。
他
に
、

半
夜
欺
凌
疱
叔
抱
、
更
兼
風
力
助
威
豪

（巻
九
）
。

と
い
ふ
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
詩
論
用
語
と
し
て
使
つ
た
も
の
で
は
な
い
。

巻
十
三
の
用
例
は
、
ほ
と
ん
ど

「風
骨
」
と
同
じ
や
う
な
感
じ
で
あ
る
か
ら
、

彼
此
用
法
の
異
同
も
、
さ
き
の
場
合
に
ひ
と
し
く
考
へ
て
よ
か
ら
う
。

次
に
、
す
こ
し
内
容
的
な
面
に
わ
た
る
も
の
と
し
て
、
連
歌
に

「眼
」
を
論

じ
た
点
が
拳
げ
ら
れ
る
。
『撃
蒙
抄
』
に
、

風
よ
り
上
は
落
つ
る
滝
浪

流
れ
て
や
月
の
氷
と
知
ら
る
ら
む
』

と
い
ふ
付
合
を
示
し
、

こ
の
句
、
「流
れ
て
や
」
と
い
ふ
字
、
眼
に
て
は
べ
る
な
り
。
水
流
れ
て
、

月
の
氷
と
は
思
ふ
べ
き
な
り
。

と
述
べ
て
ゐ
る
。

「眼
」
く
ｏ
●
は
、
く
は
し
く
は

「句
中
眼
」
と
い
ふ
。

『詩

人
玉
暦
』
に
、

句
中
眼
者
、
世
尤
不
能
解

（巻
三
）
。

「我
携
此
石
帰
、
袖
中
有
東
海
」
。　
山
谷
日
、
此
詩
謂
之
句
中
眼
。
学
者

不
知
此
妙

（巻
六
）
。

な
ど
見
え
て
、
日
本
な
ら

一
子
相
伝
に
で
も
し
さ
う
な
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
の
説

明
は
、句

中
有
眼
也
。
古
人
錬
字
。
只
於
眼
上
錬
。
蓋
五
宇
詩
以
第
三
字
為
眼
、

七
字
詩
以
第
五
宇
為
眼
也

（巻
八
）。

と
あ
る
の
で
、
よ
く
わ
か
る
。
も
つ
と
も
　
五
言
な
ら
第
三
字
と
か
七
言
な
ら



第
五
字
と
か
い
ふ
の
は
、
だ
い
た
い
の
標
準
を
示
し
た
も
の
で
、
い
っ
も
さ
う

だ
と
次
ま
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
右
の
説
明
に
対
す
る
実
例
と
し
て
、
曽
吉

甫
が
、自

玉
堂
中
曽
草
詔
　
水
晶
宮
裏
近
題
詩

と
い
ふ
詩
句
を
子
蒼
に
見
せ
た
ら
、

自
玉
堂
深
曽
草
詔
　
水
晶
宮
冷
近
題
詩

と
修
正
し
て
く
れ
た
の
で
、
だ
ん
ぜ
ん
良
く
な
つ
た
―
―
と
見
え
る
。
こ
の
場

合
、
い
は
ゆ
る

「眼
」
は
、
い
づ
れ
も
七
言
の
第
四
字
に
在
る
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
良
基
の
論
は
、
付
旬
の
う
ち
で

「流
れ
て
や
」
が
表
現
の
焦
点
に

な
つ
て
を
り
、
水
が
流
れ
る
と
い
ふ
着
想
の
お
か
げ
で
、
月
の
氷
と
い
う
趣
向

が
把
握
で
き
た
の
だ
―
―
と
の
意
味
で
あ
る
。
「流
れ
て
や
」
を
「字
」
と
称
す

る
の
は
、　
す
こ
し
変
な
感
じ
だ
が
、　
上
に

「
こ
の
句
…
…
」
と
い
つ
た
関
係

で
、
他
に
言
ひ
か
た
も
無
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
、
句
の
な
か
に
把
握

の
焦
点
と
な
る
も
の
が
有
る
べ
き
だ
と
い
ふ
主
張
を
、
シ
ナ
詩
論
の

「眼
」
と

い
ふ
術
語
で
説
明
し
た
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
、
旬
の
な
か
に
焦
点
を
持
つ
こ
と

は
、　
い
は
ゆ
る

「小
宛
」
の
論
に
も
関
係
が
あ
り
、　
さ
う
し
た
考
へ
か
た
に

ひ
と
つ
の
拠
り
所
を
与
へ
た
と
い
ふ
点
で
、　
注
目
し
て
も
よ
い
か
と
思
は
れ

ス
一
。

こ
の
や
う
に
、
自
分
の
言
ひ
た
い
こ
と
を
シ
ナ
詩
論
の
術
語
で
表
現
し
て
ゆ

く
態
度
は
、
心
敬
に
も
著
る
し
い
。
心
敬
の
連
歌
論
に
お
け
る

「や
せ
」

「さ

む
く
」
な
ど
の
表
現
理
念
が
シ
ナ
詩
論
か
ら
一出
て
ゐ
る
こ
と
は
、　
彼
み
づ
か

に
り

、

詩
に
も
、
賣
島
は
痩
せ
た
り
、
孟
郊
は
寒
し
と
い
へ
り

（
私
語
）。

と
述
べ
て
ゐ
る
の
で
明
ら
か
だ
が
、
こ
れ
は

『詩
人
玉
暦
』
に
、

至
於
郊
寒
島
痩
、
去
之
益
遠

（巻
六
）。

東
疲
祭
柳
子
工
文
、
郊
寒
島
痩
、
元
軽
自
俗
。
此
語
具
眼

（巻
十
五
）。

な
ど
見
え
て
ゐ
る
。
ま
た
、
買
島
に
つ
い
て
、

島
嘗
為
納
子
。
故
有
此
枯
寂
気
味
、
形
之
於
詩
句
也

（巻
十
五
）。

と
あ
る

「枯
寂
」
な
ど
も
、
心
敬
の
表
現
精
神
を
考
へ
る
上
に
、
看
過
で
き
ま

い
。
こ
れ
ら
の

「寒
」
「痩
」
「枯
寂
」
な
ど
は
、
シ
ナ
詩
論
に
お
い
て
は
、
か

な
ら
ず
し
も
褒
め
た
意
味
に
は
使
つ
て
ゐ
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
を
心
敬
が
最
高

理
念
を
あ
ら
は
す
用
語
と
し
て
ゐ
る
の
は
、
さ
き
に
述
べ
た

「自
分
の
言
ひ
た

い
内
容
が
或
る
程
度
ま
で
含
ま
れ
て
ゐ
る
な
ら
、
自
分
流
に
使
つ
て
し
ま
ふ
」

態
度
に
は
か
な
ら
ぬ
。
さ
う
し
た
態
度
の
先
限
を
な
し
た
と
い
ふ
点
で
、
良
基

の
引
用
ぶ
り
に
注
目
し
た
い
の
で
あ
る
。

三

次
に
、
も
う
す
こ
し
内
容
的
な
方
面
に
眼
を
移
し
て
み
よ
う
。
良
基
の
連
歌

論
に
お
い
て

「心
」
が
重
視
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
研
究
者
に
周
知
の
事
実
で

あ
る
か
ら
、
　
い
ち
い
ち
文
例
を
引
く
に
も
お
よ
ば
な
い
で
あ
ら
う
が
、　
そ
の

「心
」
の
質
に
つ
い
て
は
検
討
を
要
す
る
。
そ
も
そ
も

「心
は
新
し
く
詞
は
古

く
」
と
い
ふ
の
は
、
定
家
こ
の
か
た
、
歌
人
の
金
科
玉
條
で
あ
つ
て
、
二
条
家

で
も
京
極
家
で
も
冷
泉
家
で
も
、
そ
の
点
は
一
致
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
、
二
条

家
と
京
極
冷
泉
家
と
で
は
、
心
の

「新
し
さ
」
に
つ
い
て
解
釈
を
異
に
す
る
。

二
条
家
系
統
で
は
、
歌
と
し
て
の
き
ま
つ
た
発
想
の
し
か
た
が
あ
り
、
そ
の
範

囲
の
な
か
で
求
め
る
新
し
み
で
あ
つ
て
、
先
例
の
無
い
新
し
み
は
、
俗
な
る
も

の
と
し
て
排
斥
す
る
。
つ
ま
り
、
い
つ
も
同
様
の
趣
向
ば
か
り
詠
ん
で
ゐ
る
な

か
で
、
ど
こ
か
ち
よ
つ
と
違
つ
た
あ
つ
か
ひ
さ
へ
あ
れ
ば
、
新
し
み
と
し
て
認

め
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
京
極
や
冷
泉
の
系
統
で
は
、
あ
く
ま
で
も



「自
分
の
心
」
で
把
握
し
て
ゆ
か
う
と
す
る
。
だ
か
ら
、
既
に
存
在
す
る

「範

囲
」
な
ど
は
あ
ま
り
相
手
に
せ
ず
、
詠
ま
う
と
す
る
事
が
ら
そ
の
も
の
に
深
ま

る
態
度
と
な
る
わ
け
で
、
二
条
派
か
ら
の
非
難
に
よ
れ
ば
、

歌
の
心
に
も
あ
ら
ぬ
心
ば
か
り
を
先
に
し
て
、
詞
を
も
か
ざ
ら
ず
、
節
を

も
探
ら
ず
、
姿
を
も
繕
は
ず
、
唯
だ
実
正
を
詠
む
べ
し
と
て
、
俗
に
近
く

設
し
き
を
ひ
と
つ
の
事
と
す
る
…
…
。

も
の
だ
と
あ
る

（野
守
鏡
）。
ビ
一条
家
の
棟
梁
で
あ
る
良
基
は
、
当
然

「自
分

の
心
」
で
把
握
し
て
ゆ
く
態
度
を
否
定
し
さ
う

・
な
も
の
だ
け
れ
ど
、
連
歌
の
意

地
は
ど
う
い
ふ
の
が
正
し
い
か
と
間
は
れ
て
、

ま
づ
連
歌
は
第

一
心
な
り
。
真
実
、
時
の
風
景
を
も
昼
夜
工
夫
し
て
、
げ

に
も
と
感
を
浮
か
ぶ
や
う
に
あ
る
べ
き
な
り

（九
州
問
答
）。

と
答
へ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
、
冷
泉
系
統
の
了
俊
に
対
す
る
返
答
な
の
で
、
特
に

京
極
冷
泉
派
む
き
の
説
を
述
べ
た
の
だ
と
考
へ
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。

『九

州
問
答
』
の
三
年
後
に
書
か
れ
た

『連
歌
十
様
』
で
は
、
足
利
義
満
に
対
し
、

連
歌
は
心
を
第

一
と
す
べ
し
。
古
き
事
を
新
し
く
す
る
を
良
し
と
す
べ
き

に
や
。
あ
な
が
ち
に
珍
ら
し
き
事
好
む
べ
か
ら
ず
。　
一
宇
二
字
に
て
新
し

く
な
る
な
り
。

と
、
二
条
家
の
伝
統
的
な
立
場
を
述
べ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

よ
り
も
、
歌
壇
の
古
一象
で
あ
る
了
俊
と
、
ま
だ
十
八
歳
の
義
満
と
の
ち
が
ひ
を

考
へ
る
方
が
、　
穏
当
で
あ
ら
う
。　
い
は
ゆ
る
対
機
説
法
で
、　
初
心
の
段
階
で

は
二
条
派
の
行
き
か
た
を
、
ず
つ
と
進
ん
だ
段
階
で
は
京
極
冷
泉
的
な
態
度
を

そ
れ
ぞ
れ
勧
め
た
も
の
ら
し
い
。
稽
古
の
段
階
に
応
じ
て
指
導
目
標
を
移
動
さ

せ
て
ゆ
く
の
は
、
世
阿
弥
な
ど
に
も
観
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
代
に
共
通

し
た
思
想
で
あ
る
。

し
か
し
、
ど
の
や
う
な
段
階
に
も
せ
よ
、
京
極
冷
泉
的
な
意
味
で
の

「心
」

を
認
め
て
ゐ
る
こ
と
は
事
実
で
、
二
条
家
の
立
場
か
ら
い
へ
ば
、
後
退
と
も
譲

歩
と
も
考
へ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
際
、
何
か
し
つ
か
り
し
た
精
神
的
支
柱
が
あ
れ

ば
、
か
う
い
ふ
妥
協
が
し
や
す
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
わ
た
く
し
は
、
宋

代
詩
論
か
ら
の
支
持
を
認
め
た
い
。　
家
討
人
玉
暦
』
を
ひ
ら
け
ば
、

詩
以
意
義
為
主
、　
文
詞
次
之
。
意
深
義
高
、　
雖
文
詞
平
易
、　
自
是
奇
作

（巻
六
）。

詩
者
、
不
可
言
語
求
而
得
、
心
将
観
英
意
焉

（同
）。

用
意
十
分
下
語
三
分
、
可
幾
風
雅
。
下
語
六
分
、
可
追
李
杜
。
十
分
、
晩

唐
之
作
也
。
用
意
要
精
切
、
下
語
要
平
易

（巻
十
）。

と
い
つ
た
や
う
な
論
が
、
い
く
ら
で
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の

「意
」
は
、
歌

や
連
歌
で
い
ふ

「
こ
こ
ろ
」

に
当
る
の
だ
が
、
良
基
の

「心
を
第

一
と
す
べ

し
」
と

「以
意
義
為
主
」
と
を
比
較
す
る
と
き
、
両
者
の
間
に
交
渉
が
無
か
つ

た
と
は
考
へ
に
く
い
。
良
基
の
心
主
詞
従
説
が
シ
ナ
の
詩
論
を
後
押
し
に
も
つ

て
ゐ
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
否
定
で
き
な
い
で
あ
ら
う
。
し
か
も
、
朱
代
詩
論

に
お
け
る

「意
」
は
、
京
極
冷
泉
的
な
意
味
あ
ひ
で
の

「心
」
に
当
る
の
で
あ

つ
て
、
こ
れ
は
、
例
外
が
無
い
や
う
で
あ
る
。
い
ち
ば
ん
明
ら
か
な
例
と
し
て

は
、

聖
念
嘗
語
余
日
。
詩
家
雖
率
意
、
造
語
亦
難
。
若
意
新
語
工
、
得
前
人
所

未
道
者
、
斯
為
善
也
。
必
能
状
難
写
之
景
、
如
在
日
前
、
含
不
尽
之
意
、

見
於
言
外
、
然
後
為
至

（巻
六
）。

が
あ
る
。

「得
前
人
所
未
道
者
」
「状
難
写
之
景
、　
如
在
日
前
」
と
、
さ
き
の

「真
実
、
時
の
風
景
を
も
昼
夜
工
夫
し
て
、
げ
に
も
と
感
を
浮
か
ぶ
る
」
と
を

比
較
す
れ
ば
、　
両
者
の
等
質
的
で
あ
る
こ
と
は
、　
ほ
と
ん
ど
疑
ふ
余
地
が
な

い
。
右
の
文
の
あ
と
に
、
さ
ら
に

「聖
勲
日
。
作
者
得
於
心
、
覧
者
会
以
意
、

若
…
…
」
と
し
て
、



柳
塘
春
水
漫
　
花
嶋
夕
陽
遅
　
　
　
　
　
　
厳

維

と
い
ふ
詩
句
を
示
し
、
そ
れ
は

「天
容
時
態
、
融
和
胎
蕩
、
豊
不
在
日
前
子
」

と
述
べ
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
、
梅
聖
金
の
考
へ
る

「意
」
は
、
対
象
を

「如
在
日

前
」
と
い
ふ
在
り
か
た
に
お
い
て
把
握
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に

「意
新
」

が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
う
し
た
点
は
、
ま
こ
と
に
京
極
冷
泉
的
だ
と
い

つ
て
よ
ろ
し
い
。

か
や
う
な
性
質
の
表
現
は
、
梅
聖
鯰
が

「作
者
得
於
心
、
覧
者
会
以
意
〓
作

る
方
も
心
で
把
握
す
る
し
、
受
け
と
る
側
も
意
で
理
解
す
る
〕
と
述
べ
て
ゐ
る

や
う
に
、
詩
の

「
こ
こ
ろ
」
を
深
く
掘
り
さ
げ
て
ゅ
く
ど
き
、
は
じ
め
て
成
り

立
つ
の
だ
が
、
そ
の
実
例
と
し
て
、

難
声
茅
店
月
　
人
逃
板
橋
霜
　
　
　
　
　
　
温
庭
鍋

佐
禽
嗜
蹟
野
　
落
日
恐
行
人
　
　
　
　
　
　
賣

島

を
拳
げ
、　
両
者
と
も

「道
路
辛
苦
。
罫
旅
愁
思
、
豊
不
見
於
言
外
乎
」
だ
と

評
し
て
ゐ
る
。　
表
面
は
単
に
事
象
だ
け
を
述
べ
て
ゐ
る
け
れ
ど
、　
底
に
深
い

「心
」
が
ひ
そ
め
ら
れ
て
ゐ
る
―
―
と
い
つ
た
や
う
な
行
き
か
た
は
、
連
歌
で

，つ
、

い
づ
く
如
何
に
と
付
き
た
る
や
ら
む
と
思
ゆ
る
を
、　
よ
く
よ
く
案
ず
れ

ば
、　
お
の
づ
か
ら
深
き
心
の
あ
ら
は
れ
て
、　
幽
玄
な
る
お
も
か
げ
添
ひ

て
、
い
さ
さ
か
埋
み
て
、
下
が
深
く
付
き
た
る
が
、
お
も
し
ろ
く
思
ゆ
る

な
り

（連
理
藤
抄
）。

な
ど
い
は
れ
、
た
い
へ
ん
尊
重
さ
れ
る
。
良
基
が
い
ふ
の
は
、
付
合
の
鍵
と
な

つ
て
ゐ
る
意
味
あ
ひ
が
奥
深
い
こ
と
で
あ
つ
て
、
詩
に
お
け
る

「句
外
之
意
」

と
は
い
く
ら
か
違
ふ
の
だ
が
、
表
現
の
中
心
を
あ
ら
は
に
せ
ず
、
深
く
沈
め
て

ゆ
く
態
度
は
、
共
通
だ
と
い
つ
て
よ
い
。
か
う
し
た
性
質
の
論
は
、

詩
当
使

一
覧
無
遺
語
尽
而
意
不
窮
。

詩
有
句
中
無
其
辞
而
句
外
有
英
意
者
。

古
人
為
詩
、
貴
於
意
在
言
外
、
使
人
思
而
得
之
。

意
在
言
外
、
而
幽
怨
之
情
自
見
、
不
待
明
言
之
也
。
詩
量
予
如
此
。

な
ど
、
い
く
ら
も
見
え
る
も
の
で
あ
る

（右

『詩
入
玉
暦
』
巻
六
）。　
こ
れ
ら

の
点
か
ら
、
良
基
に
お
け
る

「心
」
が
、
少
な
か
ら
ぬ
量
お
よ
び
質
に
お
い
て

宋
代
詩
論
の
裏
づ
け
を
も
つ
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
否
定
で
き
ま
い
と
思
は
れ
る

の
で
あ
る
。

四

次
に

「詞
」
の
方
へ
限
を
移
さ
う
。
良
基
の
「詞
」
に
対
す
る
根
本
態
度
は
、

要
す
る
に

「詞
は
、
花
の
中
に
花
を
た
づ
ね
、
玉
の
中
に
玉
を
も
と
む
べ
し
」

（連
理
誤
抄
）
と
い
ふ
に
尽
き
る
が
、
こ
れ
は
、
具
体
的
に
は
、
晩
唐
詩
の
や

う
な
美
し
さ
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。

晩
唐
の
詩
と
い
ふ
も
の
を
観
れ
ば
、
す
べ
て
、
意
も
知
ら
ぬ
前
よ
り
、
吟

の
お
も
し
ろ
く
し
て
、
心
に
も
し
む
や
う
に
思
え
は
べ
る
な
り
。
詩
歌
の

道
は
、
只
だ
、
意
た
し
か
に
て
、
訂
の
花
を
咲
か
せ
、
玉
の
う
ち
に
玉
を

琢
く
べ
き
も
の
な
り
と
ぞ
承
は
り
お
き
は
べ
る

（筑
波
問
答
）。

ま
た
、
朗
詠
・
楽
府
の
詞
、
こ
の
ご
ろ
流
行
り
た
れ
ば
、
申
す
に
お
よ
ば

ず
、
か
か
り
も
、
詞
も
、
晩
唐
の
さ
さ
め
き
た
る
詩
に
も
劣
り
は
べ
る
に

や

（九
州
問
答
）。

今
は
盛
唐
の
詩
を
本
と
す
る
に
や
。
但
し
、
晩
唐
の
詩
・
宋
朝
の
風
体
、

さ
さ
め
き
て
お
も
し
ろ
き
に
や

（同
）。

晩
唐
の
詩
は
、
だ
い
た
い
に
お
い
て
繊
細
艶
麗
で
あ
り
、
定
家
を
中
心
と
す
る

狭
義
の
新
古
今
風
と
た
い
へ
ん
近
似
し
た
味
ひ
を
も
つ
。
か
う
し
た
美
し
さ
は

す
こ
し
後
で
正
徹
が
お
ほ
い
に
宣
揚
し
て
ゐ
る
点
か
ら
も
わ
か
る
と
は
り
、
傾



向
と
し
て
冷
泉
派
の
流
れ
に
属
す
る
。　
二
条
家
の
主
張
は
、　
い
ふ
ま
で
も
な

く
、
平
懐
の
体
す
な
は
ち
無
味
平
淡
の
表
現
を
専
一
と
す
る
も
の
だ
か
ら
、
良

基
の
晩
唐
的
な
美
し
さ
を
肯
定
し
て
ゐ
る
点
は
、
何
か
理
由
が
無
く
て
は
な
る

ま
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
両
様
の
方
面
か
ら
考
へ
ら
れ
る
。
第

一
に
は
、
歌
と
連

歌
と
の
差
で
あ
る
。
あ
ぐ
ま
で
も
個
人
的
な
沈
潜
を
主
眼
と
す
る
歌
に
対
し
、

共
同
的
な
表
現
お
よ
び
理
解
に
よ
つ
て
成
立
す
る
連
歌
は
、
座
の
人
た
ち
が
誰

で
も
す
ぐ
共
感
で
き
る
最
大
公
約
数
め
い
た

「良
さ
」
を
必
要
と
し
、
さ
う
し

た
必
要
か
ら
、
い
は
ゆ
る

「さ
さ
め
き
て
お
も
し
ろ
き
」
表
現
と
し
て
繊
細
艶

麗
が
強
調
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
第
二
に
は
、
時
代
的
な

好
み
で
あ
る
。
良
基
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
時
代
の
観
阿
弥
と
世
阿
弥
に
よ
つ
て
大

成
さ
れ
た
能
は
、
幽
玄
す
な
は
ち
優
美
さ
を
中
心
理
念
と
す
る
も
の
で
あ
つ
た

が
、
そ
れ
は
、
観
阿
弥
や
世
阿
弥
の
個
人
的
主
張
で
な
く
、
こ
れ
ま
で
に
成
功

し
た
能
役
者
た
ち
は
み
な
幽
玄
な
能
を
演
じ
た
人
ば
か
り
で
あ
つ
た
と
い
ふ
事

実
か
ら
割
り
出
し
た
結
果
な
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
当
時
の
人
士
に
、
優

美
さ
を
尊
重
す
る
精
神
が
行
き
わ
た
つ
て
ゐ
た
こ
と
を
示
す
も
の
だ
と
認
め
ら

れ
る
か
ら
、
連
歌
に
お
い
て
も
、
同
様
の
美
し
さ
が
要
求
さ
れ
た
の
で
は
な
か

ら
う
か
。

そ
れ
に
し
て
も
、
た
と
へ
連
歌
の
世
界
だ
け
に
も
せ
よ
、
二
条
家
の
棟
梁
と

し
て
、
京
極
冷
泉
派
め
い
た
発
言
を
す
る
た
め
に
は
、
何
か
支
柱
が
ほ
し
い
と

こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
や
は
り
宋
代
詩
論
が
も
の
を
言
つ
た
ら
し
い
。
も
つ

と
も
、
宋
代
詩
論
そ
の
も
の
は
、
晩
唐
詩
の
表
現
を
肯
定
し
て
ゐ
な
い
。
と
い

ふ
よ
り
も
、
晩
唐
詩
の
繊
細
艶
麗
に
反
対
し
、
む
し
ろ
朴
拙
な
味
ひ
の
な
か
に

思
想
の
は
つ
き
り
徹
つ
た
表
現
を
重
ん
ず
る
の
が
、宋
詩
の
特
色
な
の
で
あ
る
。

昇

入
玉
暦
』
を
見
わ
た
し
て
も
、
晩
唐
詩
は
、
い
っ
も
褒
め
ら
れ
な
い
方
の

側
に
属
し
て
ゐ
る
こ
と
が
多
い
。
し
た
が
つ
て
、
良
基
の
晩
唐
詩
尊
重
に
対
し

朱
代
詩
論
が
支
柱
に
な
つ
た
と
考
へ
る
の
は
、
す
こ
し
筋
ち
が
ひ
の
や
う
に
も

見
え
る
が
、
宋
代
詩
論
の
晩
唐
詩
批
判
を
よ
く
検
討
す
る
と
、
い
づ
れ
も
、
晩

唐
詩
が

「詞
」
に
走
り
す
ぎ
て

「心
」
を
軽
視
し
た
点
に
、
非
難
の
ほ
こ
さ
き

を
向
け
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
晩
唐
詩
に
お
け
る
「詞
」
の
精
妙
さ
は
、
ち
や
ん
と

認
め
る
の
で
あ
る
。
「意
」
の
十
に
対
し
て
、
李
杜
す
な
は
ち
盛
唐
詩
は

「語
」

が
六
だ
け
れ
ど
、
晩
唐
詩
は

「語
」
が
十
だ
と
い
ふ
論
を
さ
き
に
引
い
た
が
、

こ
の
論
者
も
、
晩
唐
詩
が

「語
」
に
お
い
て
特
色
を
も
つ
こ
と
は
認
め
て
ゐ
る

わ
け
で
あ
る
。
良
基
は
、
す
で
に
心
主
詞
従
の
立
場
を
採
つ
た
の
だ
か
ら
、
詞

従
と
い
ふ
条
件
の
な
か
で

「詞
」
の
精
妙
を
求
め
、
そ
の
実
例
と
し
て
晩
唐
詩

を
発
見
し
た
の
で
あ
り
、
さ
う
し
た
意
味
で
は
、
朱
代
詩
論
が
良
基
の
後
押
し

に
な
つ
て
く
れ
る
。
ま
た
、
な
か
に
は
、
晩
唐
詩
を
褒
め
あ
げ
た
例
も
、
稀
に

は
あ
る
。

『詩
入
玉
Ｅ

巻
十
六
に

「誠
斎
論
晩
唐
詩
有
三
百
篇
之
遺
味
」
と

い
ふ
項
が
あ
つ
て
、

食
夫
齢
与
蒼
予
、
人
敦
不
飴
之
嗜
也
。
初
而
甘
、
卒
而
酸
。
至
於
茶
也
、

人
病
其
苦
也
。
然
苦
未
既
、
而
不
勝
英
甘
。
詩
亦
如
是
雨
己
実
。

〔あ
の
飴
と
茶
を
頂
戴
す
る
と
い
ふ
段
に
な
れ
ば
、
人
は
誰
だ
つ
て
論
の

方
に
手
を
出
す
。
初
め
は
甘
い
が
、
終
り
に
は
酸
つ
ば
く
な
る
。
茶
の
方

に
な
る
と
・、
人
は
そ
の
苦
さ
に
閉
口
す
る
。
し
か
し
、
苦
さ
が
ま
だ
消
え

な
い
う
ち
に
、
甘
く
て
ど
う
に
も
な
ら
な
く
な
る
。
詩
も
そ
の
と
は
り
な

の
だ
。〕

と
い
ふ
讐
へ
を
述
べ
、
そ
れ
を
受
け
て

「三
百
篇
之
後
、
此
味
絶
実
。
惟
晩
唐

・

諸
子
、
差
近
之
」

〔詩
経
の
後
、
こ
ん
な
味
は
す
つ
か
り
無
く
な
つ
た
。
唯
だ

晩
唐
の
連
中
だ
け
が
、
い
く
ら
か
こ
れ
に
近
い
〕
と
い
ふ
。
か
う
し
た
諭
も
、

有
る
こ
と
は
有
る
の
だ
か
ら
、
良
基
が
晩
唐
詩
を
持
ち
あ
げ
る
と
き
、
か
な
り



精
神
的
後
楯
に
な
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。

晩
唐
詩
を
肯
定
す
る
や
う
な
表
現
意
識
に
お
い
て
は
、
磨
き
あ
げ
ら
れ
て
ゐ

な
い
言
ひ
ま
は
し
が
拒
否
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
も
、
当
然
で
あ
ら
う
。
は
じ

め
に
述
べ
た
と
は
り
、
俗
な
る
表
現
が
排
斥
さ
れ
、
そ
の
拠
り
所
と
し
て

『詩

人
玉
暦
』
が
引
か
れ
て
ゐ
る
の
は
、
さ
う
し
た
意
味
あ
ひ
で
あ
る
。
か
な
ら
ず

し
も
俗
と
ま
で
は
行
か
な
い

「俳
諸
」
程
度
の
表
現
で
さ
へ
、
あ
ま
り
好
意
的

に
は
あ
つ
か
は
れ
て
ゐ
な
い
。

初
心
の
ほ
ど
、
あ
ら
く
俳
諸
の
体
を
す
ま
じ
き
な
り

（九
州
問
答
）。

と
見
え
る
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

『菟
ス
波
集
』
に
俳
諸
の
部
が
有
る
ぐ
ら
ゐ

だ
か
ら
、
俳
諧
的
表
現
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
の
で
は
な
い
は
ず
だ
が
、
初
心

の
段
階
で
は
、
い
け
な
い
こ
と
に
な

つ
て
ゐ
る
わ
け
で
、
そ
の
背
後
に
は
、

十
戒
手
俳
諸

（
コ
吋
人
玉
暦
』
巻
五

「十
戒
し
。

と
い
ふ
や
う
な
論
が
控
へ
て
ゐ
た
か
も
し
れ
な
い
。
も
つ
と
も
、
俗
な
る
表
現

が
ぜ
つ
た
い
不
可
だ
と
い
ふ
の
で
は
な
く
、
す
ぐ
れ
た
作
者
が
時
に
応
じ
て
稀

に
試
み
る
の
は
、
わ
る
く
な
い
と
さ
れ
て
ゐ
る
。

な
ほ
つ
れ
な
く
ぞ
人
は
思
ゆ
る

別
れ
に
も
死
な
れ
ぬ
も
の
は
命
に
て
』

と
い
ふ
付
合
に
対
し
て
、

「死
な
れ
ぬ
」
な
ど
は
、
俗
な
る
や
う
に
は
が
れ
ど
も
、
姦
に
て
は
、
殊

に
よ
し

（撃
蒙
抄
）。

と
評
し
た
の
な
ど
が
そ
れ
で
、
こ
れ
と
同
様
の
意
味
あ
ひ
が
、
や
は
り

『詩
人

玉
暦
』
巻
六
に
、

俗
語
雨
採
拾
入
旬
、
了
無
痕
類
、
此
点
瓦
礫
為
黄
金
乎
也
。

〔俗
語
な
の

に
採
り
あ
げ
て
句
の
な
か
に
使
ひ
、
す
こ
し
も
痕
述
な
ど
無
い
の
は
、
こ

，
れ
は
瓦
や
小
石
を
精
錬
し
て
黄
金
に
変
質
さ
せ
た
と
い
ふ
わ
け
だ
ら
う
。〕

と
見
え
る
。

次
に
、
い
ち
ば
ん
注
目
を
要
す
る
の
は
、
詞
の

「
し
を
れ
」
で
あ
る
。

「し

を
れ
」
と
い
ふ
表
現
理
念
は
、
良
基
に
お
い
て
は
、
詞
の
問
題
と
し
て
考
へ
ら

れ
て
ゐ
る
。
た
と
へ
ば
、

花
や
音
の
な
ご
り
な
る
ら
む

霞
め
と
は
思
は
ぬ
月
も
涙
に
て
』

と
い
ふ
付
合
に
対
し
て
、

詞
し
を
れ
て
、
し
か
も
心
お
ほ
く
、

「思
は
ぬ
月
」
と
い
ふ
、
も
つ
と
も

妙
言
な
り

（撃
豪
抄
）。

と
述
べ
て
ゐ
る
の
だ
が
、
右
の
付
合
は
、
業
平
の

「月
や
あ
ら
ぬ
」
を
本
歌
と

し
、
美
し
い
哀
愁
を
お
も
か
げ
に
感
じ
さ
せ
な
が
ら
、
詞
そ
の
も
の
と
し
て
は

直
接
的
な
美
し
さ
を
示
さ
な
い
。
そ
こ
が

「し
を
れ
」
な
の
で
あ
ら
う
。

「し

を
れ
」
が
詞
に
つ
い
て
考
へ
ら
れ
る
表
現
理
念
で
あ
る
こ
と
は
、
良
基
の
用
例

が
、

詞
利
き
の
句
は
、
い
か
に
も
し
み
じ
み
と
、
し
を
れ
た
る
や
う
に
て
、
付

け
よ
く
、
お
も
し
ろ
く
思
ゆ
る
な
り

（連
理
秘
抄
）。

上
手
の
句
は
、
景
物
す
く
な
く
、
心
ふ
か
く
、
詞
ほ
そ
く
し
を
れ
て
、
う

き
う
き
と
な
る
や
う
に
す
る
間
、
い
か
な
る
句
も
付
け
よ
き
な
り

（九
州

問
答
）。

な
ど
、
す
べ
て
詞
に
関
し
て
使
は
れ
て
ゐ
る
点
か
ら
わ
か
る
。
こ
の
「し
を
れ
」

と
似
て
非
な
る
表
現
を

「な
へ
」
と
い
ふ
。

「
し
を
れ
」
は
す
ば
ら
し
い
表
現

だ
が
、
そ
れ
が

「な
へ
た
る
」
表
現
に
な
る
と
、
よ
く
な
い
の
で
あ
る
。

さ
の
み
幽
玄
な
ら
む
と
て
、
な
へ
た
る
詞
を
す
べ
か
ら
ず

（九
州
問
答
）。

幽
玄
す
な
は
ち
優
美
さ
を
ね
ら
ひ
す
ぎ
て
失
敗
し
た
弱
い
表
現
が
「な
へ
た
る
」

な
の
で
あ
ら
う
。
世
阿
弥
の
能
楽
論
に
お
い
て
も

「
し
を
れ
」
の
美
が
説
か
れ



て
を
り
、
良
基
の
い
ふ

「し
を
れ
」
と
同
じ
や
う
な
性
質
ら
し
い
の
だ
が
、
世

阿
弥
も

「
し
を
れ
」
と
似
て
非
な
る
表
現
を
考
へ
、
そ
れ
を

「し
め
り
」
と
称

し
て
ゐ
る
。　
良
基
は
、　
有
文
と
か
無
文
と
か
の
論
を
し
て
ゐ
る
の
で

（九
州

問
答
）、　
そ
れ
を
使
つ
て
言
ひ
あ
ら
は
す
な
ら
、
有
文
を
超
え
た
無
文
が

「
し

を
れ
」
で
あ
り
、
有
文
に
ま
で
達
し
な
い
た
め
の
無
文
が

「な
へ
」
あ
る
い
は

「
し
め
り
」
だ
と
で
も
説
明
で
き
よ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
か
や
う
な
表
現
理
念
は
、
能
役
者
の
方
で
も
論
じ
て
ゐ
る
と
こ

ろ
か
ら
観
る
と
、
か
な
ら
ず
し
も
ン
ナ
か
ら
影
響
さ
れ
た
結
果
だ
と
は
決
め
ら

れ
な
い
。
し
か
し
、
世
阿
弥
は
、
論
の
内
容
そ
の
も
の
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
あ

く
ま
で
彼
の
体
験
に
忠
実
で
あ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
を
言
ひ
あ
ら
は
す
手
段
と
し

て
は
、
い
ろ
い
ろ
先
行
の
議
論
を
摂
取
す
る
の
が
常
で
あ
る
。
も
し
世
阿
弥
に

届
き
さ
う
な
範
囲
で

「し
を
れ
」
の
論
に
役
だ
つ
材
料
が
考
へ
ら
れ
る
な
ら
そ

こ
に
影
響
関
係
を
認
め
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
無
理
で
は
あ
る
ま
い
。
わ
た
く

し
の
考
へ
で
は
、
良
基
や
世
阿
弥
の

「
し
を
れ
」
に
あ
た
る
も
の
は
、
朱
代
詩

論
に
お
け
る

「枯
」
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。　
ま
た

「枯
浩
」
あ
る
い
は

「枯
淡
」
と
も
い
は
れ
る
も
の
で
、
宋
代
の
詩
人
が
、
し
き
り
に
尊
重
し
て
ゐ

る
美
で
あ
る
。
こ
の
「枯
」
は
、
は
じ
め
華
や
か
な
美
し
さ
が
有
つ
て
、
そ
れ
が

だ
ん
だ
ん
深
ま
つ
て
ゆ
き
、
最
後
に
た
ど
り
つ
い
た
平
淡
さ
の
こ
と
で
あ
る
。

『東
波
詩
話
』
に
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

所
量
乎
枯
遣
者
、
謂
英
外
枯
而
中
膏
似
浩
而
実
美
。
淵
明
・
子
厚
之
流
、

是
也
。
若
中
辺
皆
枯
浩
、
亦
何
足
道
。

〔枯
浩
に
価
値
を
認
め
る
の
は
、

そ
れ
が
外
側
は
枯
れ
て
ゐ
て
も
内
面
的
に
は
み
。つ
み
づ
し
く
、
あ
っ
さ
り

し
て
ゐ
る
や
う
で
実
は
美
し
い
と
い
ふ
こ
と
な
の
で
あ
る
。

（陶
）淵
明

や
（
柳
）子
厚
の
流
が
そ
れ
で
あ
る
。
も
し
中
も
外
も
す
つ
か
り
枯
濃
と
い

ふ
の
だ
つ
た
ら
、
て
ん
で
お
話
に
も
何
に
も
な
ら
な
い
。
〕

と
あ
る
。　
こ
の
考
へ
か
た
は
、　
良
基
や
世
阿
弥
と
別
も
の
で
は
な
い
で
あ
ら

う
。

『東
坂
詩
話
』
は
、
五
山
の
禅
僧
た
ち
に
よ
く
よ
ま
れ
て
を
り
、
世
阿
弥

が
そ
の
あ
た
り
か
ら
知
識
を
供
給
し
て
も
ら
ふ
こ
と
も
、
有
り
さ
う
な
こ
と
だ

と
思
は
れ
る
。
同
様
の
考
へ
か
た
は
、
朱
代
詩
論
の
な
か
に
、
い
く
ら
も
出
て

く
る
の
で
、
い
ち
い
ち
は
挙
げ
な
い
。　
家
耐
人
玉
暦
』
巻
十
の

「平
淡
」
と
い

ふ
項
だ
け
な
が
め
て
も
、
別
に
珍
ら
し
い
議
論
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

か
う
し
た
点
を
観
て
く
る
と
、
良
基
が
宋
代
詩
論
を
か
な
り
の
程
度
ま
で
摂

取
し
か
つ
消
化
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
ち
よ
つ
と
否
定
で
き
な
い
や
う
で
あ
る
。

は
じ
め
に
述
べ
た
と
は
り
、
そ
の
摂
取
に
は
お
の
づ
か
ら
限
界
が
有
り
は
す
る

け
れ
ど
、
そ
れ
を
看
過
し
て
は
良
基
を
正
し
く
理
解
で
き
な
い
こ
と
も
確
か
だ

と
思
ふ
の
で
あ
る
。

―
東
京
教
育
大
学
助
教
授
―


