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1

は
じ

め
に

江
戸
時
代
の
俳
諧
と

『荘
子
』
と
の
関

わ
り
は
早
く
か
ら
研
究
者
た
ち
の
関

心
を
呼
ん
だ
。

一
九
三
七
年

に
山
本
平

一
郎
氏
が

「俳
諧
と

『荘
子
』
が
寓

(
1

)

言
」
と
い
う
文
章
で
江
戸
俳
諧

の
三
大
流
派
で
あ

っ
た
貞
門
、
談
林
、
蕉
門

の

作
品
に
引
用
さ
れ
た

『荘
子
』
を
調
査
し

て
以
来
、
数
多
く

の
研
究
が
発
表
さ

れ
た
。
そ
の
中

で
、
今
栄
蔵
氏
と
野
々
村

勝
英
氏

の
論
文
は
談
林
俳
諧
に
お
け

る

『荘
子
』
流
行

の
歴
史
的
背
景
を
探

っ
て
い
た
。
今
氏

は
、
談
林
期
に
盛
ん

(
2
)

な
寓
言
論
は
中
世

の
源
氏
寓
言
論
を
う
け
た
も
の
と
指
摘
し
、
野
々
村
氏
は
談

林

の

『荘
子
』

へ
の
関
心
は
宋

の
時
代
の
中
国
文
人
林
希
逸

の

『荘
子
』
解
釈
、

(
3
)

及
び
、
宋
学
の
影
響
と
関
係
が
深

い
と
指
摘
し
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
を
ふ
ま
え

(4
)

て
、
小
西
甚

一
氏
と
廣
田
二
郎
氏
は
芭
蕉

の
俳
諧
を
中
心
に
研
究
を
行

っ
た
。

い
ず
れ
も
極
く
綿
密
な
考
査
な

の
で
、
簡
単
に
要
約
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、

両
氏
は
と
も
に

『荘
子
』

の
影
響

は
芭
蕉

の
詩

の
世
界

の
成
立
に
非
常

に
重
要

な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
強
調
し
た
。
此

の
外
、
潁
原
退
蔵
氏
、
尾
形
仂
氏
、

福
永
光
司
氏
、
神
田
秀
夫
氏
、
仁
枝
忠
氏
な
ど
の
学
者
の
研
究

に
も
芭
蕉

の
俳

諧
と

『荘
子
』
と

の
関
係

に
つ
い
て
精
到
な
分
析
が
出
さ
れ
た
。

い
ま
ま
で
の
研
究
は
豊
富
な
証
拠
を
通
じ
て
、
『荘
子
』
と
俳
諧

の
関
わ
り

の
意
義
を
証
明
し
、
江
戸
時
代
の
俳
諧
を
読
む

一
つ
の
重
要
な
枠
組
み
を
提
供

し
た
。
し
か
し
、
そ
の
理
由

の
解
明
に
つ
い
て
、
ま
だ
解
け
て
い
な
い
謎
が
残

っ
て
い
る
。
な
ぜ
十
七
世
紀

の
日
本
の
俳
人
た
ち
は
千
年
以
上
も
前
に
他

の
国

で
作
ら
れ
た
、
文
学
作
品
で
も
な
い

『荘
子
』
と
い
う
本

に
、
こ
れ
ほ
ど
長
続

き
す
る
興
味
を
持

っ
て
い
た
の
か
。

こ
れ
は
外
国
人
し
か
持
た
な
い
関
心
で
あ

る
よ
う
だ
が
、
俳
諧
と

『荘
子
』

の
関
連
の
文
学
的
意
義

の
究
明
に
直
接
繋
が

っ
て
い
る
と
思
う
。
本
稿

で
は
、
そ
の
理
由
を
日
本
詩
歌
の
古
典
重
視
の
伝
統

に
探

る
。
古
典
を
極
端
な
ほ
ど
重
視
す
る
こ
の
伝
統

の
中

で
、
新
詩
型
の
確
立
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は
古
典
に
よ

っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
詩

の
表
現
と
評
価
も

古
典
に
基
づ
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
江
戸
俳
人

の

『荘
子
』

に
寄
せ
る
関
心

は
こ
の
よ
う
な
古
典
重
視
の
伝
統
と
密
接
な
関
係
が
あ
り
、
あ
る
意
味
で
は
、

こ
の
伝
統

の
具
体
的
な
現
れ
で
あ
る
と
言
え
る
。
江
戸
時
代

の
俳
人
た
ち
は

『荘
子
』
と
い
う
古
典
を
基

に
し
て
、
「下
位
的
な
も

の
」
と
お
も
わ
れ
る
俳
諧

の
文
学
的
地
位
を
確
立
し
、
そ
の
表
現
体
系
を
更
新
さ
せ
、
俳
諧

の
表
現
力
を

豊
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

2

俳
諧
理
論
の
根
拠
と
し
た

『荘
子
』

日
本
詩
歌
の
古
典
重
視
は
歌
論

の
立
論

に
は

っ
き
り
見
ら
れ
る
。
詩
歌

の
本

質
や
、
…機
能
を
論
じ
る
時
、
古
典

の
引
用

か
ら
出
発
す
る
の
は
慣
例
で
あ
る
。

現
存
し
て
い
る
日
本
最
古

の
歌
学
書

は
宝
亀

三
年

(七
七
二
)
の

『歌
経
標

式
』

で
あ
る
が
、

こ
れ
は
最
古

で
あ
る
か
ら
、
古
典
か
ら
の
引
用
は
な
い
は
ず

で
あ
る
が
、
『歌
経
標
式
』
の
冒
頭

の
段

落
を
読
ん
で
み
る
と
、
中
国
の
古
典

『詩
経
』

の
大
序
か
ら
の
引
用
だ
と

一
目

で
判
定

で
き
る
所
が
あ
る
。
「原
夫
歌

(
5
)

者
所
下
以
感
二
鬼
神
之
幽
情

一
慰
中
天
人
之
恋
心
上
者
也
。」

(原
夫
れ
歌
は
鬼
神
の

幽
情
を
感
ぜ
し
め
、
天
人
の
恋
心
を
慰
む
る
所
以
の
も
の
な
り
。
)
と
か
、
「蓋
亦

(
6
)

詠
レ
之
者
無
レ
罪
聞
レ
之
者
足
二
以
知
7
音
。
」
(蓋
し
亦
之
を
詠
む
者
罪
な
く
、
之
を

聞
く
者
以
て
音
を
知
る
に
足
る
。)
と
か
い
う

『歌
経
標
式
』

の
表
現
は

『詩
経
』

の
大
序

の

「動
天
地
、
感
鬼
神
、
莫
近

於
詩
。」
(天
地
を
動
か
し
、
鬼
神
を
感

ぜ
し
む
る
は
詩
よ
り
近
き
は
な
し
。
)
と

「言
之
者
無
罪
、
聞
之
者
足
以
戒
。
」

(7
)

(之

を
言

ふ
者

は

罪
無

く
、
之

を

聞

く

者

は

以

て
戒

し
む

る

に
足

る
。
)

と

い

う

文

か

ら

来

た

こ

と

は

自

明

な

ほ

ど

は

っ
き

り

し

て

い

る
。

中
国

の
古
典
か
ら

の
引
用
は

『歌
経
標
式
』
よ
り
や
や
遅
く
、
後
世

の
日
本

詩
論

の
典
範

に
な

っ
た

『古
今
和
歌
集
』
(九
〇
五
)
の
序

に
も
あ
る
。
こ
の

意
味
で
は

『古
今
和
歌
集
』

の
序
は
日
本
詩
論

の
古
典
重
視

の
モ
デ

ル
を
立
て

た
と
言
え
る
。
周
知

の
よ
う
に
、
『古
今
集
』
は
漢
語
で
書

い
た
真
名
序
と
仮

名
で
書
い
た
仮
名
序
が
あ
る
が
、
ふ
た
つ
と
も

『詩
経
』

の
六
義
を
和
歌
の
理

論
づ
く
り
に
持
ち
込
ん
だ
。
『古
今
集
』
の
序

に
書

い
て
あ

る
次

の
文
と

『詩

経
』
の

「大
序
」
と

の
関
係

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

(前

略

)
動

二
天

地

、

感

二
鬼

神

、

化

二
人

倫

、

和

二
夫

婦

、

莫

・
宜

二
於

和

歌

。

和

歌

有

二
六

義

、

一
日

・
風

、

二

日

・
賦

、

三

日

・
比

、

四

日

・
興

、

(
8
)

五
日
レ
雅
、
六
日
レ
頌

紀
淑
望

「真
名
序
」

(前
略
)
ち
か
ら
を
も
い
れ
ず
し
て
あ
め

つ
ち
を
う
こ

か
し
、

め
に
み
え

ぬ
お
に
か
み
を
も
あ
は
れ
と
お
も
は
せ
、
を
と
こ
を
む
な
の
な
か
を
も
や

は

ら
げ

、

た
け

き

も

の

〉
ふ

の

こ

〉
ろ

を

も

な

ぐ

さ

む

る

は

う

た

な

り

。

(中
略

)

そ
も
く

歌

の
さ
ま
む

つ
な
り
。
か
ら
の
う
た
に
も
か
く
そ
あ
る
べ
き
。
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そ
の
む
く
さ
の
ひ
と

つ
に
は
そ

へ
歌
、
お
ほ
さ
〉
ぎ
の
み
か
ど
を
そ

へ
た

て
ま
つ
れ
る
う
た

な
に
は
つ
に
さ
く
や
こ
の
は
な

ふ
ゆ
こ
も
り
い
ま
は
は
る
べ
と
さ
く

や
こ
の
は
な

と
い
へ
る
な
る
べ
し
。
ふ
た
つ
に
は
か
ぞ

へ
う
た

さ
く
は
な
に
思
ひ
つ
く
み
の
あ
ぢ
き
な
さ
み
に
い
た
づ
き
の
い
る
も

し
ら
ず

て

と
い

へ
る
な
る
べ
し
。
み

つ
に
は
な
ず
ら

へ
う
た

き
み
に
け
さ
あ
し
た
の
し
も

の
お
き
て
い
な
ば

こ
ひ
し
き
ご
と
に
き

・兄
や
わ
た
ら
む

と
い
へ
る
な
る
べ
し
。
よ
つ
に
は
た
と

へ
う
た

わ
が
こ
ひ
は
よ
む
と
も

つ
き
じ
あ
り
そ
う
み
の
は
ま
の
ま
さ
ご
は
よ

み
つ
く
す
と
も

と
い

へ
る
な
る
べ
し
。

い
つ
〉
に
は
た
ゴ
こ
と
う
た

い
つ
は
り
の
な
き
よ
な
り
せ
ぽ

い
か
ば
か
り
人
の
こ
と

の
は
う
れ
し

か
ら
ま
し

と
い
へ
る
な
る
べ
し
。
む

つ
に
は
い
は
ひ
う
た

こ
の
と

の
は
む
べ
も
と
み
け
り

さ
き
く
さ
の
み
つ
ば
よ

つ
ば
に
と
の

づ
く
り
せ
り

(9
)

と

い

へ
る

な

る

べ

し
。

紀

貫

之

「
仮

名

序

」

(前
略
)
故
正
得
失
、
動
天
地
、
感
鬼
神
、
莫
近
於
詩
。
先

王
以
是
経
夫

婦
、
成
孝
敬
、
厚
人
倫
、
美
教
化
移
風
易
俗
。
故
詩
有
六
義
焉
。

一
日
風
、

　
　
　

二
日
賦
、
三
日
比
、
四
日
興
、
五
日
雅
、
六
日
頌
。

『詩
経
』

「大
序
」

周
知
の
よ
う
に
、
右

の

『古
今
集
』

の
序

の
傍
線

の
有
る
部
分
は
、
『詩
経
』

の

「
大
序
」
か
ら
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
代

の
学
者
達

は

『古
今

集
』
序
を
論
じ
る
時
、
日
本
歌
論
と
中
国
詩
論

の
違
い
を
強
調
し
た
者
が
多
い
。

中
国

の
詩
論
が
古
今
集
序

に
与
え
る
影
響
を
分
析
す
る
際
、
ジ

ョ
ン
・
ウ
ィ
ク

ス
テ
ド

(旨
。ぎ

↓
巨

。什ξ

ヨ

答
巴
)
氏
は
次

の
よ
う
に
言

っ
た
。

も

っ
と
も
古
い
時
代

か
ら
今
日
ま
で
、
中
国
的
文
学
観

の
全
般
に
お
け

る
欠
陥
は
そ
の
実
用
主
義
を
詩
の
第

一
義
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に

対

し
、
『古
今
集
』

の
序
、
特
に
仮
名
序

は
、
実
用
主
義

に
敬
意
を
表

し

て
い
な
が
ら
、
感
情
表
現
を
よ
り
重
視
す
る
文
学

へ
と
方
向
づ
け
た
。
こ

の
方
向
づ
け
は
、
後
の
日
本
人
の
詩
歌
に
関
す
る
観
念

の

一
番
古

い
原
典

に
な

っ
た
。
仮
名
序

の
よ
う
な
尊
敬
す
べ
き
典
拠
を
た
よ
り
に
し
て
ー
そ

の
深
奥
な
中
国
の
参
照
文
は
誤
解
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
、
無
視
さ
れ
た

1
後
世

の
日
本
の
作
家
と
理
論
家
た
ち
は

(中
国
の
そ
の
人
達
と
違

っ
て
)

文
学
の
表
現
的
、
叙
情
的
機
能
の
正
当
化
を
証
明
す
る
義
務
か
ら
解
放
さ

れ
た
。
こ
れ
は
そ
の
後

の
日
本
文
学

の
発
展
に
深
遠
な
意
義
が
あ

つ(罷
・
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ウ
ィ
ク
ス
テ
ド
氏
は
日
本

の
作
家
と
理
論
家
た
ち
が
中
国

の
そ
の
人
達
と
違

っ
て
、
『古
今
集
』

の
序
か
ら
、
文
学

の
表
現
的
抒
情
的
機
能

の
正
当
化
を
証

明
す
る
義
務

か
ら
解
放

さ
れ
た
と
締

め
括

っ
た
が
、
さ
き

の

『古
今
集
』
と

『詩
経
』
の
六
義
と

の
比
較
か
ら
見

て
も
、
こ
れ
を
改

め
て
考
え
る
必
要
が
あ

る
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
『古
今
集
』
序

は
詩
経

の
六
義
を
借
り
た
と
い

っ
て
も
、

そ
の
ま
ま
、
和
歌
に
適
用
し
た
の
で
は
な

い
。

一
部
適
用
し
た
と
し
て
も
、
詩

論
と
詩

の
実
作
が

一
致
し
な
い
こ
と
が
少

な
く
な
い
。
『古
今
集
』

の
序

に
六

義
を
引
用
し
た
か
ら
、
そ
れ
が
和
歌
の
原
則

に
な

っ
た
と
は
、
た
だ
ち
に
言
、兄

な
い
。
本
稿
は
こ
こ
で
ウ
ィ
ク
ス
テ
ド
氏

の
意
見
に
反
対
し
、
日
本
詩
歌

の
抒

情
的
、
表
現
的
特
徴
を
否
定
す
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
江
戸
時
代

の
俳
論

を
調
べ
て
い
る
時
、
筆
者
は
ウ

ィ
ク
ス
テ
ド
氏
の
結
論
と
逆
な
傾
向

に
気
が

つ

い
た
。

つ
ま
り
、
日
本

の
歌
人
た
ち
が
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
少
な
く
と
も
そ

の
理
論
家
た
ち
は
文
学

の
表
現
的
抒
情
的
…機
能

の
正
当
化
を
実
用
主
義

の
立
場

か
ら
証
明
す
る
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
な
か

っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
和
歌

か

ら
俳
諧
ま
で
、
多
く
の
歌
論
俳
論
が
六
義

の
説
明
か
ら
論
理
を
展
開
し
、
自
分

の
主
張
し
た
観
点
や

ス
タ
イ
ル
の
正
当
性

を
証
明
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、

そ
れ
ら

の
詩
論
は

『古
今
集
』
序
よ
り
も

っ
と
説
教
的
、
実
用
的
な
見
方
で
六

義
を
説
明
し
た
。
こ
れ
は
延
宝
年
間

(
一
六
七
三
-
八

一
)
の
初
期

の
江
戸

の

俳
壇
に
起

こ
っ
た
論
争

に
も
見
ら
れ
る
。

一
六
七
四
年
に
談
林

の
宗
匠
西
山
宗

因

(
一
六
〇
五
-
八
二
)
は

『蚊
柱
百

韻
』
を
発
表
し
て
ま
も
な
く
、
当
時
俳
壇

の
主
流
で
あ

っ
た
貞
門

の
俳
人
か
ら

う
ち
は

批
判
さ
れ
た
。
『
し
ぶ
団
』
と
い
う
俳
書
で
貞
門
は

「
俳
諧
と
い
ふ
も
和
歌

の

一
躰
な
ら
ず
や
。
歌
は
国
を
治
め
、
身
を
治
め
る
み
ち
な
り
。」
と
強
く
主
張

し
、
談
林

の
俳
諧
が

「
そ

の
本
意
を
う
し
な
ひ
、

い
ひ
た
き
ま
ま

に
い
ひ
ち

鑢

」
と
否
定
し
た
・
『
し
ぶ
団
』

の
作
家
と
疑
わ
れ
た
貞
門

の
理
論
家
、
北

村
季
吟

(
一
六
二
四
ー

一
七
〇
五
)
は
そ
の
前

の
年
、

一
六
七
三
年

に

『俳
諧

埋
木
』
と

い
う
俳
諧
の
論
書
を
出
し
た
。
冒
頭
の
所

に
、
自
分

の
俳
論
を
書
く

目
的
に
つ
い
て
こ
う
書

い
て
い
る
。

へ
六
義

の
事
し
き
し
ま
の
や
ま
と
こ
と

の
葉

に

ハ
。
古
今
集
に
ぞ
侍
る
を
。

京
極
黄
門

の
御
説

に
。
凡
六
義

の
根
本

ハ
毛
詩
よ
り
こ
と
お
こ
れ
り
。
よ

ろ
し
く
是
を
披
見
し
て
。
其
た
〉
ず
ま
ひ
を
見
よ
と
か
や

の
玉
ひ
け
り
。

連
哥
に

ハ
心
敬
僧
都
。
大
か
た
む
く
さ
の
心
句
ご
と
に
わ
た
る
べ
き
也
な

ど
き
こ
え
玉

へ
り
き
宗
粮
な
ど
も
し
る
し
給

へ
る
に
。
俳
諧

の
句
。
こ
と

な
る
べ
き
に
あ
ら
ね
ば
。
今
此
説

ー
に
し
た
が

ひ
つ
〉
先
師

の
し
め
し
給

へ
る
句
ど
も
を
つ
ら
ね
次
に
(髓
鱗
詮

で

心
あ
て
に
そ
れ
か
と
ば
か
り

(
13
)

か
き
け
が
し
侍
る

「京
極
黄
門

の
御
説
」
と

い
う
の
は
有
名
な
和
歌
歌
人
藤
原
定
家

の
歌
論

の

こ
と
で
あ
る
。
季
吟

の

『俳
諧
埋
木
』

に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
和
歌
論
の
古
典

か
ら
著
名
な
連
歌
師

の
論
説
ま
で
、
『詩
経
』
の
六
義
は
大
事
に
さ
れ
て
き
た
。
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歴
代

の
詩
論

で
は
六
義
を
ど
の
よ
う
に
論
じ
た
か
に
つ
い
て
は
、
季
吟

の
説
明

を
見
て
み
よ
う
。
季
吟

の
論

は
か
な
り
長
い
か
ら
、
六
義
の
な
か
の

「風
」
と

「雅
」

に
関
す
る
部
分
だ
け
を
こ
こ
に
写

し
て
お
こ
う
。

一

風

八
雲
御
抄

に
風
と
云

ハ
そ

へ
う
た
也
。
物
を
物
に
そ

へ
よ
め
る

也
。
其
事
を
い

ハ
で
そ
の
心
を
さ
と
ら
す
と

い
へ
り
と
ー
ー
京
極
黄
門

の

(
マ
マ
)

御
説
に

ハ
風
と
い
ふ
も

の

ハ
。
其
色
見
え
ず
物
に
よ
せ
あ
は
せ
て
。
其
品

あ
ら

ハ
る
〉
た
め
し
な
り
風
の
哥
も

か
く
あ
る
べ
き

に
や
。
い
か
な
る
事

に
て
も
あ
れ
其
事

の
よ
し
を
い
は
む

と
て
あ
ら
ぬ
物
を
ひ
き
よ
せ
て
よ
む

(
マ

マ
)

を
風
の
哥
と
申
也
。
扨
清
輔

の
説

に
い

ハ
く
毛
詩

二
云

上
以
・
風
化
下
。

(
マ

マ
、

「
斥
」
)

以
・
風
刺
レ
上
註
云
風
ー
化
風
-
刺
皆

謂
譬
喩
。
不
二
仟

・
言

一也
今
案
に
同

(
マ

マ
)

書
云
風

ハ
諷
也
。
そ
ふ
と
よ
む
也
。
そ
ふ
と
云

ハ
題
を
あ
ら

ハ
に
い
は
ず

し
て
。
義
を
さ
と
ら
す
る
也
。
故

に
風
を
そ

へ
う
た
と
云
。
宗
祗
古
今

の

抄

二
云
毛
詩
の
六
義

に

ハ
。
種

≧
義

あ
り
て
。
或
経
緯
と
い
ひ
。
或

ハ
躰

用
と
分

つ
と
し
る
せ
り
。
風
に
し

て
興
を
具
す
る
も
あ
り
。
其
様
す
こ
し

本
朝
に
異
也
又
義
通
ず
る
説
も
あ
り
と
い

へ
り
。
連
歌

ニ
ハ
心
敬
僧
都
そ

へ
哥
の
心
と
て

へ
名

ハ
高
く
声

ハ
う

へ
な
し
郭
公
。
と
云
句
を
引
て
二

(
マ
マ
、

「
に
」
脱

)

条
太
閤
様
を
時
鳥
□
そ

へ
。
称
揚
し
奉

る
成
べ
し
。
物

に
そ

へ
て
。
句
の

心
を
あ
ら

ハ
す
を
風
の
句
な
る
べ
し
と
の
た
ま

へ
り
半
松
斎
宗
粮
も
心
に

お
も
ひ
目
に
見
そ

へ
い
ふ
義
也
。
な
ど
し
る
し
給

へ
り
し
是
に
な
ぞ
ら

へ

侍
ら
ば
。
誹
諧

の
句
も
な
に
か
こ
と
な
ら
ん

(中
略
)

五

雅

八
雲
に
云
雅

ハ
た
ゴ
こ
と
哥
と
云
り
。
古
今
是

ハ
こ
と
の
と

〉

の
ほ
り
た
ゴ
し
き
を
云
也
。
定
家
卿
云
雅

ハ
思
ふ
事
を
す
こ
し
も
か
た
よ

る
事
な
く
た
ゴ

一
筋
に
。
始
よ
り
を

ハ
り
迄
い
ひ
下
す
な
り
雅
に
二

つ
あ

り

へ
一
に

ハ
言
雅

へ
二
に

ハ
意
雅
な
り
言
雅
と
云

ハ
こ
と
葉
に
あ
ら

ハ
し

て
。
そ
バ
よ
る
事
な
く
よ
む
也

へ
意
雅
と
云

ハ
心
は
な
を
く

と
こ
と
な

る
事
な
く
詞

に
す
こ
し
う
た
が

ハ
せ
て
。
治
定
な
き
さ
ま
な
ど
も
よ
ミ
な

し
た
ら
ん
を
云
べ
し
。
春
立
と
云
ば
か
り
に
や
み
よ
し
の
〉
山
も
か
す
ミ

て
け
さ

ハ
ミ
ゆ
ら
ん

此
哥

ハ
心

ハ
な
を
く

と
し
て
詞

ハ
す
こ
し
う
た

が
ひ
た
り
則
ば
か
り
に
へ
や
の
や
の
字
と
終
り
の
へ
ら
ん
の
字

ハ
う
た
が

ひ
た
り
。
こ
れ
な
ん
か
な
ふ
べ
き
哥
也
。
清
輔
云
毛
詩
云
。
言
二
天
下
之

事

一形
二
四
方
之
風

}謂
二
之
雅

一雅

ハ
正
也
。
政
有

二
小
大

}
政
有
二
小
雅

一

焉
有
二
大
雅

一焉

へ
今
案

二
雅

ハ
ま
さ
し
き
也

た
ゴ
し
き
也
。
物

に
も
そ

へ
ず
た
と

へ
を
も
と
ら
ぬ
也
。
故

に
雅
を
た
ゴ
こ
と
哥
と
云

へ
宗
祗
云
雅

ハ
賦
に
似
た
り
し
や
う
な
れ
共
。
賦
は
政
の
善
悪
を
か
ぞ

へ
い
ふ
也
。
雅

ハ
政
を
た
ゴ
し
く
あ
り
め
に
い
ふ
也

へ
心
敬
僧
都
雅

の
引
句
に
。
夏
草
も

花

の
秋
に

ハ
成

に
け
り
と
云
を
し
る
し
て
た
ゴ
ち
に
い
ひ
た
る
句
也
。
こ

と
ば
心
を
た
ゴ
し
く
い

へ
る
雅

の
句
也
と
の
た
ま

へ
り
。
宗
粮

ハ
お
も
ふ

事
を
た
ゴ
こ
と
に
い
ふ
義
也
と
て
。

へ
い
つ
を
ミ
ん
山

ハ
う
す
雪
う
す
霞

(
14

)

へ
あ
け
や
す
き
比
と
や
出
て
夕
月
夜
な
ど
云
句
を
引
た
ま

へ
り

は
い
か

い
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六
義
が
季
吟
の
総
括
し
て
言
う
よ
う
に
日
本

の
歌
学
俳
論

の
歴
史
に
浸
透
し

て
い
た
か
ど
う
か
は
本
稿
の
問
題
点

で
は
な
い
が
、
季
吟

の
観
点
に
賛
成

で
き

な

い
と
思
う
人
が
多

い
で
あ
ろ
う
。
季
吟

の
俳
論

に
出
た
理
論
家
た
ち
は
み
な

有
名
な
歌
人
で
あ
り
、
定
家
、
宗
祗
、
心
敬

の
歌
を
読
む
と
、
ど
う
し
て
も
そ

れ
が
六
義

の
こ
と
を
本
に
し
た
と
は
考
え

ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
お

も
し
ろ
い
こ
と
に
、
彼
ら
は
論
を
書
く
と
き
に
誰
で
も
六
義
を
大
切

に
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
季
吟
、
お
よ
び
、
季
吟
が
引
用
し
た
作
家

た
ち

の
こ
う
い
う

書
き
方
自
身
は
興
味
深

い
。

こ
れ
は
日
本
詩
歌
の
古
典
重
視
と
い
う
伝
統
を
立

証
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
こ
れ
は
形
式
的
な
古
典
重
視

で
、
別
に

重
要
な
意
義
が
な
い
と

い
う
見
方
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
古

典
重
視

の
因
習
は
江
戸
俳
諧
に
お
け
る

『荘
子
』
盛
行
を
直
接
導

い
た
と
思
う
。

周
知

の
よ
う
に

「俳
諧
」
と
い
う
の
は
誹
諧
と
も
書
き
、
元
も
と
中
国
か
ら

来

た
言
葉
で
、
滑
稽
を
意
味
す
る
。
中
国

の
唐

の
時
代
に
は
誹
諧
詩

は
機
敏
滑

稽
な
詩

の
こ
と
で
あ

っ
た
。
日
本
最
古

の
勅
撰
集
、
『古
今
和
歌
集
』

に
も
俳

諧
の
部
が
あ

っ
て
、
そ
こ
に
滑
稽
な
和
歌
が
纏
め
て
あ

っ
た
。
後

に
俳
諧

の
連

歌
が
誕
生
し
た
が
、

こ
れ
も
滑
稽
な
連
歌

と
い
う
意
味
で
使

っ
た
の
で
あ
る
。

元
来
、
連
歌
と

い
う
の
は
機
敏
滑
稽
な
句

を
繋
ぐ
歌
人

の
遊
び
と
し
て
始
ま

っ

た
の
だ
が
、
だ
ん
だ
ん
、

一
部

の
連
歌
師

は
こ
れ
を
和
歌

に
お
と
ら
ぬ
高
雅
な

も

の
に
し
よ
う
と
し
て
、
連
歌

の
滑
稽
な
本
質
を
否
定
し
た
。
滑
稽
を
中
心
と

す
る
も
の
は
正
統

で
は
な
い
、
品
の
低

い
も
の
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
室
町
末
期
か
ら
盛
ん
に
な

っ
た
俳
諧
の
連
歌
は
、
専
門
歌
人
の
余
技

と
見
ら
れ
、
純
正
高
雅

の
連
歌
か
ら
除
外
さ
れ
、
俳
諧
の
連
歌
と
は
言
わ
れ
ず

に
、
た
だ

「俳
諧
」
と
呼
ぼ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
最
初

の
連
歌
集
、
『菟
玖

波
集
』

二

三
五
六
)
は
俳
諧

の
連
歌
を
高
雅
な
連
歌

か
ら
区
別
し
た
が
、
後

の

『新
撰
菟
玖
波
集
』
(
一
四
九
五
)
は
俳
諧

の
連
歌
を
入
集
さ

せ
よ
う
と
も

し
な
か

っ
た
。

詩
歌

の
正
統
か
ら
除
外
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
俳
諧

の

『荘
子
』
と
の
出
会

い
に
直
接
関
係
が
あ

っ
た
と
思
う
。
な
ぜ

か
と
い
う
と
、
俳
諧
は
も
と
も
と
連

歌

の

一
体
と
し
て
、
形
式

の
上

で
は
、
連
歌
と
あ
ま
り
区
別
が
な
か
っ
た
。
連

歌
と
の
唯

一
の
違

い
は
そ

の
機
智

の
言
葉
づ
か
い
と
笑

い
の
本
質
で
あ
る
。
し

か
し
そ
の
違

い
は
俳
諧
が
格
式

の
低
い
も

の
と
さ
れ
た
原
因
に
な

っ
た
。
こ
の

よ
う
な
歴
史
的
背
景
の
中
で
、
中
世
末
期
近
世
の
は
じ
め
に
、
俳
諧
が
新
興
階

層

の
好
み
に
投
じ
て
、
独
立
し
た
ジ

ャ
ソ
ル
と
し
て
大

い
に
発
展
し
た
と
き
、

俳
人
た
ち
は
俳
諧
の
文
学
的
地
位
を
高
め
る
た
め
に
、
そ
の
滑
稽
な
表
現
の
正

当
性
を

一
所
懸
命
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
前

に
触
れ
た
詩
論
の
伝

統
主
義
に
従

っ
て
、
貞
門

の
季
吟
は
そ
の
証
明

の
理
論
根
拠
を
古
典
か
ら
探
し

た
。

誹
諧
と
い
ふ
事
。
奥
義
抄
云
。
漢
書
之
誹
諧
者
。
滑
稽
也
。
滑

ハ
妙
義

也
。
稽
詞
不
・
尽
也
。
史
記
滑
稽
伝
・
考
物
云
。
滑
稽
酒
器
也
。
言

ハ出

・

ル
コ
ト

セ

ロ
成

レ章
ヲ
詞
不
二
窮
竭

一若
二
滑
稽
ノ
吐
フ
酒
也
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(中

略

)

　マ
こ

誹
諧

の
字

ハ
わ
ざ
こ
と

〉
よ
む
也

。
こ
れ
に
よ
り
て
皆
人
。
偏
に
戯
言
と

(
マ
マ
)

思

へ
り
。

か
な

ら

ず

し

も

し

か

ら
ざ

る

か
。

今

案

に
。

滑

稽

の
と

も

が

ら

ハ
。

、、、
ち

に
あ

ら

ず

し

て
。

し

か
も

成

・
道

者

也

。

又

誹

諧

ハ
非

二
王

道

～

し

て

し

か
も

妙

義

を
述

た

る

哥

な

り
。

故

に

こ

れ

を

准

二
滑

稽

一
そ

の

お

シ

も
む
き
弁
-
説
利
-

口
あ
る
も

の
〉
如

二
言
語

}火
を
も
水

に
い
ひ
な
す

也
。
或

ハ
狂
言

に
し
て
妙
義
を
あ
ら
は
す
。
此
中
又
心

に
こ
め
詞

に
あ
ら

(15
)

は

れ

た

る

べ

し

右
の
言
葉
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
季
吟

は
主
に
儒
家
系

の
古
典
か
ら
論
拠
を

引

い
た
。
彼
は
ま
ず
滑
稽

の
意
味
を
中
国

の
史
書
に
よ

っ
て
説
明
し
、
滑
稽
と

い
う
言
葉
の
人
を
笑
わ
せ
る
意
味
を
否
定

し
た
。
そ
し
て
、
季
吟
は
俳
諧
の
滑

稽
が
実
用
主
義
的
な
詩
歌
観
と
矛
盾
が

な
く
、
「
ミ
ち
に
あ
ら
ず
し
て
。
し
か

も
成
レ
道
者
也
。
又
誹
諧

ハ
非
二
王
道

皿
し

て
し
か
も
妙
義

を
述
た
る
哥
な
り
。」

と
言

っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
論
理

は
俳
諧

の
滑
稽
な
本
質
と
詩
歌

の
説
教

的
な
機
能

の
あ
い
だ
に
存
在
し
て
い
る
固
有

の
矛
盾
を
簡
単
に
解
決
で
き
な
か

っ
た
。
俳
諧

の
説
教
的
作
用
を
鼓
吹
し
た
貞
門
で
も
、
時

に
は

『荘
子
』
の
寓

言
を
借
り
て
、
貞
門
俳
諧

の
内
容
の
た
め

に
弁
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

た
と
え
ば
、
貞
徳

の
句

に
も
傾
城

に
戯
れ

る
も
の
が
あ

っ
た
が
、
そ
れ
は
ど
う

説
明
し
て
い
い
か
と
聞

か
れ
て
、
季
吟
は
次

の
よ
う
に
答
え
た
。

答

哥
道
は
春
夏
秋
冬
恋
雑

の
六
を
題
と
す
る
ゆ

へ
に
。
世
ー
の
勅
撰

に
も
恋

の
部
を
こ
と
に
た
て
ら
れ
た
れ
ば
。
誹
諧
に
も
恋

の
句

に
な
り
て

は
。
心
を
ふ
か
く
。
思
ひ
入
あ
る
を
こ
ひ
ね
が

へ
り
。
し
か
れ
(黛

)偏
に

色
欲
に
お
ぼ
れ
た
る
心
よ
り
せ
し
人

の
句
と
。
か
の
正
道
を
教
る
と
い
へ

る
誹
諧
の
本
意
を
し
り
た
る
人
の
句
は
。
其
た
ま
し
ゐ
こ
と
な
る
故

に
。

ジ
ツ

ツ
ミ

似

た
る
こ
と
は
似

て
実

は
ひ
と
し
か
ら
ざ

る
物
也
。
知
者

の
作

る
罪
は

ツ

(
マ

マ
)

セ
ン

グ

シ
ヤ

罪
と
も
に
善
。
愚
者

の
つ
く
る
善
は
善
と
も

に
罪
と
い

へ
る
事
も
侍
る
ぞ

か
し
。
源
氏
五
十
四
帖
も
紫
式
部

の
も
と

の
趣
向

は
。
五
倫

の
道
を
を
し

へ
。
菩
提
を
求
る
縁
と
す
べ
き

の
本
意
と
い

へ
ど
お
も
て
は
た
ゴ
好
色

の

タ
ク

物
語
と
見
ゆ
る
が
ご
と
し
。
荘
子
が
寓
言
は
根
な
し
詞

に
託
し
て
道
を
と

タ
グ
ヒ

け
る
を
。
是
を
も
よ
の
つ
ね
の
う
そ
つ
き
の
類
と
せ
ん
は
。
よ
く
荘
子
を

見
し
れ
る
人
と
は
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
希
逸
か
註
の
旨
か
く
の
ご
と
し
。
仏

ベ
ン

カ
イ
ジ
ツ
フ

コ

の
方
便

の
説
を
も
皆
実
不
レ
虚

の
内
証
を
し
ら
で
た
〉
に
そ
ら
こ
と
し
給

ミ
ナ
ジ
ツ

ニ
メ

ナ
ラ

コ

マ
ウ

へ
り
と
世
の
虚
妄

の
人
と
ひ
と
し
く
い
は
ゴ
。
ま
こ
と
に
仏
道

の
罪
人
な

る
が
ご
と
く
。
先
師

の
誹
諧
も
た
ゴ
に
詞
の
末
を
の
み
見
て
浅
く
か
ろ
く

(
16

)

は
思
ふ
ま
じ
き
わ
ざ
な
る
べ
し

「荘
子
が
寓
言
は
根
な
し
詞

に
託
し
て
道
を
と
け
る
を
。
是
を
も
よ
の
つ
ね

の
う
そ

つ
き

の
類
と
せ
ん
は
。

よ
く
荘
子
を
見
し
れ
る
人
と
は
い
ふ
べ
か
ら

ず
。」
と
い
う
見
方
は
貞
門

の

『荘
子
』
寓
言
論
を
代
表
し
て
い
る
。
俳
諧

の

理
論
を
説
教
的

・
実
用
主
義
的
詩
歌
観

の
正
統
に
基
づ
い
て
成
り
立
た
せ
よ
う
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と
し
た
貞
門

の
こ
う
い
う
努
力
は
、
俳
諧

の
俳
諧
た
る
本
質
を
無
く
し
て
し
ま

う
危
険
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
前

に
書
い
た
よ
う
に
、
俳
諧
は
形
式
上

で
は
連

歌
と
区
別
が
な
い
。
俳
諧

の
滑
稽
な
本
質

と
世
俗
性
を
打
ち
消
し
て
し
ま
、兄
ば
、

俳
諧
の
存
在

の
理
由
も
な
く
な
る
の
で
あ

る
。

貞
門
と
は
違

っ
て
、
談
林

は
説
教
的
な
立
場
に
反
対
し
、
機
智
滑
稽
な
詩

の

価
値
と
正
当
性
を

『荘
子
』
を
通
し
て
証
明
し
よ
う
と
し
た
。
貞
門

か
ら
の
批

判
に
対
し
、
西
山
宗
因

の
門
弟
岡
西
惟

中

(
一
六
三
九
-

一
七

一
一
)
は

『し

ぶ
団
返
答
』
を
発
表
し
て
、

つ
ぎ

の
よ
う

に
答
え
た
。

知

ま
な
ご

(ぢ
)

俳
諧
と
い
ふ
も

の
し
ら
れ

ぬ
眼

か
ら

は
、
哥

の

一
躰
じ
や
、
連
哥

の

　

か
へ
す
が
へ
す

す
が
た
じ
や

の
と
の
〉
し
る
。
返
く

『俳
諧
の
蒙
求
』
と
い
ふ
も

の
を

明

暮

枕

あ
け
く
れ
ま
く
ら
に
し
て
、
俳
諧
と

い
ふ
所
に
悟
入
せ
ら
る
べ
し
。
俳
諧

　

ツ
マ
ビ
ラ
カ

と
い
ふ
出
所
と
本
意
と
、
さ
き

の

『蒙
求
』

に
詳

な
れ
ど
も
、
猶
ま
た

記

ひ
き

唐

土

こ

〉
に

し

る

し

ぬ
。

引

あ

は

せ

て
見

ら

る

べ
し

。

そ

れ

、

も

ろ

こ

し

の
書

遣

に
て
は
、

『荘
子
』

一
部
を
俳
諧
の
本
意
と
お
も
ひ
、
文
字
つ
か
ひ
、
言

わ
が

葉

の
や

う

、

皆

俳

諧

と

し

る

べ

し
。

い
ま

我

国

に

し

て

は
、

『
源

氏

』

一

　　
じ
ぼ
た
ん
く
わ
セ
ウ

ハ
ク

部

の
本
意
俳
諧
な
り
と
お
も
ふ
べ
し
。
さ
れ
ば
、
社
丹
花
肖
柏

の
、
『源

読

グ

(濁

マ
マ
V
ウ
ゲ
ソ

氏
』
よ
み
給

ふ
に
も
、
「
お
も
て
は

『荘
子
』
が
寓
言

に
し
て
、
し
る
す

キ
ョ
タ
ン

シ
バ
霆

所

の
虚
誕
な
き
は
司
馬

迂
が

『史

記
』
の
筆
法

に
よ
れ
る
」
と

の
た
ま

(
17
)

へ

り

。

惟
中
は
こ
の
返
答

に
中
国

の
道
家
思
想

の
古
典

『荘
子
』
を
俳
諧

の
根
本
と

す
る
べ
き
だ
と

い
う
お
も
し
ろ
い
見
方
を
持
ち
出
し
た
。
こ
の
見
方
は
実
は
惟

中

一
人
の
主
張
で
は
な
か
っ
た
。
当
時
の
多
く
の
俳
人
、
と
く
に
談
林

の
俳
人

た
ち
は

『荘
子
』

に
深
い
興
味
を
持

っ
て
い
た
。
多
く

の
学
者

に
指
摘
さ
れ
た

よ
う
に
、
宗
因
自
身
も
、
「抑
俳
諧
の
道
、
虚

を
先
と
し
て
実
を
後

と
す
。
和

(
18

)

歌

の
寓
言
、
連

歌

の
狂
言
な
る
。
」
と
言

っ
た
。
宗
因

の
言
う

「寓

言
」
は

『荘
子
』
の
寓
言

の
こ
と
で
あ

る
が
、
当
時

の
俳
人

の
間
に
よ
く
知
ら
れ

て
い

る
こ
と
な

の
で
、
説
明
す
る
必
要
が
な
い
と
思

っ
て
使

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

談
林

の

『荘
子
』
寓
言
論
は
反
伝
統
的
だ
と
普
通
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の

古
典
に
基
づ

い
て
の
立
論
方
法
か
ら
言
え
ぽ
、
伝
統
主
義

の
パ
タ
ー
ソ
か
ら
離

れ
て
い
な
い
。
惟
中

の
俳
論

は
季
吟
と
同
じ
よ
う

に
、
古
典

の
引
用
か
ら
始
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
『近
来
風
体
』

に
彼
は
こ
う
書
い
た
。

一
、
俳
諧

の
事
、
余
が
あ
め
る
蒙
求
に
、
和
漢
の
出
所
を
顕
し
た
れ
ど

も
、
見
聞
に
任

て
し
る
し
ぬ
。
清
輔
奥
義
抄

に
、
俳
諧
は
王
道
に
あ
ら
ず

し
て
、
し
か
も
妙
義

を
の
べ
た
る
也
。
そ

の
趣
、
弁
説
利

口
に
あ
る
も

の
〉
ご
と
し
。
火
を
も
水

に
い
ひ
な
す
也
。
狂
言
に
し
て
妙
を
あ
ら

ハ
す

也
。
心

の
弁
説

・
詞

の
弁
説

・
心

の
利

口

・
詞

の
利

口

・
心

の
狂
言

・
詞

(
19

)

の
狂

言

、

是
也

。
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俳諧の確立と 『荘子』

俳
諧
の
妙
が

『奥
義
抄
』

に
説
か
れ
た
王
道
を
表
す

「
妙
義
」
で
あ

る
と
い

う
惟
中

の
立
場
は
前

に
引
い
た
季
吟
の
説

と

一
緒
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
妙
義

の
趣
は
心
と
詞

の
自
由
と
機
敏
で
あ
る
と
惟
中
は
解
釈
し
た
。
惟
中

の
論

に
出

た
数
多
く

の
日
本
と
中
国

の
古
典

の
な
か
で
、
『荘
子
』

は
特
別

に
重
要
視
さ

れ
た
。
『俳
諧
蒙
求
』
に

「
『荘
子
』

一
部

の
本
意
、
こ
れ
俳
諧
に
あ
ら
ず
と
い

(
20
)

ふ
事
な
し
。」
と
ま
で
書

い
た
。
惟
中

は

『荘
子
』
の
本
意
を
朗
笑

の
精
神
と

修
辞
上

の
自
由
変
化
と
理
解
し
、
そ
れ
は
そ

の
ま
ま
俳
諧
に
適
用
で
き
る
も

の

だ
と
考
え
た
。
次
は

『俳
諧
蒙
求
』

の

一
段
落
で
あ
る
。

一
、
『荘
子
』

一
部
の
本
意
、
こ
れ
俳
諧

に
あ
ら
ず
と
い
ふ
事
な
し
。
「逍

り
ん
き

い
つ

レ

ノ

イ

マ
ノ

ノ

い

は

ゆ

ル

ノ

遥
遊

の
篇
」、
林
希
逸
が
註

に
、
「
不

・
知
是
滑
稽
処
如
今
人
所
謂

断
頭

ハ

ニ

ヲ

そ
の
ジ

ツ

グ
ウ

話
也
」
と
あ
り
。
ま
た
そ
の
下

の
註

に

「
読
二
荘
子

一其
実
皆
寓
言
也
」

と
も
み
え
た
り
。

ま
つ

コ
ン

先

、

『
荘

子

』

が

心

は
、

た

と

へ
ば

、

「
北

の
う

み

に
鯤

と

い

ふ
魚

あ

り

。

大

〈
と
〉

ヘ
ン

そ
の
魚

の
お
ほ
い
さ
、

い
く
ぼ
く
千

里
と
い
ふ
事
を
し
ら
ず
。
そ
の
魚
変

ホ
ウ

　
　

じ
て
鵬
と
い
ふ
鳥
と
な
り
、
そ
の
せ
な
か
幾
千
里
と
い
ふ
事
を
し
ら
ず
。羽

こ

の
鳥

、

海

の
動

く

時

、

北

よ

り

南

の
う

み

へ
う

つ
ら

ん
と

す

。

水

に

は

打

か
け

す
な
は
ち

う

つ
事
三
千
里
、
風
に
の
り
て
の
ぼ

る
事
九
万
里
」
と
書
り
。
こ
れ
則
、

テ
イ

心

の
天
遊
、
変
化
自
然

の
大
自
在
底
也
。
し
か
れ
ば
、

い
ま
す
る
俳
諧
も
、

ア
ラ
バ
レ
い
で

　
　

方
寸
の
胸
中
よ
り
顕

出
て
、
天
地

の
外
に
う
ち
む
か
ひ
、
自
由
変
化

の

シ

ユ
カ
ウ

趣
向
を
お
も
ひ
め
ぐ
ら
し
、
あ
る
事
な
い
事
と
り
あ
は
せ
て
、
活
法
自
在

駆

の
句
躰
を
、
ま
こ
と
の
俳
諧
と
し
る
べ
し
。
山
に
か
け
り
、
野
に
あ
そ
び

花

賞

節

て
、

は
な

を

め

で
、

紅

葉

に
あ

ご
が

る

〉
折

ふ

し

ご

と

に

、

こ

の

こ

〉
ろ

以

セ
ウ

エ
ウ
ユ
ウ

こ
れ

を
も
て
作
す
る
事
、
こ
れ
俳
諧

の
逍
遥
遊

な
ら
ず
や
。
(中
略
)
是
、
か

漫

ジ

ユ
ヨ
ウ

臨遅

ジ
ツ

ゼ

の
大
小
を
み
だ
り
、
寿
夭
を
た
が

へ
、
虚
を
実

に
し
、
実
を
虚

に
し
、
是

ひ

な
る
を
非
と
し
、
非
な
る
を
是
と
す
る
荘
子
が
寓
言
、
こ
れ
の
み
に
か
ぎ

マ
ッ
タ

(21

)

ら
ず
、
全
く
俳
諧

の
俳
諧
た
る
な
り
。

惟
中
た
ち
に
と

っ
て
、

『荘
子
』
は
伝
統
詩
歌
論

の
中
心
を
し
め
た
儒
教

の

古
典
に
匹
敵
で
き
る
権
威
性
を
持

っ
て
い
て
、
そ
し
て
、
俳
諧
と
同
じ
よ
う
な

機
智
滑
稽
な
文
体
を
持

っ
て
い
る
の
で
、
笑

い
の
文
学

の
正
当
性
を
証
明
す
る

理
想
的
な
理
論
根
拠

に
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
惟
中

の

『荘
子
』
理
解
は
、
そ

れ
ほ
ど
深
い
も

の
と
は
言
え
な
い
が
、
説
教
的
機
能
よ
り
、
文
学
的
価
値
を
重

ん
じ
た
点
で
は
、
俳
諧
の
発
展

に

一
歩
進
め
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
古
典
重
要
視
と
い
う
日
本
詩
論

の
伝
統
は
俳
諧
の
正
当
性
を

古
典

に
拠

っ
て
証
明
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
江
戸
時
代

の
俳
人
と

『荘
子
』

と
の
出
会

い
は
こ
ん
な
背
景
に
お
い
て
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
先
に
引

い
た
貞

門
と
談
林

の
俳
論
か
ら
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
貞
門
も
談
林
も
、
そ
れ
ぞ
れ

の
必
要
か
ら

『荘
子
』

の
寓
言
を
利
用
し
、
そ
れ
を
説
教
、
あ
る
い
は
、
修
辞

上
の
道
具
と
し
て
使

っ
た
。
俳
諧
と

『荘
子
』

の
関
わ
り
が
こ
こ
で
止
ま
る
な

ら
、
今
日
の
研
究
者
た
ち
が

こ
れ
に
つ
い
て
こ
れ
ほ
ど
云
々
す
る
こ
と
も
な

い
。

が
、
『荘
子
』
は
談
林

の
後
に
活
躍
し
た
蕉
門
俳
諧

に
も
大
変
重
視
さ
れ
、
俳
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諧
が
高

い
思
想
性
と
芸
術
性
を
持

つ
ジ

ャ
ン
ル
へ
の
発
展

に
大
い
に
寄
与
し
た
。

談
林
か
ら
蕉
門
ま
で
の
俳
諧
創
作
に
、
『
荘
子
』
は
ど

の
よ
う
な
役
割
を
果

た

し
た
か
に
つ
い
て
は
小
西
甚

一
氏
と
廣
田
二
郎
氏
の
全
面
的
な
研
究
が
あ
る
の

で
、
こ
こ
で
重
ね
て
の
べ
る
必
要
は
な
い
が
、
次
は
俳
諧
表
現
の
古
典

へ
の
依

存
と
そ

の
本
意
更
新
に
お
け
る

『荘
子
』

の
役
割
に
つ
い
て
探

っ
て
み
た
い
。

3

俳
諧
表
現
の
本
意
と
し
た

『荘
子
』

日
本
詩
歌

の
古
典
重
視
は
詩
の
性
質
や
機
能
に
関
す
る
理
論

の
基
礎
付
け
に

見
ら
れ
る
ぼ

か
り
で
な
く
、
作
詩

の
方
法
と
表
現
体
系

に
も
は

っ
き
り
現
れ
て

い
る
。
よ
く
知
ら
れ
る
例

で
い
え
ば
、
古

典
と
認
め
ら
れ
た
最
初

の
八
部

の
勅

撰
和
歌
集

(い
わ
ゆ
る
八
代
集
)
の
主
題
、
イ

メ
ー
ジ
、
言
葉
な
ど
は
作
詩

の

規
範
と
な

っ
て
、
何
百
年

に
も
亘

っ
て
変

わ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
こ
う

い
う

古
曲
ハ
へ
の
依
存
は
、
日
本
詩
歌
が
短
詩
型

で
あ
る
こ
と
と
密
接
な
関
係
が
あ
る

と
思
う
。

日
本
詩
歌
の
発
展
は
形
式
か
ら
み
れ
ぽ
、
短
縮
化

へ
の
運
動
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。

『万
葉
集
』
そ
の
他

に
収
め
ら
れ
た
少
数

の
長
歌
を
除

い
て
、
短
さ
は

日
本
既
存
の
詩

の
ジ
ャ
ン
ル
の
す
べ
て
を
形
容
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
三
十

一

音
節

の
和
歌
は
既

に
短
か
っ
た
が
、
連
歌

は
更
に
こ
の
三
十

一
音
節
を
二
句

に

分
け
て
、
十
七
音
節
の
長
句
と
十
四
音
節

の
短
句
の
繰
り
返
し
で
連
歌
を
作

っ

た
。
俳
諧

の
連
歌
が
成
熟

に
達
し
た
十
七
世
紀
に
、
詩
型

の
短
縮

へ
の
運
動
は

極
端

に
至

っ
た
。
ま
ず
、
十
七
音
節

の
発
句

は
独
立
し
て
、
今
日

「俳
句
」
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る
、
世
界
で
も

っ
と
も
短

い
詩
型
の

一
つ
に
形
を
成
し
た
。

俳
諧
以
前

の
連
歌
師

の
間
で
も
発
句
だ
け
を
詠
む
作
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
、
あ
ま
り
流
行

っ
て
い
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
、

発
句

の
句
合
せ
が
盛

ん
に
な

っ
た
。
例

の
季
吟

の
作
に
も
発
句
合
せ
の
評
判
が

い
く

つ
も
見
ら
れ
た
。
こ
う

い
う
事
実
か
ら
見

て
、
発
句
が
貞
門
時
代

に
既
に

独
立
し
た
ジ

ャ
ン
ル
と
し
て
流
行
し
て
い
た
と
言

っ
て
も
間
違
い
が
な
い
で
あ

ろ
う
。

発
句

の
独
立
と
同
時
に
、
俳
諧
の
短
縮
化
は
、
各
句

の
意
味
の
独
立
化

に
み

ら
れ
た
。
俳
諧

で
は
、
十
七
音
節
、
あ
る
い
は
十
四
音
節

の

一
句
が
必
ず
独
自

の
世
界
を
作
り
上
げ

る
こ
と
が
原
則
で
あ

る
。
貞
門
の
宗
匠
、
松
永
貞
徳

(
一

五
七

一
ー

一
六
五
三
)
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
こ
う
言

っ
た
。
「そ
う
じ
て
、
歌

こ
と
わ

と
連
歌
は
替
は
り
め
あ
り
。
歌
は
上

の
句

の
事
を
下
句

に
て
理
り
い
ふ
事
も
有
。

べ
つ

連
歌
は
上
と
下
と
分
分
に
其
理
り
な
く
て
は
叶
は
ず
、
詼
諧
も
な
を
か
く
の
こ

(22
)

と
し
。
」

句

の
独
立

は
、
内
容
的

に
も
形
式
的

に
も
俳
諧

の
表
現
を
濃
縮
化

し
た
。
し

か
し
、
詩
意

の
あ
る

一
つ
の
世
界
を
十
七
、
十
四
音
節
で
築
き
上
げ

る
こ
と
は

そ
ん
な

に
容
易
な
こ
と
で
は
な

い
。

こ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
難
し
い
か
を
知
る
た
め

に
、
同
じ
漢
字
を
使
う
中
国

の
詩
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
中
国

の
古
典
詩
で
比

較
的
に
短

い
も

の
は
律
詩
で
あ
る
が
、
七
律
は
七
字

一
行

の
八
行
で
構
成
す
る
。

五
律
は

一
行
が
五
字

で
、
こ
れ
も
八
行
で

一
首

の
詩
を
成
す
。

い
ず
れ
も
俳
諧

の
句
よ
り
長
い
。
江
戸
時
代
に
日
本
で
も
流
行
し
た
漢
詩
型
七
言
絶
句

の
長
さ
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は
、
七
律

の
半
分
し
か
な
い
が
、
そ
の
四
行
二
十
八
字
の
表
現
は
、
俳
諧

の
十

七
、
十
四
音
節
と
比
べ
て
遥
に
長

い
。
そ
れ
に
、
中
国
語

の
一
つ
の
漢
字
と
日

本
語
の

一
音
節
と
は
そ
の
表
現
力
に
お

い
て
か
な
り
の
差
が
あ
る
。

一
つ
の
漢

字

で
表
現
し
た
こ
と
は
日
本
語
の
か
な
音
節

で
言
う
と
、
二
つ
以
上

の
音
節
が

要

る
場
合
が
多

い
。
た
と
え
ば
、
「椹
」

と
い
う
漢
字
は
中
国
語

に
も
日
本
語

に
も
使
わ
れ
て
い
る
が
、
中
国
語

の
そ

の
一
字

は
、
日
本
語

の
読
み
方

で
言
え

ば
、
「く
わ
の
み
」
と
、
四
音
節

に
な
る
。
詩

に
使
う
と
、
漢
詩

で
は

「椹
」

は

一
字
し
か
数
え
な
い
が
、
俳
諧

の
十
七
音
節

の
句

に
な
る
と
そ
れ
は
も
う
全

句
の
四
分

の

一
ぐ
ら
い
の
音
節
数
を
占

め
る
。
そ
の
た
め
、
俳
諧
の
句
を
作
る

場
合
、
二
、
三
の
イ
メ
ー
ジ
を
入
れ
る
と
、
十
七
、
十
四
音
節
を
使

っ
て
し
ま

う
の
が
常
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
短
詩
型
に
課
せ
ら
れ
た
制

限
は
、
俳
人

の
表
現
を
難
し
く
し
た

と
同
時
に
、
鑑
賞
者

の
側
に
も
問
題
を
起

こ
し
た
。
詩
的
表
現
が
、
言

い
た
い

事
を
直
接
言
わ
な
い
の
を
本
領
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
二
、
三

の
イ
メ
ー
ジ

で
曖
昧
に
暗
示
さ
れ
た
詩
意
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
暗
号
符
号
を
あ

て
る
ほ
ど
の
し
ご
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
、
俳
諧

の
表
現
の
完
成
は
、

作
者
と
読
者
の
間
に
共
有

の
連
想
方
式
や
詩
歌
に
関
す
る
共
有
知
識

へ
の
依
存

度
が
非
常

に
高
い
。
特

に
読
者
の
定
向
的
連
想
を
呼
び
起
こ
せ
る
媒
介
的
表
現

(こ
れ
か
ら

「媒
介
項
」
と
い
う
)
及
び
間

テ
ク
ス
ト
的

(ぎ
8
昌
Φ×
ε
巴

構
造

へ
の
依
存
度
が
高

い
。
現
代

の
記
号
論
者

ミ
カ
エ
ル
・
リ

フ
ァ
テ
ー
ル
は
、
詩

の
表
現

の
問

テ
ク
ス
ト
性

(巨

Φ「8
×
ε
呂
蔓
)
を
論

じ
た
時
、
「解

釈
項
」

(一口
叶Φ「b
『Φ辞黛o
昌
け)
と
い
う
特
殊

の
詩
語

の
重
要
性
を
強
調

し
た
。
「解
釈
項
」

は
リ
フ
ァ
テ
ー
ル
の
説
明

で
は
、
文
学
表
現
の
表
面
的
意
味
を
翻
訳
し
、
そ

の

深
層

の
詩
意
を
解
明
す
る
記
号

で
、
作
者
が
追
求
す
る
意
義
と
鑑
賞
者

の
過
去

の
作
品
に
つ
い
て
の
知
識
に
基
づ
く
理
解

の

一
致
を
保
証
す
る
も

の
で
み
繦
。

簡
単

に
言
、兄
ば
、
こ
れ
は
今

の
作
品
と
過
去

の
作
品
の
問

の
媒
介
項
で
あ
る
。

文
化
的
時
間
的
違

い
が
大
き
い
が
、

こ
れ
は
東
洋
の
古
典
詩
に
よ
く
使
わ
れ
て

い
た
典
故
や
、
本
歌
本
説
の
機
能

に
非
常
に
似
て
い
る
。
典
故
と
い
う

の
は
古

典
名
作
に
出
た
言
葉
、
イ
メ
ー
ジ
、
話
な
ど
が
、
後
世
の
作
品
に
何
度
も
引
用

転
用
さ
れ
た
結
果
、
多
層

の
意
義
を
含
む
凝
縮

の
表
現
で
あ
る
。
典
故
を
使
う

こ
と
は
中
国

の
詩
に
始
ま
る
方
法
で
、
か
な
り
長
い
歴
史
が
あ

っ
た
。
『歳
寒が

ん

堂
詩
話
』
に
は

「詩
を
作
る
に
、
典
故
を
使
う
の
を
博
雅
と
す
る
。
そ
れ
は
顔

え
ん
し

(
24
)

延
之

(三
八
四
1
四
五
六
)
の
作

か
ら
は
じ
ま
り
、
杜
甫

(七

一
ニ
ー
七
七
〇
)

の
詩

で
極
致

に
至

っ
た
。
」
と
書

い
て
あ
る
か
ら
、
典
故

の
中
国
の
詩

に
お
け

る
重
要
さ
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
詩
歌

に
お
い
て
間

テ
ク
ス
ト
構
造
を

使
う
伝
統
も
長
い
。
日
本

の
作
詩
法

に
は
、
典
故

の
本
質
を
持

つ
本
意
、
本
歌
、

本
説
と
い
っ
た
も

の
が
ず

い
ぶ
ん
早
く
か
ら
存
在
し
、
そ
の
使

い
方
は
た
い

へ

(
25

)

ん
系
統
化
さ
れ
た
。

俳
諧

の
特
徴
を

『俳
文
学
大
辞
典
』

の
定
義
で
締

め
括

る
と
、
「短
詩
形
文

(
26

)

芸

の

一
つ
。
和
歌
、
連
歌

の
雅

に
対
し
て
、
俗
を
特
性
と
す
る
」

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
特
性
に
支
配
さ
れ
て
、
江
戸
時
代

の
俳
諧
師
た
ち
は
矛
盾
し
合
う

よ
う
な
二

つ
の
作
業
を
続
け
た
。

一
方
で
は
、
既
存
の
和
歌
と
連
歌

の
慣
例
を
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乗
り
越
え
て
、
世
俗
性
を
導
入
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
新
時
代
の
要
求

に
適
応

す
る
活
力
を
俳
諧
に
持
た
せ
よ
う
と
し
た
が
、
他
方
で
は
、
短
詩
で
あ
る
俳
諧

の
表
現
力
を
拡
充
す
る
た
め
に
、
既
存

の
表
現
体
系

に
依
存
す
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。

俳
諧
が
直
面
し
た
既
存

の
表
現
体
系

の
制
限
と
言
・兄
ぽ
、
ま
ず
、
化
石
化
し

た
歌
語
が
あ
げ
ら
れ
る
。
前
に
触
れ
た
よ
う
に
、
古
今
集
か
ら
新
古
今
集
ま
で

の
八
代
集

は
事
実
上
同
じ
範
囲
内

の
言
葉

を
使

っ
て
い
た
。
八
代
集
に
使
わ
れ

た
言
葉

は
後
に
詩
語

の
規
範
と
な
り
、
和
歌
ぼ
か
り
で
は
な
く
、
連
歌

に
お
い

て
も
、
少
数

の
例
外
を
除
き
、

こ
の
規
範
歌
語
以
外
の
言
葉
を
使
う
こ
と
は
許

さ
れ
な
か
っ
た
。
俳
諧
が
流
行

に
な

っ
て
は
じ
め
て
、
伝
統
的
歌
語

の
権
威
性

に
対
す
る
挑
戦
が
な
さ
れ
た
。
滑
稽

の
本

質
を
否
定
し
て
、
俳
諧
を
正
統
の
和

歌
や
連
歌
と
並
立
し
よ
う
と
し
た
貞
門
は
、
俳
言
-

規
範
歌
語

に
見
ら
れ
な

い
日
常

の
言
葉
と
漢
語
か
ら
来
た
言
葉
1

を
も

っ
て
、
俳
諧
を
伝
統
連
歌
か

ら
区
別
し
た
。
談
林
は
前

に
言

っ
た
よ
う

に
、
表
現
の
自
由
変
化
を
俳
諧

の
本

意
と
し
た
も
の
な
の
で
、
完
全
に
既
存
歌
語

の
制
限
に
と
ら
わ
れ
た
く
な
か

っ

た
。
蕉
門
も
お
な
じ
く
、
『三
冊
子
』
に
も
あ
る
よ
う
に

「詩
歌
新
歌

は
と
も

に
風
雅
也
。
上
三
の
も
の
に
は
餘
す
所
も
、
そ
の
餘
す
處
迄
、
俳
は
至
ら
ず
と

い
ふ
こ
と
餐

」
と
主
張
し
た
・
こ
れ
は
漢
詩
、
和
歌
、
連
歌
の
表
現
の
見
残

し
、
も
し
く
は
、
表
現
で
き
な
い
こ
と
を
表
現
す
る
も
の
が
俳
諧
で
あ
る
と
し

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
規
範
歌
語
を
乗
り
越
え
た
結
果
、
俳
諧

の
表
現
体
系

は
大
き
な
穴
を
あ
け
ら
れ
て
し
ま

っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
伝
統
的
な
歌
語
は
、
単

に
高
雅
な
言
葉
だ
け
で
な
く
、

一
つ

一
つ
の
歌
語

の
後
ろ
に
は
、
本
意
-

長

い
歴
史

に
お
い
て
形
成

し
た
豊
富
多
層
の
詩
的
意
義

1

が
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
本
意
は
短
詩
形
の
表
現
を
支
え
る
欠

か
せ
な
い
存
在
で
あ
る
。

「本
意
」
は
歌
学
の
用
語
と
し
て
、
平
安
時
代

か
ら
既
に
歌
合

せ
の
判
詞

に

使
わ
れ
た
。
初

め
は
本
意
が
物
事
の
元
も
と
の
本
質
と
在
り
方
を
意
味
し
た
。

平
安
朝
を
通
し
て
、
八
代
集

に
現
れ
た
詩
語
や
イ
メ
ー
ジ
の
意
義
が
徐
々
に
固

定
化
さ
れ
、
特
定
の
詞
や
イ
メ
ー
ジ
が
詩

の
中
で
何
を
意
味
す
る
か
は
、
名
句

に
詠
ま
れ
た
意
味
に
よ

っ
て
取
ら
れ
、
歌
人
が
任
意

に
決
め
る
こ
と
で
も
鑑
賞

者
個
人

の
理
解
に
よ
る
こ
と
で
も
な
く
な

っ
た
。
固
定
化
さ
れ
た
本
意

の
体
系

は
後

に
連
歌
と
俳
諧

に
取
り
入
れ
ら
れ
て
、
季
題
季
語

の
使
用
に
浸
透
し
て
い

っ
た
。
季
語
季
題
は
連
歌
俳
諧

の
構
成
に
と
て
も
大
切
な
も
の
で
あ
る
。
連
歌

の
百
韻

に
し
て
も
俳
諧

の
三
十
六
歌
仙
に
し
て
も
、
必
ず
四
季
を
題
と
す
る
句

を
含

み
、
そ
し
て
、
特
殊
な
場
合
を
除
き
、
発
句
に
は
必
ず
季
節
を
表
す
言
葉

を
使
う
こ
と
は
連
歌
俳
諧

の
ル
ー
ル
で
あ
る
。
本
意

に
基
づ
く
季
語
を
論
じ
て
、

連
歌
と
俳
諧

の
宗
匠

は
分
厚

い

ハ
ン
ド
ブ

ッ
ク
を
作

っ
た
。
季
吟

も

『山
之

井
』
と
い
う
本
を
書
き
、
例
を
あ
げ

て
季
語

の
本
意
を
説
明
し
た
。

コ
ー
ド
化

さ
れ
た
本
意
は
イ
メ
ー
ジ
や
季
語

の
意
味
を
規
制
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ

を
句

の
中
に
ど

の
よ
う
に
描
く
か
も
限
定
し
た
。

こ
れ
は
連
歌
歌
人
で
あ
る
宗

祗

(
一
四
二

一
-

一
五
〇
二
)
の
時
か
ら
既

に
厳
し
い
規
範
性
を
示
し
た
。
例

え
ぽ
、
冬

の
雨
は
時
雨

の
意
味

で
使
う
こ
と
に
限
定
さ
れ
た
。
詩
人
が
体
験
し

た
の
は
長
続
き

の
雨
で
あ

っ
て
も
、
句

に
そ
の
ま
ま
出
せ
な
か
っ
た
。
同
じ
よ
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う
に
、
春

の
雨
の
イ
メ
ー
ジ
は
静
か
に
煙
る
よ
う

に
詠
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

た
と
、兄
、
杜
鵑
が
そ
の
場

で
し
き
り
に
鳴

い
て
い
て
も
、
な
か
な
か
、
そ
う
描

い
て
は
い
け
ず
、
寂
し
く

一
声
啼
い
た
ぐ
ら
い
の
よ
う
に
詠
む

の
が
定
例
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
、
本
意
の
体
系

に
お
い
て
、
詩

の
イ

メ
ー
ジ
は
コ
ー
ド
化
さ
れ

た
記
号

に
な

っ
た
。
単
純
に
外
部
世
界

に
存
在
し
て
い
る
物
事
や
詩
人

の
内
心

世
界
を
表
す
よ
り
、
そ
れ
は
古
典
作
品

の
使

い
方

に
よ
っ
て
類
型
化
さ
れ
た
意

義
を
表
す
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
う
い
う
固
定
化
さ
れ
た
本
意
は

創
作
の
個
人
性
を
大
い
に
制
限
し
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
俳
諧
は
、
こ

の
よ
う
な

コ
ー
ド
化
さ
れ
た
表
現
が
必
要

な
面
が
あ

っ
た
。
短
詩
形
で
あ
る
俳

諧

の
表
現
力

の
制
限
に
つ
い
て
は
前
に
書

い
た
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
俳
諧

の

集
団
性
も
表
現
の
背
後
に
既
存

の
コ
ー
ド
が
あ
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
尾
形
仂

氏
は
俳
諧
を

「座

の
文
学
」
と
呼
び
、
俳
諧

の
共
同
制
作
は
参
加
者

の
間
の
詩

(
28
)

的
対
話
だ
と
指
摘
し
た
。
俳
諧
を
作
る
座

で
は
、
作
者
は
同
時
に
鑑
賞
者

で
あ

る
。
作
者
と
し
て
、
彼
は
在
席

の
他

の
参
加
者

の
期
待
と
読
み
方
を
念
頭

に
お

い
て
句
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
鑑
賞
者
と
し
て
、
彼
は
前

の
句
が
狙

っ
た

意
義
を
正
確

に
読
み
取
り
、
妥
当
な
付
け
句
を
即
時

に
詠
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
付
け
句
を
作
る
時
、
ま
た
次

の
句

へ
の
発
展
を
勘
定
に
入

れ
て
か
ん
が
え
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
俳

諧
の
座
に
と

っ
て
、

コ
ー
ド
化
さ
れ

た
表
現
体
系
は
相
互
理
解
と
共
同
制
作

の

コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
提
供
で
き
る
の
で
、

ぜ
ひ
と
も
必
要
な
の
で
あ
る
。
本
意
が
あ

る
古
典

の
詩
語

は
リ
フ
ァ
テ
ー
ル
の

い
う

「解
釈
項
」
の
よ
う
な
機
能
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
過
去
の
名
作

を
連
想
さ
せ
、
そ
こ
に
凝
縮
し
た
多
層

の
意
義
を
呼
び
起

こ
し
、
詩

の
表
現
力

を
大

い
に
拡
大

で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
長
い
伝
統
に
基
づ
く
本
意
は

一
座

の
共
有
知
識
に
な

っ
た
か
ら
、
詩
的
対
話

の
進
展
の
根
拠
を
提
供
す
る
も
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
、
保
守
的
な
貞
門

に
し
て
も
、
反
伝
統
的
と
考
え
ら
れ
た
談
林

お
よ
び
蕉
門
に
し
て
も
、
本
意
に
つ
い
て
深

い
知
識
が
あ

っ
て
、
そ
の
役
割
を

重
視
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
俳
言
を
作
品
に
導
入
し
た
と
き
、
こ
の
部
分

の
言
語
表
現
に
既

存

の
本
意
が
な
か

っ
た
。

こ
れ
は
、
俳
諧
の
表
現
力

に
直
接
影
響
が
あ

っ
た
。

俳
諧
の
表
現
体
系

に
大
き
な
穴
を
あ
け
て
し
ま

っ
た
と
言
え
る
。
拠
れ
る
解
釈

項
が
な
い
と
、
句
が
理
解
し
に
く
く
な

っ
た
り
、
文
字

の
表
層
意
味
だ
け
が
読

み
取
ら
れ
た
り
し
て
、
俳
諧

の
お
も
し
ろ
さ
は
減

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題

の
救
済
策
と
し
て
、
談
林
は
、
『荘
子
』
を
俳
諧

の
本
意
体
系

に

持
ち
込
も
う
と
し
た
。
前
に
示
し
た
よ
う
に
、
貞
門
は
正
統

の
説
教
的
詩
論

の

立
場
か
ら
、
俳
諧
的
表
現
の
根
拠
を
作

ろ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
は
、
あ
ま
り
説

得
力
が
な
く
、
そ
し
て
、
俳
諧
表
現

の
活
力
を
束
縛
し
た
の
で
あ
る
。
貞
門
と

違

っ
て
、
談
林

は
、
惟
中
が
書
い
た
よ
う
に
、
「
『荘
子
』

一
部

の
本
意
、
こ
れ

俳
諧
に
あ
ら
ず
と

い
ふ
こ
と
な
し
。
」
(「俳
諧
蒙
求
」)
「
『荘
子
』

一
部
を
俳
諧

の
本
意
と
お
も
ひ
、
文
字
つ
か
ひ
、
言
葉

の
や
う
、
皆
俳
諧
と
し
る
べ
し
。」

(『し
ぶ
団
返
答
』)
と

い
う
立
場
を
と

っ
た
。
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
滑
稽
な
俳
諧

の
正
統
性
を
弁
護
す
る
た
だ

の
理
屈
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
惟
中
は
俳
論

の
中
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で
、
『荘
子
』

の
寓
言
を
大
量

に
引
用
し

て
、
昔

の
和
歌
、
連
歌
、
俳
諧

の
句

の
本
意
を
解
釈
し
た
。
例
え
ぽ
、
彼
は

「
『古
今
集
』
俳
諧

の
部

の
和
歌
も
、

寓
言
を
本
意
と
す
る
也
。
歌
に
よ
ま
ぬ
俗
語
は
俳
言
と
い
ふ
も

の
な
り
。
誠
は

俳
諧

の
た
は
ぶ
れ
な
り
。

一
首
た
は
ぶ
れ
を
あ
ら
は
し
て
、
俳
諧
を
し
ら
し
む

(29
)

も

の
也

。
」

と
言

っ
て
、

「
む

め

の
花

見

に

こ

そ
来

つ
れ

鶯

の
ひ

と

く

ひ

と

く

と

が
い
ぶ
つ
の
へ
ん

い
と
ひ
し
も
を
る
」
な
ど

の
句

の
本
意
は

『荘
子
』
の

「外
物
篇
」
に
出
た

一

ふ

ぎ
よ

つ
の
鮒
魚
に
も
の
を
言
わ
せ
る
寓
言
に
み
る
べ
き
だ
と
書

い
た
。
和
歌

の
擬
人

化

の
歌
と

『荘
子
』

の
擬
人
化
の
寓
言
と
を
結
び
付
け
て
、
『荘
子
』
が
早
く

か
ら
日
本
詩
歌
の
本
意
体
系

の

一
部
だ
と
証
明
し
よ
う
と
し
た
惟
中

の
意
図
は

明
ら
か
で
あ
る
。
惟
中

の
こ
う
い
う

『荘

子
』
本
意
論
は

『
し
ぶ
団
返
答
』

の

論
説
に
も
は

っ
き
り
見
ら
れ
る
。
前
文
に
出
た
宗
因
の

『蚊
柱
百
句
』
は
、
既

存

の
規
範
を
意
識
的

に
破

る
作
な
の
で
、
俳
諧

の

「本
意
を
う
し
な
ひ
、

い
ひ

た
き
ま
ま
に
い
ひ
ち
ら
し
」
と
貞
門
に
酷
く
批
判
さ
れ
た
が
、
惟
中
は

『し
ぶ

団
返
答
』
に
お
い
て
宗
因

の
句

の
本
意
を

一
句

一
句
古
典

に
基
づ
い
て
説
明
し

た
。
惟
中

の
論
拠

に
挙
げ
ら
れ
た
古
曲
ハ
の
う
ち
で
は
、
『荘
子
』
は
も

っ
と
も

重
要
で
あ
る
。

こ
れ
は
次

の
例
を
見
て
も
わ
か
る
の
で
あ

る
。

宗
因

の
句

に
は

「
ま
ま
く
は
ふ
と
や
虫

も
な
く
ら
む
」
と
い
う
の
が
あ

っ
た
。

虫
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
は
和
歌
と
連
歌

に
は

よ
く
出
る
も
の
で
、
特
定

の
本
意
が

あ
る
。
伝
統
的
な
本
意

に
よ
る
と
、
虫

の
鳴
き
声
は
秋
の
哀
愁
を
意
味
す
る
。

そ
の
典
型
的
な
描
き
か
た
は
弱
々
し
い
虫

の
声
が
静

か
な
秋
夜

に
響
い
て
い
て
、

限
り
な
い
儚
さ
を
喚
起
す
る
シ
ー
ン
で
あ

る
。
し
か
し
、
宗
因
の
句
は
伝
統
的

な
本
意
と
違

っ
て
、
滑
稽
な
画
面
を
作
り
出
し
た
。
彼
は

「虫
」
と

い
う
雅
語

を

「
ま
ま
く
は
ふ
」
と
い
う
俳
言
と
結
び
付
け
て
、
虫

の
本
意
を
変
え
た
。

こ

れ
に
対
し
、
貞
門

は

「
ま
ま
く
は
ふ
の
、
酒

の
ま
ふ
の
、
と
い
ふ
虫
、
終

に
し

ら
ず
。
世
に
は
珍
敷
虫

の
あ
る
事
や
。
そ
の
虫
を
見
も
き
き
も
せ
ば
、
世
の
思

(30
)

ひ
出
た
る
べ
し
と
、
ね
が

ふ
よ
り
外
な
し
。」
と
評
し
た
。
貞
門

の
批
判

は
、

詩
が
物
事

の
実
際
を
伝
う
べ
き
と

い
う
正
統
的
な
観
念
を
反
映
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
観
念

に
従
え
ば
、
架
空

の
作
り
事
は
詩

の
本
質
と
相
容
れ
な
い
も

の

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
惟
中
は
、
次

の
よ
う
に
返
答
し
た
。

飯

(う
)

虫

ま

〉
く

は

ふ

と

や

む

し

も

な

く

ら

む

ノ

ヘ
ン

キ

い
ひ
テ

ケ
ン
ニ
い
は
く

ワ
レ

テ

ヲ

チ
ン
タ
ク
シ
テ

ク

返
答

『荘
子
』
秋
水
篇

に

「要
謂
・
眩

日
。
吾
以
二
一
足

一跨
陣

而
行
。

予
無
レ
嬬
.
,矣
・
今
㍉
之
働
二
万
匙
・
一
戮

徐

・
蜘
皸

餮
鵜

。
」
聞霽

と
む
か
で
の
問
答
な
り
。
右

『俳
諧
蒙
求
』

に
も
、
猶
、
鳥

の
も
の
い
ひ
、

魚

の
も

の
い
ふ
事

し
る
し
た
り
。

(中
略
)
さ
て
く

か
〉
る
事
を
本
意

い
つ

師

に
あ
ら
ず
な
ど

〉
い
ひ
て
、
あ
り
事
ぼ
か
り
い
ひ
出
る
俳
諧
し
の
こ
〉
ろ

サ
イ

ハ
イ

の
眠
を
さ
ま
さ
ん
事
、
い
ま
こ
の
時

の
幸
な
り
。
連
哥

に
は
か
う
は
せ
ぬ

き
や
う
こ
う

こ
と
な
れ
ど
も
、
俳
諧
は
そ
れ
が
本
意
と
お
も
ひ
あ
ら
た
め
て
、
向

後

エ

ト
ク

俳

諧

せ

ら

れ
ば

、

こ

の
こ

〉
ろ

を

会

得

し

て
、

せ

め

て

一
句

な

り

と

も

せ

(31
)

ら

れ

よ

。

惟
中

の
答
え
は
談
林

の

『荘
子
』
関
心
の

一
つ
の
重
要
な
原
因
を
示
し
て
い
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俳諧の確立と 『荘子』

る
。
新
し
い
俳
諧

の
表
現
を
作
り
上
げ
る
に
は
、
既
存

の
本
意
体
系
を
更
新
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
『荘
子
』
を
恰
好
な
典
拠
と
し
て
、
そ

の
本
意
更

新
に
使

っ
た
の
で
あ
る
。

談
林
が

『荘
子
』
を
自
分
達

の
新
し
い
本
意
論

に
持
ち
こ
も
う
と
し
た
も
う

一
つ
の
原
因
は
、
『荘
子
』
が
日
本

の
文

人
詩
人

の
間
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

古
典
な
の
で
、
俳
諧

の
詩
的
対
話

の
基
盤

に
な
る
共
有
知
識

に
な
り
や
す

い
か

ら
で
あ
る
。
『荘
子
』
を
新
し
い
本
意
の
典
拠

に
し
た
ら
、
既
存
本
意

の
な

い

俳
諧
表
現
を
便
利
に
解
釈
項

・
媒
介
項
的
な
…機
能
を
も
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

前

に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
う
い
う
解
釈
項

・
媒
介
項

は
俳
諧
に
と

っ
て
、
句

の

表
層
的
意
味
を
詩
人

の
追
求
す
る
深
層
意

義
に
翻
訳
し
、
詩
的
対
話
の
コ
ソ
テ

ク
ス
ト
を
明
確

に
さ
せ
る
大
事
な
も
の
で
あ
る
。
『荘
子
』

は
こ
の
面
で
ど

の

よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
宗

因
の
次

の
句
を
見
て
み
よ
う
。

や
ま
ち

か
よ
ひ
ぢ

う

つ
け
の
山
路
通
路

の
露

あ
る

こ

の
句

に

つ

い

て
、

『
し

ぶ

団

』

は

「
『
う

つ
け

の
山

』
、

い

つ

く

に
有

名

所

わ
た
く
し
ご
と

共
き
か
ず
。
是
も
例

の
私

事
か
。
其
上
、
こ
の

『露
』
は
風

の
さ
そ
は
ず
共

(を
)

こ
ぼ
れ
や
す
か
ら
ん
と
お
か
し
。
袖
の
下

に
て
、
文
字
を
か
ぞ
ふ
る
程

の
初
心

(
32
)

も
、
か
く
は
置
ま
じ
き
事
な
り
。
」
と
言

っ
た
。
名
所
と
い
う

の
は
こ
こ
で
普

通

の
有
名
な
所
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
文
学
史
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
地
名
、

特
に
名
歌
名
句

の
テ
ー
マ
に
な

っ
た
所
を
指
し
て
い
る
。
名
歌
名
句
に
詠
ま
れ

た
所
な
の
で
、
名
所
は
そ
れ
に
付
く
特
定

の
本
意
が
あ
る
。
名
所
を
句
に
使
う

場
合
、
作
者

は
伝
統
的
本
意
を
表
す
よ
う
に
期
待
さ
れ
て
い
て
、
私
事
と
し
て

思
う
ま
ま
に
取
り
扱

っ
て
は
い
け
な
い
。
宗
因

の

「う

つ
け

の
や
ま
」
は
、
虚

構
の
地
名

で
あ
る
か
ら
、
典
拠

の
な
い
、
作
詩

の
要
領
を
得
な
い
も
の
と
批
判

さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
惟
中
は
ま
た
、
『荘
子
』
を
引

い
て
、
反
駁
し
た
。

知

返

答

「う

つ
け

の
山
」
い
ま

だ

し

ら

れ

ぬ
か
。
か

の
荘

子

が

「無

(濁

マ

マ
)

ガ

(濁

マ

マ
)
ウ

サ
ト

ク
ワ
ウ
バ
ク

ノ

セ
キ
ス
イ

何

有

之
郷
」
と

い
ひ
、
「広

莫
之
野
」
と
い
ひ
、
あ
る
ひ
は

「赤
水

キ
タ
コ
ン
ロ
ン

ヲ
カ

(
濁
冖
マ
マ
)

か
き

之
北
崑
崙
之
丘
」
な
ど

〉
書
た
り
。
そ
の
山
、
そ
の
野
の
あ
る
に
あ
ら
ず
。

(濁

マ
マ
)

用

い
ま

「
う

つ
け
の
山
」
も
そ

の
た
ぐ
ひ
と
し
る
べ
し
。

一
句

の
も
ち
ひ
や

積

(33
)

う

は
、

う

つ
け

の

つ
も

り

た

る
を

い
ふ

と

こ

〉
ろ
得

ら

る

べ

し

。

「無
何
有
之
郷
」
と

「広
莫
之
野
」
は
み
な

『荘
子
』

の
第

一
章

に
出
た
虚

構

の
地
名
で
あ
る
。
物
ひ
と
つ
な
い
、
人
ひ
と
り
い
な
い
曠
野
と

い
う
文
字
通

り
の
意
味
よ
り
、

一
切
の
人
間
的
な
も

の
を
超
越
し
た
自
由
の
世
界

の
喩
え
で

あ
る
。
惟
中

の
答
え
か
た
は

『荘
子
』
に
あ
る

「無
何
有
之
郷
」
と
か

「広
莫

之
野
」
と
か
い
う
よ
う
な
暗
喩
的
な
表
現
が
既
に
談
林
俳
人
の
共
有
知
識

に
な

っ
て
、

一
座

の
対
話
を
広
げ
る
基
盤
に
な

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
『荘
子
』

に
基
づ
く
本
意

を
念
頭

に
置
け
ば
、
「う

つ
け
」
は
普
通

の

「
ま
ぬ
け
」
や

「
お
ろ
か
」

の
意
味
で
だ
け
使
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
「う

つ
け
」
を

荘
子

の

「無
何
有
之
郷
」
と

「広
莫
之
野
」
な
ど
の
表
現

へ
の
媒
介
項
と
し
て
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読
め
ぽ
、
「
う

つ
け

の
山
」

は

「う

つ
け
」
の
当
て
字
、
「空
け
」、
あ
る
い
は
、

「虚

け
」
が
示
し
て
い
る

「空
虚
」
の
意
味
が
あ

っ
て
、
「無
何
有
之
郷
」
と

「
広
莫
之
野
」
に
似

る
意
義
を
暗
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
地

名
を
虚
構
す
る
修
辞
法
自
身
も
、
『荘
子
』
の
表
現
の
自
由
変
化

の
本
意
で
あ

っ
て
、
談
林
俳
人

の
追
求
す
る
本
意

で
あ

っ
た
。
惟
中
は

『し
ぶ
団
』

の
作
家

が
こ
れ
ぐ
ら
い
の
知
識
も
な
く
て
、
宗
因

の
句
が
理
解
で
き
な
か

っ
た
こ
と
を

笑

っ
た
。

以
上

の
例

か
ら
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
談
林

に
お
け
る

『荘
子
』
盛
行
は
、

俳
諧

の
本
意
体
系
を
補
足
し
、
更
新
さ
せ
る
努
力

で
あ

っ
た
。
な
ぜ
、
『荘
子
』

を
俳
諧

の
本
意
の
根
拠

に
選
ん
だ
か
に

つ
い
て
は
、
前

に

『荘
子
』
の
朗
笑
性

と
俳
諧
の
滑
稽
、
そ
し
て
、
『荘
子
』

の
自
由
精
神
と
俳
諧

の
放
埒
不
羇
と

の

関
係

に
触
れ
た
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
『荘
子
』

の

「斉
物
論
」

の
思
想

は
日

常
の
俗

の
世
界
か
ら
素
材
を
汲
む
俳
人
に
と

っ
て
、
世
俗
の
俳
諧
表
現
を
詩

に

転
じ
る
重
要
な
理
論
根
拠

に
な

っ
た
と
思
う
。
「斉
物
」
と
い
う
言
葉
は
中
国

ひ
と

語
で
物
を
斉
し
く
し
、
斉
し
く
見
る
と

い
う
意
味
で
あ
る
。

『荘
子
』
は
す
べ

て
の
も

の
が
道

に
造
ら
れ
、
道
の
体
現
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
よ
う
に
美
し
く

て

尊

い
と
主
張
し
た
。
こ
う
い
う
姿
勢
は
平
凡
な
世
俗

の
世
界
を
自
分
の
領
域
と

し
た
俳
人
た
ち
に
親
し
く
感
じ
ら
れ
、
自

分
た
ち
の
立
場
の
根
拠
と
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
、
『荘
子
』
は
俳
諧

の
表
現
体
系

に
生
じ
た
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋

め
る

大
切
な
存
在
と
な

っ
た
。
江
戸
時
代

の
俳

人
た
ち
は

『荘
子
』
を
新
し
い
本
意

の
参
照
系

と
し
て
使

っ
た
ば

か
り
で
な
く
、
直
接
、
『荘
子
』
を
本
説

と
し
て

盛
ん
に
引
用
し
た
。
・本
説
と

い
う
概
念

は
本
歌
と
と
も
に
、
解
釈
項

の
用

い
方

の
体
系
化

か
ら
来
た
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
本
歌
が
八
代
集

に
収

め
ら
れ
た
和

歌

の
古
典
を
意
味
す
る
こ
と
に
対
し
、
本
説
は
そ
れ
以
外

の
日
本
と
中
国

の
古

典

の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
1

日
本

の
早
期
の
物
語
や
諺
、
中
国
の
古
典
詩
文
な

ど
ー

を
含

め
て
い
る
。
現
代
記
号
論

は
詩
に
お
け
る

「解
釈
項
」
を
単
語
的

解

釈
項

(一①×
Φヨ
魯
。

一葺
①壱
「Φ8
コ
け)
と
本
文
的
解

釈
項

(8
蓉
⊆
巴

凶暮
①
同-

只
Φ$
昌
け)
に
分
け

た
。
前
者
は
媒
介
的
言
葉

で
あ
り
、
二

つ
、
あ

る
い
は
、

二

つ
以
上

の
テ
ク
ス
ト
の
意
義
を
同
時

に
詩
に
喚
起
す
る
も

の
で
あ
る
。
後
者

は
、
媒
介
的
本
文
で
あ
り
、
古
典

の
本
文
の

一
部
を
詩
歌
の
な
か
に
引
用
し
た

時
、
詩

の
表
意

コ
ー
ド
の
転
換
の
モ
デ

ル
と
な

っ
て
、
そ
の
規
範
的
な
文
典

の

権
威
性
を
以

て
意
義
表
現

の
操
作
を
特
定

の
伝
統

に
よ

っ
て
規
制
す
る
の
で

(
34
)

あ
る
。
か
な
り
違
う
用
語

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
単
語
的
解
釈
項
と
本
文
的
解
釈

項

の
機
能
は
、
日
本
詩
歌

に
お
け
る
本
意
と
、
本
歌
、
本
説
と
の
類
似
性
が
著

し
い
。
記
号
論

の
概
念
を
借
り
る
と
、
本
意
は
歌
語
俳
言
を
単
語
的
解
釈
項
に

変
え
、
本
歌
本
説
は
本
文
的
解
釈
項

の
役
割
を
果
た
し
え
た
と

い
え
る
で
あ
ろ

う
。
こ
の
意
味

で
言
え
ぽ
、
日
本

の
歌
人
俳
人
た
ち
が
早
い
時
期
に
既
に
複
雑

な
媒
介
項

の
機
能
を
発
見
し
、
問
テ
ク
ス
ト
構
造

の
表
現
力
を
上
手

に
生
か
し

た
。
そ
し
て
、
日
本
詩
歌

の
中

の
解
釈
項
は
た
い

へ
ん
複
雑
多
様

の
も
の
で
あ

り
、
あ
と
で
触
れ
る
よ
う
に
、
古
典
に
出
た
言
葉
を
そ
の
ま
ま
使
う
曲
ハ故
本
説

や
描
写
的
機
能
と
典
故

の
二
重
性
を
持

つ
媒
介
的
イ
メ
ー
ジ
な
ど
、
多
彩
に
あ

っ
た
。
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詩
的

イ
メ
ー
ジ

の
本
意

と
し
て

の

『荘

子
』、
そ
し
て
、
本
説

と
し
て

の

『荘
子
』
が
ど

の
よ
う

に
俳
諧

の
表
現
力
を
拡
充
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
談
林

蕉
門
俳
諧

の
例
を
見
て
み
よ
う
。
『荘
子
』
か
ら
の
本
意
を
伝
え
る
数
多
く
の

イ

メ
ー
ジ

の
な
か
で
、
「胡
蝶
」
は
も

っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
て
使
わ
れ
て

い
た

一
つ
で
あ
る
。
談
林
が

『荘
子
』

を
俳
諧

の
本
意
と
し
て
鼓
吹
す
る
前

に
、

荘
周

の
夢
と
い
う
寓
言
は
既
に
胡
蝶
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
の
本
意

の
背
景
に
あ

っ

た
。
蝶
々
と
い
う
季
語

の
本
意
に
つ
い
て
、
季
吟

の

『山
之
井
』

の
中
に
次

の

よ
う
に
書

い
て
あ
る
。

て
ふ
く

は
。
菜

の
花
に
と
ま
り
。
花

に
宿
り
て
。
余
念
な
げ
成
ひ
る
ね

の
け
し
き
。
羽
衣

の
た
も
と
を
ひ
る
が

へ
し
。
雪
を
め
ぐ
ら
し
つ
〉
舞

た

る
有
さ
ま
。
猶
荘
周
が
夢
を
よ
せ

て
。
こ
て
ふ
の
夢

の
百
年
め
な
ど
も
い

(35
)

へ

り

季
吟
が
書

い
た

「蝶
々
」

の
項
は
こ

の
イ
メ
ー
ジ
を
句

の
中
で
ど
ん
な
ふ
う

に
描
き
、
ど
ん
な
意
味
で
使
う
べ
き
か
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
説
明
か
ら
、

俳
諧
に
お
け
る
蝶

の
象
徴
的
意
味

は
主

に

『荘
子
』
か
ら
来

て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
実
作

の
例
と
し
て
、
季
吟
は
幾

つ
か
の
句
を
あ
げ
た
。
例
え
ば
、
「ち

る
花
や
こ
て
ふ
の
夢

の
百
ね
ん
め
」
と

い
う

一
句
が
あ
る
。
普
通
の
語
意

に
従

え
ば
、
蝶
、
夢
、
百
年
と
い
う
三

つ
の
言
葉
の
併
用
は
お
か
し
い
と
言
わ
な
く

て
も
曖
昧
で
分
か
り
に
く

い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
組
み
合
わ

せ
の
背
後
に
あ
る

『荘
子
』
を
知

っ
て
い
る
人
に
と

っ
て
、
蝶
の
イ
メ
ー
ジ
の

本
意
、
お
よ
び
、
全
句

の
本
意
が

『荘
子
』
と
の
間
テ
ク
ス
ト
的
関
係
に
あ
る

の
は
自
明
な
こ
と
で
あ
る
。
間
テ
ク
ス
ト
的

コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
蝶
は

夢
と
と
も

に
記
号
学

の
所
謂

「単
語
的
解
釈
項
」

の
役
割
を
担

っ
て

一
句

の
中

心
的
暗
喩
を
構
成
し
て
い
る
。
即
ち
、
は
か
な
い
リ
ア
リ
テ
ィ
は
夢
と
違
わ
な

い
。胡

蝶
の
こ
う
い
う
本
意
は
談
林

の
俳
人
た
ち
に
非
常

に
愛
用
さ
れ
た
。
談
林

の
主
役
宗
因
も
惟
中
も
胡
蝶

の
句
を
多
く
作

っ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
宗
因

の
次

の
句
を
見
て
み
よ
う
。

蝶
々
の
夢
路
は
だ
う
に
迷
ふ
ら
ん

さ
き

に
季
吟

の

『山

之
井
』
か
ら
引

い
た
句

と
同
じ
よ
う

に
、
こ
こ
で

「蝶
」
と

「夢
」
と

の
併
用
が
こ
の
句

の

『荘
子
』
と
の
間

テ
ク

ス
ト
的
関
係

を
示
し
て
い
る
。
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
宗
因
は

「だ
う
」
と
い
う
掛
詞
を

つ

か

っ
て
、
『荘
子
』
の
寓
言
を
滑
稽

に
も
じ

っ
た
。
「だ
う
」
と
い
う
言
葉

は

「道
」
と

い
う
漢
字

で
表
示
で
き

る
。
漢
語
語
源
な
の
で
、
こ
れ
は
俳
言

で
あ

る
。
「道
」
の
発
音
は
、
普
通

の
道
路
と
も
老
荘

の
道
家
思
想

の
最
高
理
念
と

し
て
の
道
と
も
と
ら
え
ら
れ
る
か
ら
、
宗
因
の
句
は
描
写
的
な
読
み
方
と
間
テ

ク
ス
ト
的
な
読
み
方
と

の
二

つ
の
読
み
方
が
あ
る
。
先

の

「ち
る
花
や
こ
て
ふ
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の
夢
の
百
ね
ん
め
」
と
い
う
句
と
違

っ
て
、
宗
因

の
句
は
蝶

の
間

テ
ク
ス
ト
的

本
意
を
知
ら
な
く
て
も
、
全
然
お
か
し
く
な
い
。
飛
ん
で
い
る
蝶

の
有
り
様

の

擬
人
化
さ
れ
た
描
写
と
し
て
の
み
読
ん

で
も
、
そ
れ
な
り

の
面
白
さ
が
あ
る
。

し
か
し
、
「
だ
う
」
を
老
荘
思
想

の
最
高

理
念
と
理
解
す
れ
ぽ
、
蝶
々
の
イ
メ

ー
ジ
が
、
荘
周

の
夢
と
連
想
さ
れ
て
、

一
句

の
意
義

は
洒
落

に
な

っ
た
。

つ
ま

り
、
胡
蝶
-

荘
子
の
も
う

一
つ
の
自
己
像
1

は
、
夢

の
な
か
で
は
自
分
の

最
高
理
念
と
し
て
の
道
を
失

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
意
味
を
暗
示

し
て
い
る
。
ま
た
、
「道
」
を

「冥
途

の
道

に
迷
ふ
」
と
か

「
六
道

の
辻

に
迷

ふ
」
と
か
、
「成
仏

で
き
な
い
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
仏
教
的
慣
用
表
現

と
関
連
し
て
考
え
れ
ぽ
、
こ
の
句
の
意
味

は
も

っ
と
多
層
的
に
な
る
。

つ
ま
り
、

一
句
は
夢

の
中

の
懐
疑
論
者

で
あ
る
荘

周
は
成
仏
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
、

笑
い
な
が
ら
の
揶
揄
を
も
暗
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
典
故

に

基
づ
い
た
イ
メ
ー
ジ
と
間

テ
ク
ス
ト
構

造
は
短

い

一
句

に
多
層
的
な
意
味
を
表

現
す
る
こ
と
を
可
能

に
し
た
。
こ
の
構
造
を
踏
ま
え
て
は
じ
め
て
、
宗
因

の
狂

句
的
笑

い
が
成
立
で
き
る
。
こ
う
い
う
笑

い
こ
そ
談
林
の
俳
人
た
ち
が
求
め
た

俳
諧

の
本
意
で
あ

っ
た
。

談
林
は

『荘
子
』
を
詩
的
イ
メ
ー
ジ

の
本
意
と
し
て
追
求
し
た
と
同
時

に
、

『荘
子
』
を
根
拠

に
俳
諧
の
付
け
方

の
本
意
を
も
更
新
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
俳

諧
と
連
歌
に
お
い
て
、
句
と
句
と
の
付

け
方

は
非
常

に
複
雑
な
芸
術

で
、
簡
単

に
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
お
お
ざ

っ
ぱ
に
言
う
と
、
内
容

に
基
づ
く
心

付
け
と
言
葉

に
基
づ
く
詞
付
け
が
あ
る
。
言
葉

の
使

い
方
と
同
じ
よ
う
に
俳
諧

の
句
と
句

の
付
け
方
に
も
本
意
が
あ
る
。
そ
れ
は
上
の
句
と
下
の
句

の
言
葉
、

イ
メ
ー
ジ
、
テ
ー
マ
な
ど

の
間

の
伝
統
的
連
想
や
関
聯
で
あ
る
。
既
存

の
詩
語

の
本
意
の
よ
う
に
、
既
定

の
付
け
方

の
本
意
は
俳
諧

一
座

の
対
話
を
ス
ム
ー
ズ

に
発
展
さ
せ
る
環
境
を
造
り
だ
す
と
同
時

に
、
そ
の
対
話
の
発
展

の
可
能
性
を

制
限
し
て
い
た
。
だ
か
ら
、
談
林
は

『荘
子
』
に
よ

っ
て
俳
言

の
本
意
を
立
て

よ
う
と
す
る
か
た
わ
ら
、
詩
的
連
想

の
よ
り
多
く
の
可
能
性
も

『荘
子
』
に
求

め
た
。
例
え
ぽ
、
前

に
あ
げ
た

「
ま
〉
く
は
ふ
と
や
虫
も
な
く
ら
む
」
と
い
う

句

の
付
句
と
し
て
、
宗
因
は
次

の
句
を
措
い
た
。

ま

〉
く
は
ふ
と
や
虫
も
な
く
ら
む

野
あ
そ
び

に
か
け
り
ま
は
り
て
又
し
て
は

『
し
ぶ
団
』
は
こ
れ
は

「放
埒
な
る

一
句
」
と

い
っ
た
。
「
『又
し
て
は
』
と

は
何
事
ぞ
。
か
け
廻
り
て
は
又
し
て
は
、
前

の

『虫
』
が
ま

〉
く
は
ふ
と

い
ふ

(
36
)

か
。
に
が
く

し
。
」
と
批
判
し
た
。
貞
門
の
批
判
に
対
す
る
惟
中

の
こ
た
、兄

は
ま
た

『荘
子
』

の
寓
言
に
基
づ

い
た
。

つ
け
こ

こ
ろ

こ

の
付

心

、

前

の

「
ま

〉
く

は

ふ

」

と

い
ふ

に

「
か

け

り

ま

は

り

て

ま

た

つ
け

虫

鳴

ヤ

ユ
ウ

つ
け

行

し
て
は
」
と
付
、
「む
し
も
な
き
た
る
」
に

「
野
遊
」
を
付
た
る
い
き
や

駆

迴

う

も

あ

り
。

ま

た
、

そ

の
ま

〉
、

野

あ

そ

び

に
虫

が

か

け

ま

は

り

て
ま

〉

つ
け

　

く

は

ふ
、

と

付

た

る

と

い

ひ

て

も

、

か

の
寓

言

を

本

意

と

お

も

へ
ぽ

、
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雑
作

ラ
チ

ざ
う
さ
も
な
く
埒
あ
き
た
る
な
り
。
俳
諧
と
い
ふ
事
し
ら
ぬ
上
か
ら
は
、

田
心

(
わ
)

(37
)

さ

お

も

ふ

も

こ

と

は
り

に

こ

そ

。

惟
中
は
貞
門
の
批
判
が
俳
諧
の
真

の
本

意
を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
と
反
論

し
た
。
『荘
子
』

の
表
現
の
虚
構
と
自
由
を
知

る
な
ら
、
こ
れ
は
何
も
不
自
然

で
は
な
い
付
け
方
だ
と
言

っ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
『荘
子
』

の
寓
言

の
よ
う
な

表
現
の
自
由
さ
こ
そ
俳
諧

の
付
け
方
の
本
意
だ
と
主
張
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、

談
林
は
付
け
方

の
可
能
性
を
大

い
に
拡
充

さ
せ
て
、
自
由
変
化
の
趣
向
を
求
め

た
。談

林

の

『荘
子
』
利
用
は
、

い
ま
ま

で
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
修
辞
上

の
表
面
的
価
値
に
限
ら
れ
る
所
が
多
か

っ
た
。
彼
ら
の
関
心
は

『荘
子
』

の
虚

構

の
方
法
や
表
現
の
自
由
変
化
、
そ
し

て
、
有
名
な
寓
言
の
概
念

に
だ
け
あ

っ

た
。
そ
の
た
め
、
談
林

の
そ
れ
ら

の
作
品

は
印
象
的

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
長
続

き
す
る
魅
力
が
持

て
な
い
。
し
か
し
、
談
林

の

『荘
子
』

の
本
意
論
は
、
あ
と

に
来

る
俳
人
た
ち
を
啓
発
し
た
。
ま
も
な
く
談
林
か
ら
出
発
し
た
、
後

に
芭
蕉

と
い
う
号
で
知
ら
れ
て
い
た
桃
青
は
中
国

の
詩

に
浸
透
し
た

『荘
子
』

の
精
神

を
通
じ
て
、
『荘
子
』
に
対
す
る
よ
り
深

い
理
解
に
達
し
た
。

4

詩
的

イ

メ
ー
ジ

に
転

じ
ら

れ
た

『荘
子
』

芭
蕉

一
門

は

「漢
詩
文
調
」
が
俳
壇

に
大
い
に
流
行
し
た
時
期

に
生
ま
れ
た
。

貞
門

の
道
徳
教
訓
的
引
用
と
談
林

の
修

辞
上
の
利
用
と
ち
が

っ
て
、
芭
蕉
は

『荘
子
』
を
中
国
詩
歌

の
伝
統
と
の
関
係
、
特
に
中
国

の
詩

に
お
け
る
隠
逸
精

神
と

の
関
係

で
読
み
取

っ
た
。
蕉
門

の
作
品
は
初
期
か
ら
中
国
文
学
を
大
量

に

引
用
し
た
。
そ
の
驚
く
べ
き
ほ
ど
の
量

の
引
用
の
中

で
、
『荘

子
』

の
逍
遥
遊

と
自
然
無
為

の
思
想
を
表
現
し
た
も
の
が
主
で
あ

っ
た
。
あ
と
で
触
れ
る
よ
う

に
、
「逍
遥
遊
」
と

「自
然
無
為
」

の
精
神
は
蕉
門
俳
諧

の
重
要
な
主
題
と
な

り
、
芭
蕉
の
俳
論

に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

蕉
門

の
初
期

の

『荘
子
』
引
用
に
は
談
林

の
色
が
濃
か

っ
た
。
た
だ
蕉
門
の

『荘
子
』

へ
の
関
心
が
中
国

の
詩

に
た

い
す

る
理
解

と
密
接

に
結
び
付

い
て

「風
狂
」
「
風
流
」

の
隠
逸
趣
味
と
し
て
表
れ
た
と
い
う
点
は
談
林
と
ち
が

っ
た
。

こ
れ
は
蕉
門
初
期

の
作
品

に
も
明
ら
か
で
あ

っ
た
。
蕉
門

の
螺
舎

(宝
井
其
角
、

一
六
六

一
-

一
七
〇
七
)
作
桃
青
判

の

『田
舎

の
句
合
』

(
一
六
八
○
)
に
は
こ

う
い
う
序
が
あ
る
。

田
舎
の
句
合

(桃

)

た
う
を
う

く

く

さ
い

(
い

)

た
め

む
じ
ん
き
や
う

と
う
ば

ふ

ぜ

い

雍
翁
、
栩
々
斎

に
ゐ
ま
し
て
、
爲
に
俳
諧
無
盡
經
を
と
く
。
東
坡
が
風
情
、

と

し

さ

ん
こ
く

け

し
き

は
じ
め

そ
の
て
い
い
う

杜
子
が

し
や
れ
、
山
谷
が
氣
色
よ
り
初
て
、
其
躰
幽
に
な
ど
ら
か
也
。
ね

ゐ

ほ
く

か

さ

い

り
ま
の
山
の
花

の
も
と
、
渭
北

の
春
の
霞
を
思
ひ
、
葛
西
の
海
の
月

の
前
、

ふ
た
た
び

ら

し

こ
の
こ

再

江
東

の
雲
を
見
る
と
、
螺
子
此
語
に
は
ず
ん
で
、
農
夫
と
野
人
と
を

わ
か

ご

ろ

左
右
に
別
ち
、
詩

の
躰
五
十
句
を
つ
ゴ
る
。
章

の
ふ

つ
〉
か
に
、
語
路

の

馨

ま
が
り
曲
れ
る
を
も

つ
て
、
『
ゐ
な
か

田
舎
』
と
は
祭

た
る
嘩

し
・
伽
.

も
つ
て
こ
れ

え

は
ん
じ

さ
う
し
う

の
ん

き

い
つ

べ
ん

以

是
に
翁

の
判
を
獲
た
り
。
判
詞
、
莊
周
が
腹
中
を
呑

で
、
希
逸
が
辯
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お
ほ
え

ち

さ
と

え
い

も
口
に
ふ
た
す
。
遠
く
き
く
、
大
江

の
千
里
は
、
百
首
の
詠
を
詩

の
題
に

ど
う
ふ
く

な
ら
ひ
、
近
所

の
其
角

は
、
俳
諧

に
詩
を
の
べ
た
り
。
あ

〉
千
里
同
腹

儒
ガ
る
事
を
知

ル
。
し
る
と
い
へ
ぽ
・
我
騒
を
し
る
に
似
た
り
。
し
ら
ず

こ
ご

こ
れ

(83

)

し

て
爰

に
筆

を

と

る
、

又

是

し

ら

ざ

る

な

り
。

こ
の
序

に
は
ほ
と
ん
ど
句
ご
と
に
出
典
が
あ
る
。
そ

の
出
典
の
内
容

に
特
に

注
意
す
べ
き
な
の
は
蕉
門

の

『荘
子
』
受
容
と
中
国
詩
歌
受
容
の
相
互
関
係
で

あ
る
。
冒
頭

の
と
こ
ろ
に
書

い
た

「栩
々
斎
」
は
芭
蕉

の
書
斎

の
名

で
あ
る
が
、

そ
れ
は
、

『荘
子
』
の

「荘
周

の
胡
蝶
」

と
い
う
寓
言
か
ら
来
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
こ
の
序
は
四
人

の
中
国
詩
人
の
こ
と
に
ふ
れ
る
。
蘇

東
坡
、
杜
甫
、
黄
山
谷
の
名
前
は
冒
頭
の
と
こ
ろ
に
書
い
て
あ
る
。
四
人
目

の

中
国
詩
人
は
有
名
な
李
白

で
あ
る
。
李
白

の
名
前

は
直
接
出

て
い
な

い
が
、

「ね
り
ま
の
山
の
花

の
も
と
、
渭
北

の
春

の
霞
を
思
ひ
、
葛
西

の
海

の
月

の
前
、

ふ
た
た
び

再

江
東

の
雲
を
見
る
」
と
い
う
芭
蕉

の
話

に
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
中
国
の
唐

の
時
代

の
大
詩
人
杜
甫

の

「
春
日
懐
李
白

」
と
い
う
詩

に

「渭
北
春
天
樹
、
江

東
日
暮
雲
」
の
句
が
あ

っ
て
、
渭
北
は
杜

甫
の
居
住
地
、
江
東
は
揚
子
江

の
東

(
39
)

岸
、
李
白

の
住
ん
で
い
た
所
を
指
し
て
い
る
。
芭
蕉
は
比
喩
的
な
表
現
で
杜
甫

や
李
白

の
こ
と
を
持
ち
だ
し
、
俳
諧
を
作

る
と
き
、
常
に
中
国
の
偉
い
詩
人
の

詩
を
思
い
だ
し
て
、
劣
ら
な
い
よ
う
に
考
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
門
弟
た

ち
に
教
え
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。
こ
う

い
う
モ
デ

ル
意
識

は
実
は
芭
蕉

の
こ
の

時
期
に
使

っ
た
号
に
も
見
ら
れ
る
。
「桃
青
」
と

い
う
号
は
李
白

の
こ
と
を
念

頭
に
置

い
て
作

っ
た
も
の
だ
と
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
。

な
ぜ
大
勢

の
中
国
の
詩
人

の
中

か
ら
こ
の
四
人
を
選
ん
で
あ
げ
た
の
か
。
こ

れ
は
三

つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
は
偶
然

で
あ
る
。
序

の
作
者
嵐
雪

が
文
章
を
書
く
便
利
上
、
芭
蕉
の
教
え
に
出
た
中
国
詩
人
か
ら
任
意

に
こ
の
四

人
を
選
ん
だ
。
も
う

一
つ
の
可
能
性
は
、
中
国
詩
論

の
影
響
で
あ
る
。
「
李
杜
」

(李
白
と
杜
甫
)
と
か

「蘇
新
黄
奇
」

(蘇
東
坡
の
新
味
、
黄
山
谷

の
奇
抜
)
と
か

い
う
表
現
は
中
国

の
詩
論
に
よ
く
出

て
い
る
か
ら
、
芭
蕉
あ
る
い
は
嵐
雪
は
そ

の
四
人
を
例
に
あ
げ
た
。
三
つ
目
の
可
能
性
は
、
林
希
逸

の

『荘
子
』
注
釈
の

影
響

で
あ
る
。
李
杜
蘇
黄
は
林

の
注
釈
に
も

っ
と
も
よ
く
引
用
さ
れ
た
詩
人
で

あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
よ

っ
て
、
芭
蕉
と
そ
の
門
弟
は
影
響
さ
れ
た
。

こ
の
三

つ

目
の
可
能
性
は
、
蕉
門

の

『荘
子
』

に
た
い
す
る
関
心
お
よ
び
中
国
詩
歌

の
伝

統
に
対
す
る
関
心
を
理
解
す
る
た
め
に
は
と
て
も
重
要
で
あ
る
。

け
ん
さ
い

林
希
逸
は
虜
斎
と
号
し
、
宋

の
端
平

(
一
二
一二
四
-
三
六
)
年
間

に
進
士

に

な

っ
た
学
者

で
あ

っ
た
。
彼

の

『荘
子
庸
斎

口
義
』

(
一
二
五
三
)
と

い
う
注

釈
書
が
江
戸
時
代

の
俳
人
た
ち
に
広
く
読
ま
れ
た
こ
と
は

『田
舎

の
句
合
』
序

か
ら
も
わ
か
る
。
詩
書
画

の
上
手
な
林
希
逸

は

『荘
子
』

の
説
明

に
、
常

に
文

学
作
品
か
ら
例
を
引

い
た
。
例
え
ぽ
、
林
は

『荘
子
』
を
読
む
重
要
性
を
こ
の

よ
う
に
強
調
し
た
。

(
40
)

此
書
不
可
不
讀
。
亦
最
難
讀
。
東
坡

一
生
文
字
。
只
從
此
悟
入
。

(此
の
書
は
読
ま
な
く
て
は
な
ら
ず
、
亦
、
最
も
読
み
に
く
い
の
で
あ
る
。
蘇
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俳諧の確立 と 『荘子』

東
坡

の

一
生

の
作

は
只
此

か
ら
悟

り
入

っ
た

の
で
あ

る
。
)

こ
れ
は
林
が
注
釈
の
巻
頭

に
書
い
た
言
葉
で
あ
る
か
ら
、
俳
諧

の
新
し
い
内

容
表
現
を
探
し
て
い
た
芭
蕉
た
ち
の
印
象

に
残
ら
な

い
こ
と
は
な
か

っ
た
と
思

う
。
林

の

『荘
子
虐
斎
口
義
』

は

『荘

子
』
が
詩
人
文
人
の
必
携
で
あ
る
と

い

う
印
象
を
作

っ
た

一
方
、
芭
蕉
た
ち
の
中
国
詩
の
読
み
方

に
も
影
響
を
あ
た
え

た
。
『
田
舎

の
句
合
』
序

に
も
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
序

の
作
者
嵐
雪
は
杜
甫

の

洒
落

特
色
を

い
う
時
、
「杜
子
が
し
や
れ
」
と

い
う
言
葉
を
使

っ
た
。
杜
甫

は
と
て

も
複
雑
な
詩
人
で
あ
り
、
杜
詩
は
全
体
的
に

一
番
特
徴
づ
け
に
く
い
と
言
わ
れ

て
い
る
が
、
数
多
く
の
杜
甫
詩
評

の
中

で
洒
落
と
言
う
表
現
は
こ
の

『田
舎

の

句
合
』
序
以
前
に
で
た
こ
と
が
な
か

っ
た
。
そ
れ
で
は
、
洒
落
と
い
う
評
判
は

ど
こ
か
ら
来

た
の
か
、
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
使

っ
て
い
る
の
か
。
こ

の
問
題

に
つ
い
て
、
石
川
八
朗
氏
は
林

の

『荘
子
虐
斎
口
義
』

か
ら
来
た
と
論

じ
た
。
『荘
子
』

に
は

「和
之
以
天
倪
」

と
い
う
説
が
あ
る
。

何
謂
和
之
以
天
倪
。
日
。
是
不
是

。
然
不
然
。
是
若
果
是
也
。
則
是
之
異

乎
不
是
也
。
亦
無
辯
。
然
若
果
然
也
。
則
然
之
異
乎
不
然
也
。
亦
無
辯
。

化
聲
之
相
待
。
若
其
不
相
待
。
和

之
以
天
倪
。
因
之
以
曼
衍
。
所
以
窮
年

(
41

)

也
。
忘
年
忘
義
。
振
於
無
竟
。
故
寓
諸
無
竟
。

と
と
の

お
の
ず
か

ひ
と

い

(何

を

か
之

を
和

う

る

に
天

ら
倪

し
き

こ
と

わ

り

を
以

て
す

る

と
謂

う

。

日
わ

ぜ

ふ

ぜ

ぜ
ん

ふ

ぜ
ん

ぜ

ぜ

く
、

是

と
不
是

と
あ

り
、

然

と
不

然

と
あ

り
。

是
も

し
果

た

し

て
是

な
ら
ば

、

ぜ

ふ

ぜ

こ
と

ま
た
あ
げ
つ
ら

ぜ
ん

則

ち
是

の
不

是

に
異

な

る

こ
と
、
亦

弁

う

ま

で
も

無

か
ら

ん
。
然

も

し
果

た

ぜ
ん

ぜ
ん

ふ

ぜ
ん

あ
げ
つ
ら

し

て
然

な

ら
ば
、

則

ち
然

の
不

然

に
異

な

る

こ
と
、
亦

弁

う

ま

で
も

無

か
ら

よ
し
あ
し

あ
げ

つ
ら

あ

い
ま

お
な

と
と
の

ん
。
化

の
声

い

の
相

待

つ
こ
と

は
、

其

の
相

待

た
ざ

る

に
若

じ

。
之

を

和

う

お
の
ず
か

ひ
と

し
た
が

か
ぎ
る
こ
と
な

る

に
天
ら
倪

し
き

こ
と
わ

り
を

以

て

し
、

之

を
因

わ

し

む

る

に
曼

衍

き

を
以

て

よ
わ
い

つ

ゆ
え

ん

よ
わ
い

よ
し
あ
し

か
ぎ

す

る
は
、
年

を
窮

く

す
所

以

な
り

。
年

を
忘

れ
、
義

を

忘

れ

て
、

竟

り
無

き

せ

は
ば
た

こ
れ

か
ぎ

い
こ

(
24

)

か

い
に
振

く
。
故

に
諸

を
竟

り
無

き

に
寓

わ
し

む

る
な
り
。
)

『荘
子
』

の
こ
の
概
念
を
説
明
す
る
時
、
林
は
次

の
よ
う
に
云

っ
た
。

和
之
以
天
倪
。
儘
可
游
衍
。
儘
可
窮
盡
歳
月
。
故
日
因
之
以
曼
衍
。
所

以
窮
年
也
。
因
之
。
順
之
也
。
曼
衍
。
游
衍
也
。
窮
年
。
猶
子
美
所
謂
瀟

洒
送
日
月
也
。
能
如
此
。
則
不
特
可
以
窮
年
。
併
與
歳
月
忘
之
矣
。
非
特

忘
歳
月
。
併
與
義
理
忘
之
矣
。
季
義
既
忘
。
則
振
動
鼓
舞
於
無
物
之
境
。

此
振
字
。
便
是
逍
遥
之
意
。
既
逍
遥
於
無
物
之
境
。
則
終
身
皆
寄
寓
於
無

(
43
)

物
之
境
矣
。

お
の
ず
か

ひ
と

お
も
う
ま
ま

か
ぎ
り
な

(之

を

和
す

る

に
天

ら

倪

し
き

こ
と

わ

り

を

以

て

し

て
、

儘

に

衍

く

あ

そ

し
た
が

か
ぎ
る
こ
と
な

び
、

歳

月
を

窮

く

さ

ん
。
故

に
曰

く
、

「
之

を

因

わ
毛

む

る

に
曼
衍

き

を

以

て

よ
わ
い

つ

ゆ

え

ん

し
た
が

し
た
が

す

る
は
、
年

を

窮

く
す
所

以

な

り
」
。

「
之

を
因

わ

し
む

る
」

は
之

に
順

う

こ
と

か
ぎ
り
な

か
ぎ
り
な

な

り
。

「
曼
衍

き
」

は
衍

く
游

ぶ

こ
と

な

り
。

「年

を

窮

く
す

」

は
、
猶

、
子

美

の
所

謂
瀟

洒

に
し

て
日
月

を
送

る
也

。

能

く
此

の
如

く

な

ら
ば

、
則

ち
以

て
年

き
わ

を
窮

む

る

の
み
な
ら
ず

、
あ

わ

せ

て
歳

月

を
忘

れ

ん
。
歳

月

を
忘

る
る

の
み
な
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ら
ず
、
あ
わ
せ
て
義
理
を
忘
れ
ん
。
歳
と
義
と
を
既
に
忘
れ
ば
、
則
ち
無
物
之

は
ば
た

境
に
振
き
鼓
舞
す
。
此
の
振
の
字
は
つ
ま
り
逍
遥
の
意
味
な
り
。
既
に
無
物
之

境
に
逍
遥
せ
ぽ
、
則
ち
終
身
を
皆
、
無
物
之
境
に
寄
寓
せ
ん
。
)

林

の
註
に
書

い
た

「子
美
」
は
杜
甫

の
こ
と
で
あ

る
。
「瀟
洒
送
日
月
」
と

い
う
句
は
杜
甫

の

「自
京
赴
奉
先
県
詠
懐
五
百
字
詩
」
(七
五
五
)
の
中

の

一

句
で
、
安
禄
山
の
乱

の
直
前
に
書

い
た
も

の
で
あ
る
。
詩

の
初

め
に
自
分

の
出

仕

の
道

で
の
失
意
を
述

べ
て
、
そ
れ
か
ら
、
十
三
、
四
行
目

の
所
に

「非
無
江

漢
志
、
瀟
洒
送
日
月
。
」
と
い
う
句
が
出

た
。
「
江
漢
志
」
と
い
う
の
は
隠
逸
生

活
を
追
求
す
る
志
で
あ
り
、
中
国
文
学

で
は
隠
者

の
こ
と
を
よ
く
江
河

の
浜
に

隠
れ
た
者
と
い
う
表
現
で
言

っ
た
。
文
学

に
お
け
る
隠
逸
趣
味
と
言
え
ぽ
、
中

国

の
古
典
詩
人

の
自
己
像
は
両
面
性

の
あ

る
の
が
多
い
。
大
多
数
の
詩
人
文
人

は
自
分
の
作
品
に
儒
家

の
教
え
に
従

っ
て
、
国
を
治
め
る
こ
と
を
責
任

に
し
、

天
下
を
憂
す
る
官
僚
文
人

の
顔
を
真
剣

に
描

い
て
い
な
が
ら
、
世
俗

の
功
利
か

ら
遠
く
離
れ
て
、
江
河
の
傍
ら
で
悠
然

と
魚
を
釣

っ
て
い
る
隠
遁
者

の
姿
も
好

ん
で
作
り
だ
す

の
で
あ
る
。
ど
の
顔
の
側
面
が
強
い
か
は
人
に
よ

っ
て
違
う
が
、

杜
甫

は
隠
遁
者

の
面
影
が
全
然
な
い
と
言

え
な
く
て
も
、

か
な
り
淡

い
方
で
あ

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
林
は
杜
甫

の
詩

に
少
な

い
こ
の
よ
う
な
句
を

「逍
遥

於
無
物
之
境
」

(無
物
之
境
に
逍
遥
す
)
の
例
と
し
て
出
し
た
。
こ
の
例
は
芭
蕉

と
そ
の
門
弟
た
ち
の
杜
甫
像

に
深
い
影
響

を
与
え
た
。
石
川
氏

の
分
析
で
は
、

「
し
ゃ
れ
」
(洒
落
)
と

い
う
言
葉

の
当

て
字

は
例

に
出

さ
れ
た
杜
甫

の
句

の

「瀟
洒
送
月
日
」
の

「
洒
」
と
同
じ
漢
字
を
使

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「洒
れ
」

と
い
う
表
現
は
蕉
門
の
作
品

に
は
い
つ
も
林

の
解
釈
に
で
た

「瀟
洒
」
と
同
じ

(44
)

よ
う
に
隠
逸

の
逍
遥

の
意
味

で
使
わ
れ
た
。
だ
か
ら
、
石
川
氏
は
蕉
門
の
杜
甫

印
象
が
林

の
説
明
に
影
響
さ
れ
た
と
推
測
し
た
。
石
川
氏
の
分
析
は
と
て
も
説

得
力
が
あ
る
と
思
う
。
実
は
杜
甫
は
芭
蕉
が
最
も
多
く
引
用
し
た
中
国
詩
人
で

あ

る
が
、
芭
蕉
の
引
用
し
た
部
分
は
杜
甫

の
詩
の
実
用
功
利
的
内
容
が
ほ
と
ん

ど
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
杜
甫
は
常

に
寒
山
や
西
行
の
よ
う
な
世
俗
か
ら

離
れ
た
中
日
詩
人
と
並
べ
ら
れ
て
、
遁
世
趣
味

の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
扱

わ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
芭
蕉

の
中
国
詩
の
受
け
取
り
方
は
か
れ
の

『荘
子
』
理
解
に
つ

な
が

っ
て
い
る
。
彼
は

『荘
子
』
を
通
じ
て
中
国
詩

に
浸
透
し
た
逍
遥
遊

の
精

神
を
見

つ
め
て
い
た
。

一
方
、
芭
蕉

に
と

っ
て
、
『荘
子
』

は
哲
学

の
本
よ
り
、

詩
の
古
典

で
あ
り
、
文
学
の
必
読
書

で
あ

っ
た
。
芭
蕉
の
こ
う
い
う

『荘
子
』

の
読
み
方
と
中
国
詩

の
読
み
方
と
の
関
連
は

『田
舎

の
句
合
』

の
序

に
も
よ
く

み
ら
れ
る
。
冒
頭

の
と
こ
ろ
に
書

い
て
あ
る

「奔
翁
、
栩
々
斎

に
ゐ
ま
し
て
、

為

に
俳
諧
無
尽
経
を
と
く
」
と
あ
と
に
出

た

「
(翁
の
)
判
詞
、
荘
周
が
腹
中

を
呑
で
、
(林
)
希
逸
が
弁
も
口
に
ふ
た
す
。
」
な
ど
の
と
こ
ろ
を
読

ん
で
、
芭

蕉
が

『荘
子
』
を
教
え
て
い
る
の
か
そ
れ
と
も
作
詩
を
教
え
て
い
る
の
か
わ
か

ら
な
く
な

っ
た
と
読
者
は
思
う
で
あ
ろ
う
。
実
は
蕉
門
に
お
い
て
そ
の
二

つ
は

不
可
分
な
も

の
で
あ

っ
た
。
芭
蕉
の
判
詞
は
ど
の
よ
う

に

「荘
周
が
腹
中
を
呑

で
」
い
る
か
と
い
う
と
、
螺
子

(其
角
)
の
次

の
句
と
芭
蕉

の
評
判
を
見

て
み
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俳諧の確立と 『荘子』

よ

う

。

の
つ

し
ら
く
も

鳶

に
乘

て
春
を
送
る
に
白
雲
や

ブ

キ
ウ

く
う
く
う

セ
イ

ヨ
ウ

(判
詞
…
)
右

の
句

の
鳶

に
の

つ
て
無
窮

の
空

ー
た
る
に
逍
遥
せ
ん
事
、

た
の
し
み
な
ほ
き
は
ま
り

(
54

)

楽

猶

窮
な
か
る
べ
し
や
。

螺
子
の
句
は
表

で
は
晩
春

の
景
色
を
想
像
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
描

い
て
い
る
が
、

芭
蕉
は

「鳶
に
乗

つ
て
」
と
い
う
表
現

の
本
意
を

『荘
子
』
の

「鵬
」

に
つ
い

て
の
寓
言

(さ
き
に
引
用
し
た
惟
中
の

『俳
諧
蒙
求
』
に
出
た
)
に
見

つ
け

て
、

「逍
遥
遊
」

の
楽
し
み
を
こ
の
句

か
ら

読
み
と

っ
た
。
『荘
子
』
に
は

「逍
遥

遊
」
は
無
限
の
自
由
を
実
現
し
た
状
態

の
比
喩
的
な
表
現
で
あ
り
、
逍
遥
遊

の

状
態
に
達
し
た
こ
と
は
無
窮

の
楽
し
み
と
し
て
い
る
。
芭
蕉
は
修
辞
上

の
本
領

よ
り
螺
子
の
句

の

『荘
子
』
精
神
を
表

し
た
内
容
を
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
句

は
前
に
出
た
談
林

の
例
と
同
じ
よ
う
に
、
『荘
子
』
と
の
間

テ
ク
ス
ト
関
係
に

拠

っ
て
深
層
意
義
を
作
り
上
げ

た
の
で
あ
る
が
、
『荘
子
』
か
ら
直
接
イ
メ
ー

ジ
を
借
り
ず
、
典
故
を
想
像
力

に
富
ん
だ
描
写
に
隠
し
た
。
こ
の
よ
う
な
解
釈

項
と
し
て
の
典
故
を
読
み
取
る
に
ば

『
荘
子
』

に
つ
い
て
の
よ
り
深

い
知
識
が

必
要

で
あ
る
。
『田
舎

の
句
合
』

の
序
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
芭

蕉
は
門
弟
を
導
い
て
よ
く

『荘
子
』
を
勉
強
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
俳

諧
の
本
意

の
新
し
い
基
盤
を
作
る
た
め
の
努
力
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
段

階
で
は
、
蕉
門
の

『荘
子
』
引
用
は
ま
だ
概
念
的
な
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
限
界
は
ま
も
な
く
、
芭
蕉

の
逍
遥
遊
の
詩
精
神

へ
の
実
践
的
追
求
に
よ

っ

て
打
破
さ
れ
た
。

一
六
八
○
年

の
冬
、
芭
蕉
は
江
戸
を
離
れ
て
、
深
川
の
岸
に
あ
る
草
の
庵
に

(
46
)

遷

っ
た
。
廣
田
氏
は
こ
の
草
庵
を

「逍
遥
遊

の
実
践

の
場
」
で
あ
る
と
言

っ
た
。

逍
遥
遊

の
思
想
は
芭
蕉
の
草
庵
生
活

の
唯

一
の
動
…機
だ
と
は
言
え
な
い
か
も
知

れ
な
い
が
、
芭
蕉

の
深
川
移
住
は

『荘
子
』

の
逍
遥
遊
に
強
調
さ
れ
た
反
功
利

的
反
因
習
的
風
狂
精
神

へ
の
誠
実
な
追
求
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
追
求
は
、

こ
の
時
期

に
発
表
し
た
芭
蕉

の
詩

に
生
き
生
き
と
し
て
現
れ
た
。
次

の
句

は

『み
な
し
栗
』
と

い
う
俳
諧
集
に
出

た
も

の
で
、
芭
蕉

の
草
庵
生
活
を
描

い
て

い
る
。

ぽ
う
し
や

茅
舎
買
"水
ヲ

こ
ほ
り
に
が

え
ん
そ

ノ
ド

氷

苦
く
偃
鼠
が
咽
を
う
る
ほ
せ
り

句

の
前
の
題
も
あ

っ
て
、
こ
の
句

の
意
味
は

一
見
し
て
難
し
く
な
い
。
寒
い

の
で
飲
む
水
も
凍

っ
て
し
ま

っ
た
草
庵
生
活

の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な

ス
ケ
ッ
チ
で
あ

る
と

一
目
見
て
す
ぐ
わ
か
る
よ
う
な
描
写
で
あ
る
。
し
か
し
、
偃
鼠
と
い
う
め

ず
ら
し
い
俳
言
の
出
現
は
読
者

の
注
意
力
を
引
き
、
単
な
る
描
写
的
読
み
方

に

満
足
で
き
な
い
よ
う
に
感
じ
さ
せ
る
。

こ
の
変
な
イ
メ
ー
ジ
は
実
は
大
勢

の
研

究
者
た
ち
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
た
だ

の
写
実
的
な
描
写

で
は
な
く
、
『荘

子
』
を
典
故
と
す
る
。
『荘
子
』
に
は
次

の
よ
う
な
話
が
あ
る
。
堯
と
い
う
賢
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明
な
君
主

は
天
下
を
許
由
と
い
う
有
名
な
隠
者

に
譲
ろ
う
と
し
た
。
す
る
と
、

許
由
は
こ
う
答
え
た
。

子
治
天
下
。
天
下
既
已
治
也
。
而
我
獪
代
子
。
吾
將
爲
名
乎
。
名
者
。
實

之
賓
也
。
吾
將
爲
賓
乎
。
鷦
鷯
集
於
深
林
。
不
過

一
枝
。
偃
鼠
飮
河
。
不

過
滿
腹
。
歸
休
乎
君
。
予
無
所
用
天
下
爲
。
庖
人
雖
不
治
庖
。
尸
祀
不
越

(
47

)

樽
俎
而
代
之
矣
。

き
み

す
で

き
み

「子
、
天
下
を
治
め
て
天
下
既

に
已

に
治
ま
れ
り
。
し
か
る
を
我
な
お
子

か
わ

ま
さ

も
と

じ
つ

そ
え
も
の

に
代
ら
ば
、
吾
れ
将

に
名
を
為
め

ん
と
す
る
か
。
名
は
実

の
賓
な
り
。
吾

み
そ
さ
ざ
い

し
げ

は
や
し

す

ま
さ

そ
え
も
の

れ
将

に
賓
と
な
ら
ん
と
す
る
か
。
鷦
鷯
は
深
れ
る
林
に
巣
く
う
も

一
枝
を

む
ぐ
ら
も
ち

お
お
か
わ

み
ず
の

用
う
る
に
す
ぎ
ず
、
偃
鼠
は
河

に
飲
む
も
腹
を
満
た
す

に
す
ぎ
ず
。
帰
り

い
こ

き
み

わ
れ

き
み

い
た

か
た

り
よ
う
り
に
ん

り
よ
う
り

休
わ
れ
よ
君
、
予

は
天
下

に
用
と
な
る
も
為
し
所
な
し
。
庖

人

は
庖
を

ま
か
な

ど

か
ん
ぬ
し

た
る

ま
な

い
た

う
ば

(
48

)

治
わ
ず
雖
も
、
尸
祝
は
樽
と
爼
を
越

い
て
之
に
代
ら
ざ

る
も
の
を
。
」
と
。

え
ん
そ

『荘
子
』
の
こ
の
話

に
つ
い
て
、
林
希

逸
は
偃
鼠
は
許
由
が
自
分

の
事
を
喩

(
49

)

え
て
言
う
の
で
あ
る
と
説
明
し
た
。

つ
ま
り
、
「偃
鼠
」
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
は

隠
者
の
質
素
な
品
質
と
自
由
精
神
を
賛
美

す
る
意
味

で
使
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
芭
蕉

の
句
に
出
た
イ
メ
ー
ジ
の
本
意
で
も
あ

る
。
こ
う
し
た
間
テ
ク
ス

ト
構
造

に
お
い
て
、
「偃
鼠
」
は
芭
蕉
の
句

に
お
い
て
典
故
の
役
割
を
果
た
し

て
い
る
。

こ
の
典
故

に
よ

っ
て
、

一
句

の
意
義
は
逍
遥
遊

の
伝
統
の
コ
ソ
テ
ク

ス
ト
で
理
解
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
決
め
ら
れ
、
滑
稽
な
描
写
が
深

い
精
神

的
魅
力
を
持

つ
よ
う
に
な

っ
た
。
解
釈
項
と
し
て
読

め
ば
偃
鼠
は
質
素
な
草
庵

生
活
を
楽
し
み
と
し
た
風
狂
の
詩
人

の
自
己
像
で
も
あ

っ
た
。

右

の
例

に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
同
じ
単
語
的
解
釈
項
で
も
、
意
識
的
に
目
立

た
せ
る
典
故
の
よ
う
な
も
の
と
句

の
情
景
に
溶
け
込
む
媒
介
的
イ
メ
ー
ジ
の
区

別
が
あ

る
。
右

の
例
は
、
前
者

に
属
す
る
が
、
詩
の
表
現
力
を
拡
大
す
る
間
テ

ク
ス
ト
的
構
造
を
作
り
上
げ
る
と
同
時
に
、
芭
蕉
の
典
故

の
用
い
方
は
そ
の
モ

デ

ル
テ
ク
ス
ト
に
代
表
さ
れ
て
い
る
伝
統
と
共
鳴
し
て
い
る
自
分

の
感
情
と
詩

的
体
験
を
も
表
し
て
い
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
芭
蕉

の
詩

に
お
け
る
典
故
は
解

釈
的
だ
け
で
な
く
、
抒
情
的

で
も
あ
る
。

こ
の
意
味
で
は
芭
蕉

の
典
故
の
使
い

か
た
は
談
林
流

の
そ
れ
と
根
本
的
な
違

い
が
あ

っ
た
。
芭
蕉
は
談
林

の
手
に
よ

っ
て
詞

の
遊
び
に
な

っ
た
俳
諧
に
日
本
詩

の
抒
情
性
を
再
建
し
た
。

勿
論
、
『荘
子
』

の
典
故
を
使

っ
た
芭
蕉

の
全
て
の
作
品
が
抒
情
的
だ
と
は

い
え
な
い
。
し
か
し
、
蕉
風
成
熟
期

の
作
品
に
お
い
て
、
古
典

の
引
用
は
い
つ

も
詩
人
の
実
際

の
美
体
験
に
溶
け
込
み
、
間
テ
ク
ス
ト
構
造
は
描
写
と

一
体

に

な

っ
た
。
晩
年

の
芭
蕉
は
荘
周

の
蝶
の
よ
う
な
き
ま
り
文
句

に
な

っ
た
典
故
を

意
識
的

に
避
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
『み
な
し
栗
』
の
時
期
に
そ
れ
を
使

っ
て
も
、
で
き
る
だ
け
自
然

に
句
に
織
り
込
む
よ
う

に
工
夫

し
た
。
次
は
前
に

も
出
た
例
で
あ

る
が
、
蝶

の
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
た
句
で
あ
る
。

椹
や
花
な
き
蝶
の
世
捨
て
酒
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こ
の
句
に
お
い
て

「蝶
」
と

「夢
」

の
古
く
さ
い
組
み
合
わ
せ
の
か
わ
り
に
、

「蝶
」
は

「椹
」
と
い
う
季
語
と
と
も
に
静

か
な
田
園
風
光
を
描
き
出
し
た
。

十
七
音
節
の

一
句
は
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
の
連
続
で
あ

る
。
ま

ず
読
者

の
目
に
映

っ
た
の
は
椹
で
あ
り
、

そ
れ
か
ら
、
そ
こ
に
止
ま

っ
て
い
る

蝶
で
あ
る
。
最
後

の
イ
メ
ー
ジ

「
世
捨
て
酒
」
が
出
る
ま
で
は
読
者
は
ほ
と
ん

ど
問
テ
ク
ス
ト
構
造
な
ど
の
存
在
に
気
づ

か
ず
、

一
句
を
田
舎

の
景
色

の
描
写

と
し
て
鑑
賞
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「世
捨

て
酒
」

の
出
現
は
読
者
を
描
写
的

読
み
方

の
方
向

か
ら
呼
び
戻
し
て
、
全
句

の
意
義
を
隠
逸
精
神

の
伝
統
と

の
関

連

に
お
い
て
考
え
る
よ
う
に
す
す
め
る
。

隠
逸
趣
味

の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
か

れ
て
、
中
国
文
学

の
教
養

の
あ
る
読
者
に
と

っ
て
は
、
最
初

の
二
つ
の
イ
メ
ー

ジ

「
蝶
」
と

「椹
」

は
問
テ
ク
ス
ト
的
構
造

の
媒
介
項
と
い
う
性
質
が
現
れ
て

く
わ

き
た
。
桑
の
木
は
早
く
か
ら
、
中
国
の
隠
逸
詩

に
愛
用
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ

っ
た
。
中
国
隠
逸
詩
人
の
第

一
人
者

で
あ
る
陶
淵
明

(三
六
五
-
四
二
七
)
が

こ
れ
を

「
帰
園
田
居
」

(田
園
に
帰
し
て
居
す
)
と
い
う
有
名
な
詩
に
使

っ
て
以

来
、
桑

の
木
は
隠
逸
生
活
と
隠
逸
趣
味
を
象
徴
す
る
シ
ン
ボ

ル
に
な
り
、
も

っ

と
旦
ハ体
的
に
言
え
ぽ
、
こ
れ
は
世
俗
を
離
れ
た
隠
者
が
見

つ
け
た
大
自
然
と
い

う
心
の
故
里
を
連
想
さ
せ
る
特
定
の
イ
メ
ー
ジ
に
な

っ
た
。
椹
と
い
う
詞
は
、

和
歌

に
も
使
わ
れ
た
。
隠
逸
生
活
と

の
関
連

は
そ
ん
な
に
顕
著
で
な
い
が
、
や

は
り
田
舎
風

の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
使

っ
た
。
陶
淵
明
は
芭
蕉
の
作
品

に
よ
く
出

る
中
国
詩
人
の

一
人
で
あ
る
か
ら
、
「椹

」
を

「蝶

の
世
捨
て
酒
」
と
す
る
表

現
は
陶
淵
明
の

「帰
園
田
居
」
か
ら
の
伝
統
に
ふ
ま
え
て
考
え
ら
れ
た
と
言

っ

て
も
、
無
理
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す

る
と
、
「椹
」
は
単
な
る
描
写
的
な

イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、
典
故
と
し
て
の
役
割
を
も
は
た
し
て
い
る
。
「椹
」
と

い
う
イ
メ
ー
ジ

の
意
義
転
換
は
ま
た

「蝶
」

に
対
す
る
問
テ
ク
ス
ト
的
理
解
を

呼
び
起

こ
し
て
い
る
。
「椹
」
と

い
う
解
釈
項
を
理
解
す

る
上

で
、
読
者

は
こ

の
椹
に
止
ま

っ
て
い
る

「蝶
」
も
単
な
る

一
匹

の
昆
虫
で
は
な
く
、
荘
周

の
夢

に
飛
ん
で
い
る
蝶
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

っ
て
く
る
。

こ
の
蝶
は
現
実

の
は
か
な

さ
を
観
察
す
る
担

い
手
で
あ
り
、
こ
の
蝶

に
と

っ
て
こ
そ
、
現
実
か
ら
の
隠
遁

が
賢
明
な
選
択

で
も
あ

っ
て
、
精
神
的
享
受
で
も
あ
る
。
こ
の
蝶
に
と

っ
て
、

隠
者

の
庭
に
あ
る
椹
が
お
い
し
い
酒
に
な
る
の
で
あ
る
。

蕉
風
の
発
展
に
つ
れ
て
、
初
期

の
蕉
門
俳
諧
の
テ
ー

マ
に
大
き
な
影
響
を
与

え
た

『荘
子
』
は
作
詩

の
根
本
原
則
に
関
わ

っ
て
き
て
、
自
然
さ
を
強
調
す
る

芭
蕉

の
晩
年

の
詩
風

の
形
成
に
も
役
立
て
た
。
表
現
の
自
然
を
重
ん
じ
て
、
芭

蕉
の
後
期

の
発
句
と
連
句

に
は
あ
か
ら
さ
ま
な
典
故
の
引
用
が
少
な
く
な

っ
た
。

し
か
し
、
彼

の
俳
文
紀
行
文

に
は
、
本
説
典
故
、
特

に
、
『荘
子
』

に
依
存
す

る
と
こ
ろ
が
ま
だ
多

い
。
特
殊

の
詩
型
と
し
て
の
俳
文
紀
行
文
が
文
体
的
に
普

通

の
文
章
と
区
別
す
る
既
定

の
形
が
な
い
の
で
、
間

テ
ク
ス
ト
的
解
釈
項
は
俳

文
紀
行
文
が
詩
と
し
て
成
立
す
る
重
要
な
記
号
に
な

っ
た
と
思
う
。
こ
う
い
う

典
故

の
役
割
は
芭
蕉

の
名
作

の

一
つ

『笈

の
小
文
』

の
冒
頭
と
な
る
文
章

に
は

っ
き
り
見
ら
れ
る
。

ひ
ぞ

が
・
・
う
け
う

も
の
あ
り

な

づ
け

ふ
.つ
ら

ば
う

鰤

百

骸

九

竅

の
中

に
物

有

。

か

り

に
名

付

て
風

羅

坊

と

い

ふ

。

誠

に
う

す



も
の
〉
か
ぜ

に
破
れ
や
す
か
ら
ん
事

を
い
ふ
に
や
あ
ら
む
。
か
れ
狂
句
を

こ
の
む

つ
ひ

う
ん

は
う
て
き

好
こ
と
久
し
。
終
に
生
涯

の
は
か
り
ご
と

》
な
す
。
あ
る
時
は
倦

で
放
擲

せ
ん
事
を
お
も
ひ
、
あ
る
時
は
す

〉
む
で
人
に
か
た
ら
む
事
を
ほ
こ
り
、

ぜ

ひ

た
て

是
非
胸
中

に
た
〉
か
ふ
て
、
是
が
爲

に
身
安
か
ら
ず
。
し
ぼ
ら
く
身
を
立

ま
な

ん

ぐ

さ
と
ら

む
事
を
ね
が

へ
ど
も
、
こ
が
爲

に
さ

へ
ら
れ
、
暫

ク
學

で
愚
を
曉
ン
事
を

　ひ
　

た
だ

お
も

へ
ど
も
、
是
が
爲

に
破
ら
れ
、

つ
ゐ

に
無
能
無
藝

に
し
て
只
此

一

つ
な
が

さ
い
ぎ
や
う

そ
う
ぎ

せ
つ
し
う

筋
に
繋
る
。
西
行

の
和
歌
に
お
け
る
、
宗
祗

の
連
歌
に
お
け
る
、
雪
舟

の

り

き
う

く
わ
ん
だ
う

い
つ

繪
に
お
け
る
、
利
休
が
茶
に
お
け
る
、
其
貫
道
す
る
物
は

一
な
り
。
し
か

ざ
う
く
わ

し
い
じ

も
風
雅
に
お
け
る
も
の
、
造
化
に
し

た
が
ひ
て
四
時
を
友
と
す
。
見
る
處

花
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
事
な
し
。
お
も

ふ
所
月

に
あ
ら
ず
と
い
ふ
事
な
し
。

か
た
ち

い

て
き

像

花

に
あ
ら
ざ

る
時

は
夷
狄
に
ひ
と
し
。
心
花
に
あ
ら
ざ

る
時
は
鳥
獸

い
で

ざ
う
く
わ

に
類

ス
。
夷
狄
を
出
、
鳥
獸
を
離
れ

て
、
造
化
に
し
た
が
ひ
、
造
化
に
か

(50
)

へ
れ

と

な

り

。

初
め
の
行
か
ら
、
作
者
は
普
通
の
語
意

に
基
づ
く
理
解
を
拒
否
す
る
表
現
を

使

っ
た
。「
変
な
イ
メ
ー
ジ
や
表
現
の
連
続

に
直
面
し
て
、
読
者
は
文

の
意
味
を

理
解
す
る
た
め
に
、
推
測
す
る
か
間
テ
ク

ス
ト
的
参
考
文
を
探
す
か
の
い
ず
れ

か
を
選
ぶ
よ
り
ほ
か
な
い
。
詩

の
表
現

の
本
質
が
そ
の
間
接
性
に
あ
る
と
い
う

説

に
従
え
ば
、

こ
の
文
章
は
間
違
い
な
く
詩
的
で
あ
る
。
芭
蕉
は
こ
れ
に
詩
的

品
質
を
持
た
せ
る
た
め
に
意
識
的
に
典
故

を
入
れ
て
意
義

の
表
現
を
屈
折
し
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

『笈

の
小
文
』

の
こ
の
段
落
と

『荘
子
』
と

の
間
テ
ク
ス
ト
関
係
は
す

で
に

大
勢

の
学
者

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
最
初

に
出
た
身
体
に
つ
い
て
の
変
な
描
写

は

『荘
子
』

の

「斉
物
論
」
の
次

の
文

か
ら
借
り
た
所
が
お
お
い
と
言
わ
れ
た
。

百
骸
九
竅
六
藏
骸
而
存
焉
。
吾
誰
與
爲
親
。
汝
皆
説
之
乎
。
其
有
私
焉
。

如
是
。
皆
有
爲
臣
妾
乎
。
其
臣
妾
不
足
以
相
治
乎
。
其
遞
相
爲
君
臣
乎
。

其
有
眞
君
存
焉
。

が
い

き
よ
う

ぞ
う

そ
な

あ

い
ず

(百
骸

。

九
竅

。

六
蔵

、
骸

わ
り

て
在

り
。
吾

れ
誰

れ

を

か
親

し
む

こ
と

を
為

よ
ろ
こ

か

さ

ん
や
。

汝

み
な
之

を
説

ぶ

か
、
其

れ
私

す

る
こ

と
あ

る

か
。
是

く

の
如

く

ん

し
ん
し
よ
う

た
が
い

ぼ
皆
臣
妾
と
為
す
こ
と
あ
る
か
。
其
れ
臣
妾
は
以
て
相
に
治
む
る
に
足
ら
ざ
る

か
わ

あ

な

ま
こ
と

き
み

か
。

其

れ
逓

る
が

わ
る
相

い
君

臣

と
為

る
か
、

そ
れ
真

の
君

の
存

す

る

こ
と
有

(
51
)

る

か

。
)

右

の
傍
線

の
つ
い
た
文
と
比
較
し
て
読
め
ぽ
、
「百
骸
九
竅

の
中

に
物
有
」

は
荘
子
的
表
現
で
あ
り
、
『荘
子
』
と
い
う
本
説

の
存
在
を
示
す
解
釈
項

で
あ

る
。
こ
の
解
釈
項

の
存
在

に
拠

っ
て
、
次
の
句
に
出

る

「風
羅
坊
」
に
対
す
る

問
テ
ク
ス
ト
的
理
解
が
可
能
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

『荘
子
』
の

「百
骸
九
竅
」

に
あ
る

「真
君
」
と
同
じ
よ
う

に
、
「風
羅
坊
」
は
詩
人
の
精
神
的

ア
イ
デ

ソ

テ
ィ
テ
ィ
で
あ
る
。
「う
す
も

の
〉
風
に
破
れ
や
す
」
い
た
め
、
か
り

に
こ
れ

を
以
て
自
分
の
正
体
を
号

し
た
と
作
者

は
言
う
。
「
か
り
に
名
付
て
」
と

い
う

言

い
方

は
、
実

は
道
家
思
想

の
色
彩
が
濃

い
。
廣

田
氏
は
こ
れ

に
つ
い
て
、
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「名
付
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
物
の
本
質
が
失
わ
れ
る
、
し
た
が

っ
て
無
名
を

尊
し
と
す

る
思
想

は
老
荘

の
特
徴

で
あ

り
、
『老
子
』
に
繰
り
返
し
見
ら
れ
る

ば
か
り
で
な
く
、
『荘
子
』

に
も

『大
道
無
称
。』
と
か

『至
人
無
己
、
神
人
無

功
、
聖
人
無
名
。
』
な
ど
多
く
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
指
摘
愚

・
な

ぜ
、
芭
蕉
は

「
風
羅
坊
」
を
か
り
の
名

と
し
て
、
選
ん
だ
の
か
に
関
し
て
、
潁

原
退
蔵
氏
は
そ
の
風
に
破
れ
や
す
い
性
質
が
芭
蕉
と

い
う
植
物
の
葉
と
似

て
お

り
、
そ
の
性
質
に
詩
人
芭
蕉

は
深

い
関
心
を
示
し
た
と
言

つ(溺
・
颪

に
破
れ

や
す

い
」
性
質
は
何
か
と
考
え
て
見
れ
ば
、
世
俗

の
価
値
が
な
い
こ
と
、
自
然

の
力
に
任
せ
て
自
然
の
変
化
と
と
も
に
変

化
す
る
こ
と
の
形
象
化
さ
れ
た
表
現

で
あ
る
と
思
う
。

こ
れ
は
か
な
り
荘
子
的
な
態
度

で
あ
り
、
芭
蕉

は

「風
羅

坊
」
や

「芭
蕉
」

の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
通
じ
て
、
自
分

の
詩
的
自
己
像

の
趣

味
指
向
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
俳
文

「芭
蕉
を
移
す
詞
」
で
は
、
詩

人
芭
蕉
は
自
分
の
草
庵

の
傍
に
植
え
て
あ

る
芭
蕉

の
木
を
こ
う
描

い
た
。

な
お

い
つ
も
と

う
ゑ

そ
の

お
よ
そ

あ
ま
り

獪
明
月
の
よ
そ
ほ
ひ
に
と
て
芭
蕉

五
本
を
植

て
、
其
葉
七
尺
餘
、
凡

琴

を
か
く
し
ぬ
べ
く

響

の
袋
に
も
變

ぺ
じ
・
風
は
騨

を
訟

一
が
し
・

雨
は
青
龍
の
耳
を
菱

ゲ
て
・
新
蕃

≧
に
爨

先
生
の
轡
を
癰
・
,最

楚

婁

を
鶴
て
開
く
・
予
は
そ
の
ふ
た
つ
を
と
叡
體
・.
盤

険

に
あ

(
マ
マ
)

(54
)

そ
び

て

、

風

雨

に
破

.
安

か

ら

む

事

を

愛

ス
の
み

。

右

の
文

に
書

い
た

「横
渠
先
生
」
は
著
名
な
儒
学
者
張
載

(
}
〇
二
〇
1

一

〇
七
七
)
の
こ
と
で
あ
る
。
「
上
年
上
人
」
は

「少
年
上
人
」
の
誤
り
で
、
唐

の
時
代

の
有
名
な
書
道
家
懐
素

(七
二
五
頃
ー
七
八
五
頃
)
の
こ
と
で
臥
罷
。

二
人
と
も

一
所
懸
命
学
芸
に
は
げ
ん
だ
こ
と
で
中
国

の
歴
史

に
知
ら
れ
て
い
た
。

懐
素
は
よ
く
紙

の
替
わ
り
に
芭
蕉

の
葉
を
使

っ
て
習
字
を
し
た
と
言
わ
れ
た
。

張
横
渠
は
芭
蕉

の
葉

の
速
や
か
な
成
長
ぶ
り
を
見
て
、
自
分

の
学
問
の
進
歩
も

同
じ
よ
う
に
速
く
な

っ
て
ほ
し
い
と
い
う
意
味

の
詩
を
詠
ん
だ
。

こ
れ
ら

の
話

は
中
国

の
明
の
時
代
に
編
集
さ
れ
た

『圓
機
活
法
詩
学
全
書
』

の

「芭
蕉
」

の

項

に
収
め
て
あ
る
の
で
、
芭
蕉

は
そ
れ
を
読

ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
芭

蕉
は
自
分
が
張
横
渠
と
懐
素
に
従
わ
ず
、
自
然
無
為
の
生
活
を
お
く
ろ
う
と
い

う
意
志
を
表
明
し
た
。
風
に
破
ら
れ
た
芭
蕉

の
葉
を

「鳳
尾
」
や

「青
龍
」

の

よ
う
な
美
し
い
イ
メ
ー
ジ
で
形
容
し
た
こ
と
か
ら
、
詩
人
芭
蕉

の
世
界
で
は
自

然

の
移
り
変
わ
り
と
と
も

に
消
え
て
い
く
こ
と
が
決
し
て
悲
し
い
こ
と
で
は
な

い
こ
と
が
わ
か
る
。
悲
し
く
な
い
ば
か
り
か
、
自
然
と

一
体
に
な

っ
て
、
自
然

の
懐

に
安
ら
か
に
い
る
の
は
人
生

の
美
し
い
境
地
だ
と
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ

は

『荘
子
』
の
逍
遥
遊

の
思
想

の
中
心
で
あ
り
、
芭
蕉
の
多
く
の
俳
文
の
本
意

で
も
あ
る
。

『笈

の
小
文
』

か
ら
引
用
し
た
文

の
終
わ
り
の
部
分
に
は
芭
蕉

は

「造
化

に

し
た
が

ひ
、
造
化

に
か

へ
れ
」
と
い
う
芸
術
声
明
の
よ
う
な
こ
と
を
主
張
し
た
。

こ
の
文

は
作
者
が
自
分
の
俳
諧
理
念

に
つ
い
て
書

い
た
め
ず
ら
し
い
文
字
と
し

て
非
常

に
重
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
章
も
比
喩
的
な
表
現
と
形
象
的
な
言
語

で
そ
の
詩
的
品
質
を
保

っ
た
が
、
あ
ま
り
に
も
詩
的

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
含
め
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ら
れ
た
理
念
を
た
だ
し
く
理
解
す
る
の
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。

「
月
」
と

「花
」

は
周
知

の
よ
う
に
伝

統
歌
論

の
中

で
よ
く
風
雅

の
代
名
詞

と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
「風
雅

に
お
け
る
も

の
、
造
化

に
し
た
が

し
い
じ

ひ
て
四
時
を
友
と
す
。
見
る
處
花

に
あ
ら
ず
と
い
ふ
事
な
し
。
お
も
ふ
所
月
に

あ
ら
ず
と
い
ふ
事
な
し
」
と
は
造
化
に
し
た
が
う
こ
と
が
芸
術
創
造

の
前
提
で

あ
る
と
言

っ
て
い
る
こ
と
に
等
し
い
。

つ
ま
り
、
造
化

に
し
た
が
う
も
の
は
す

べ
て
の
こ
と
に
美
を
見

い
だ
す
鋭
い
感
覚

が
あ

っ
て
、
み
る
と
こ
ろ
は
詩
で
な

い
も
の
が
な
く
、
お
も
う
と
こ
ろ
に
芸
術

で
な
い
も

の
は
な
い
と
芭
蕉
は
信
じ

た
。
そ
し
て
、
「造
化

に
し
た
が
ひ
、
造

化
に
か

へ
れ
」
と
い
う
結
び
は
、
造

化
が
芸
術
創
造
の
前
提

で
あ
る
ぼ
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
終
極
的
到
達
点
で
も

あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
。
こ
の
文
章
に
三
回
も
出
た

「造
化
」
と
い
う

言
葉
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
は
、
芭
蕉

の
芸
術
観
を
理
解
す
る
た
め
の
肝
心

な
問
題

で
あ
る
た
め
、
大
勢

の
学
者
か
ら
関
心
を
集
め
た
。

「造
化
」
と

い
う
言
葉
は

『荘
子
』
に
出
た
単
語

で
あ
る
が
、
中
国
語

に
も

日
本
語
に
も
か
な
り
広
く
使
わ
れ
て
い
る

の
で
、
芭
蕉

の
文
の
中
で
の
意
味
と

出
典
に
つ
い
て
、
違
う
意
見
が
あ

っ
た
。

一
部

の
学
者

は
こ
れ
は
必
ず
し
も
老

荘
の
曲
ハ拠

に
よ
る
も

の
で
は
な
く
、
天
地
自
然

の

一
般
の
意
味

で
使

っ
て
い
る

の
で
あ
る
と
思

っ
た
。

こ
の
解
釈
は
北
米

の
研
究
者

に
も
受
け
入
れ
ら
れ
た
よ

う

で
、
現
存

の

『笈

の
小
文
』
の
英

訳

は

ほ
と
ん
ど

こ
れ
を

.、づ
畧
霞
①
.「

「自
然
」
1
と
訳
し
た
。
し
か
し
、
小
西
氏
が
指
摘
し
た
よ
う

に
、
「自
然
を
単

な
る
コ
讐
霞
①
の
意

に
用

い
る
の
は
明
治

こ
の
か
た
、
西
欧
文
化

に
接

し
て
以

(56
)

後

の
こ
と
で
、
江
戸
時
代

に
は
そ
う
し
た
用
法

は
存
在

し
な
い
」。
小
西
氏

の

説

に
従
え
ぽ
、
芭
蕉
が

昌
畧
霞
①

(自
然
)
と
い
う
意
味
で
そ
れ
を
使

っ
た
可
能

性
は
極
め
て
小
さ
い
。
小
西
、
廣
田
、
お
よ
び
、
他

の
学
者
達
は
芭
蕉
の

「造

(
57

)

化
」

の
概
念

は
老
荘

の
古
典
と
深

い
源
流
関
係
が
あ
る
と
主
張
し
た
。

造
化
は

『荘
子
』

に
お
い
て
、
幾

つ
か
の
道
家
思
想

の
要
旨
を
含
ん
で
い
る

重
要
な
概
念
で
あ
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
造
化
は
道

の
働
き
を
指
す
。
す
べ
て

の
も

の
を
作
り
だ
し
、
す
べ
て
の
も
の
の
変
化
生
没
を
決

め
る
た
だ

一
つ
の
勢

お
お
い
ろ
り

い
で
あ
る
。
『荘
子
』
は
天
地
を

一
つ
の
大
き
な
溶
鉱
炉

(大
鑪
)
と
見
做
し
、

お
お

か
ち

(
58

)

造
化
を
そ
の
鍛
冶
屋

(大
冶
)
と
喩
え
た
。
そ
し
て

「
天
地
雖
大
。
其
化
均
也
。

(
弱

V

て
ん
ち

だ
い

い
え
ど

か

ひ
と

ば
ん

萬

物

雖

多

。

其

治

一
也

。
」

(天

地

は
大

な

り

と
雖
も

其

の
化

は

均

し
き

な
り
。

万

い
え
ど

ち

い
つ

ぶ
つ

お
お

物
は
多
し
と
雖
も
其
の
治
は

一
な
り
。)
と
言

っ
た
。
林
希
逸

は

「萬
物
雖
多
其

(
60

)

治

一
也
」

の
こ
と
を

「治
主
也
萬
物
雖
多
主
之
者

一
造
化
而
已
」
(治
は
主
す

る
こ
と
也
。
萬
物
は
多
か
れ
ど
も
之
を
主
す
る
者
た
だ

一
の
造
化
な
り
。)
と
説
明

し
た
。
造
化
は

『荘
子
』
に
よ

っ
て
天
地
万
物
を
創
造
す
る
唯

一
の
力
と
定
義

さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
英
語

の
臼
①讐
δ
旨
の
意
味

と
は
違

っ
て
、
物
事

の
外

に

存
在
し
て
い
る
力
と
し
て
物
事
を
作
る
の
で
は
な
く
、
物
事
の
自
在

の
生
成
変

化

の
働
き
を
指
し
て
い
る
。
自
然
界

の
意
味

で
の
天
地
自
然
は
造
化

の
現
れ
と

し
て
、
造
化

の

一
部
で
あ
る
。
此

の
意
味

で
は
、
「造
化
」
は

『荘
子
』
に
よ

く
出
て
い
る

「自
然
」
と
い
う
概
念
と
相
通
じ
て
い
る
。
林
希
逸
も
そ

の

『荘

子
』
解
釈
に
よ
く

「造
化
自
然
」
を

一
緒

に
使

っ
て
い
る
。
「自
然
」
は
こ
こ

で
、

い
う
ま
で
も
な
く
、
道
家
思
想
の
中
心
に
あ
る
理
念
で
あ
り
、
用
語
と
し
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俳諧の確立と 『荘子』

て
は
、
た
ん
な
る
自
然
界
の
こ
と
で
は
な
く
、
「人
工
」
「人
為
」
と
反
対

の
意

味
で
物
事

の
自
ら

の
状
態
と
変
化
を
指
し
て
い
る
。
こ
う

い
う
造
化
自
然

の
概

念

は
中
国

の
魏
晋

の
時
代

(二
二
〇
1

四
二
〇
)
か
ら
、
芸
術
創
造

の
理
想
的

な
状
態
を
形
容
す
る
用
語

に
な

っ
て
、
中
国

の
文
論
詩
論
画
論

に
広
く
応
用
さ

れ
た
。
中
国
の
詩
論
画
論
が
江
戸
時
代

の
日
本

で
も
広
く
読
ま
れ
て
い
た
か
ら
、

芭
蕉

は
そ
れ
を
通
じ
て
、
『荘
子
』

の
造
化
自
然
と
詩
的
方
法
論
と
し
て
の
造

化
自
然
を

一
緒
に
受
け
取
り
、
風
雅
を
追
求
す
る
も
の
は

「造
化
に
し
た
が
ひ
、

造
化

に
か

へ
れ
」
と
い
う
結
論

に
達
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
実

は
芭
蕉

の
作
品
に

は
造
化
自
然
の
他

に

「天
工
」、
「天
籟
」
な
ど
、
『荘

子
』

か
ら
の
幾

つ
か
の

用
語
が
使
わ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
言
葉
も
自
然
さ
を
、
芸
術
創
造

の
最
高
状
態
と

(
61
)

品
質
を
指
し
て
い
て
、
中
国
詩
論
画
論

に
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
間

テ
ク
ス
ト
的
背
景
に
お
い
て
、
芭
蕉

の
造
化

の
意
味
が
は
っ

き
り
と
し
て
き
た
。
そ
れ
は
道
家
思
想

の
理
念

か
ら
発
達
し
て
き
た
芸
術
原
理

で
あ
り
、
す
べ
て
の
芸
術
形
式
に
貫
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
芭
蕉
は
主
張
し
た
。

「風
雅

に
お
け
る
も

の
、
造
化

に
し
た
が
ひ
て
四
時
を
友
と
す
」
は
芭
蕉

の
日

本
の
芸
術
伝
統

に
対
す
る
観
察
で
も
あ

り
、
西
行

の
和
歌
に
お
け
る
、
宗
祗

の

連
歌
に
お
け
る
、
雪
舟

の
絵

に
お
け
る
、
利
休

の
茶

に
お
け
る
芸
術
の
道
を
貫

く
唯

一
の
原
則
で
あ
る
と
彼
は
信
じ
て
い
た
。
芭
蕉

は
晩
年
に
こ
の
原
則
を
蕉

風
俳
諧

の
基
本
と
し
て
、
短
詩
型
と
既
存

の
ル
ー
ル
に
課
せ
ら
れ
た
制
限
を
大

い
に
減
少
し
、
自
然
な
表
現
を
滑
稽
か
ら
出
発
し
た
俳
諧
に
齎
し
た
。

以
上
を
締

め
括

っ
て
言
え
ば
、
江
戸

俳
諧
に
お
け
る

『荘
子
』
流
行
は
俳
諧

の
発
展
の
必
要
か
ら
生
じ
た
現
象
で
あ
り
、
日
本
詩
歌

の
古
曲
ハ重
視

の
長
い
伝

統

に
も
深
く
関
わ

っ
た
。
貞
門
の
実
用
的

『荘
子
』
寓
言
論
か
ら
、
談
林

の
形

式
的

『荘
子
』
本
意
論
を
経
て
、
『荘
子
』
と
い
う
中
国

の
古
典

は
芭
蕉

の
世

界
に
創
造
的

に
生
か
さ
れ
、
言
葉

の
遊
び
に
源
を
発
し
た
俳
諧
を
芸
術
性

の
高

い
、
表
現
力

の
極
め
て
豊
富
な
詩
に
昇
華
さ
せ
る
過
程

に
重
要
な
役
割
を
果
た

し
た
。[

国
際

日
本

文

化
研

究

セ

ソ
タ

ー
で
本

稿

を

執

筆

し

て

い
た
時
、

当

セ

ソ
タ

ー

の
鈴
木

貞
美

先
生

と
光

田
和
伸

先

生

か
ら

い
ろ

い
ろ
御

教

示

を

い
た

だ
き

ま

し

た
。
此

で

心

か

ら

感

謝

の
意

を

申

し

上
げ

ま

す
。

そ

し

て
、
本

研

究

に

h
Φ
憎

一〇
≦
ω
ぼ
O
を
授

与

し

て
く

だ

さ

っ
た

日
本

学
術

振

興
会

に
深

く
謝

意

を
あ

ら

わ

し
ま

す
。
]

註(
1
)

『
国
語

と
国

文

学
』

第
十

四
巻
第

一
号

(
一
九
三

七
)
、

六

〇

1

八

七
頁

。

第

二
号

、

一
六
七

-

一
九

二
頁
。

(
2
)

「
談
林
俳

諧
覚

書

-
寓
言

説

の
源
流

と
文

学
史

の
実

態
」
、

『国

語

国
文
学

研

究

』
第

七
号

(
一
九

五
三
)
、

一
-

二
七
頁
。

(
3
)

「
談
林
俳

諧

の
寓

言
論

を

め
ぐ

っ
て
」
、

『
国
語

と

国
文
学

』
第

三

三
巻
第

十

一
号

(
一
九

五
六

)
、

三
六

-

四
四
頁

。

「
芭
蕉

と
荘

子

と
宋

学
」
、

『連

歌

俳

諧

研

究
』

第
十

五
号

(
一
九

五
七
)
、
三

三
1

三
九
頁

。

(
4
)

小

西
甚

一
、

「
芭

蕉

と
寓

言

説
」
、

『
日

本
学

士
院
紀

要
』

第
十

八
巻

第

二
号
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・
と
第

三
号

(
一
九

六
〇

)
。
廣

田

二
郎

、

『
芭
蕉

の
芸

術

1

そ

の
展
開

と
背

景

』

(有

精
堂

、

一
九

六
八

)
。

(
5
)

藤

原
濱

成
、

「
歌
経

標
式

」
、

佐
佐
木

信

綱
編

、

『
日
本
歌

学
大

系
』

第

一
巻

(風
間
書

房

、

一
九

八
三
)
、

一
〇

頁
。

(
6
)

同

右
。

(
7
)

高

田
真

治
、

『
詩

経
』

(集
英

社
、

一
九

八
○

)
、

一
四
頁

。

(
8
)

佐

佐
木

信
綱

、
前

掲
書

、

四

一
-

四

二
頁
。

(
9
)

同
右
、

三

七
⊥

二
八
頁

。

(
10
)

高

田
真

治
、

『漢

詩
大

系
』

一
、

(詩
経

上
)

(集

英
社

、

一
九

八
○
)

一
四

-

一
五
頁

。

(
11
)

一
〇
ぎ

目

ヨ
o
けξ

芝

黨
冖
Φ
P

.、0
ぼ
器

ωΦ
ぎ
自
器

昌
8
ω
8

普

⑦
き

ミ
譱
ぎ

牢

Φ
貯
8
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勺
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d
巳
く
9
ω律
団

零

Φ
ω
ρ

一
㊤
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ら
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娼
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。。
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(12
)

飯

田
正

一
、

榎
坂

浩

尚
、

乾
裕

幸

『古

典

俳

文
学

大

系

』

四

(集

英

社
、

一
九
七

二
)
、

四

一
頁

。

(13
)

尾
形

仂
、

『季

吟
俳
論

集
』

(古

典
文
庫

、

一
九

六
〇

)
、

三
六
-

三

七
頁
。

(14
)

同
右

、

三
七
ー

三

八
、

四
四
ー

四

五
頁
。

(15
)

同
右

、

三
三
-

三

四
頁
。

(
16
)

同
右

、

二
〇

八
ー

二
〇

九
頁
。

(
17
)

飯

田
正

一
他

、
前
掲

書

、
五

九
頁

。

(
18
)

飯

田
正

一
他

、
前

掲
書

、

四
三
九

頁
。

(
19
)

尾

形
仂

、

『
談
林
俳

論
集

1
』

(古

典
文
庫

、

一
九

六

二
)
、

二
一二
頁

。

(20
)

飯

田
正

一
他
、

前
掲

書
、

八

三
頁

。

(21
)

同
右

。

(22
)

「
天

水

抄

」
、

小
高

敏

郎

、
森

川

昭
、

乾
裕

幸
、

『
古

典

俳

文

学

大

系

』

二

(集

英
社

、

一
九
七

一
)
、

三
九

九
頁

。

(23
)

竃
一〇
冨

Φ
一
勾
漆

畧
Φ
冥
ρ

縛

§
智
職
翕

ミ

ぎ

ミ
建

(しU
一〇
〇
ヨ
ぎ
ぴq
8
昌

き

傷

い
o
巳

8

…
ぎ
9
譽

四
d
巳
く
臼
ω津
《

零

Φ
ω
ω
し

㊤
刈
。。
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b
●
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H
・

(24
)

南

朝
時

代

宋

の
詩

人
。

字

は
延

年
。

陶
淵

明

と
交

遊

が
あ

っ
た
。

謝

霊

運

と
並
び

称

せ
ら

れ
る
。

(
25
)

「典

故
」

も

「
解
釈

項
」

も
俳

諧
研

究

に
あ

ま
り
使

わ

れ
な

い
概

念

か
も

知

れ
な

い
が

、
俳

諧

表
現

の
操

作

を

理
解

す

る

た

め

に
、

そ

し

て
、

俳

諧

に
お

け

る

『荘

子
』

盛

行

を
解

明
す

る
た

め

に
、

と

て
も

参
考

に
な

る

か
ら
、

検

討

し

て

い
く
便
宜

の
た

め
、

本
稿

に
用

い
る

こ
と

に
し
た
。

(
26
)

尾

形
仂

、
草

間
時

彦
、

島
津

忠
夫

、
大

岡
信

、
森

川
明

編
、

『
俳
文

学
大

辞

典

』

(角

川

書
店

、

一
九
九

五
)
、

六

六
六
頁

。

(
27
)

服

部
土

芳

(
一
六
五

七
-

一
七

三
〇
)
、

『
三
冊
子

』
、

小
宮
豊

隆
監

修
、

宮

本

三
郎

、
井

本
農

一
、

今
栄

蔵
、

大
内

初
夫

校
注

、

『校

本
芭

蕉
全

集
』

第

七
巻

(角
川

書
店

、

一
九
六

六
)
、

一
五
七
頁

。

(
28
)

『
座

の
文
学

』

(角

川
書

店
、

一
九
七

三
)
、

三

八
頁

。

(
29
)

『
俳

諧
蒙

求
』
、

『古

典

俳
文

学

大

系
』

四

(集

英

社
、

一
九

七

二
)
、

八

四

頁
。

(30
)

『
し
ぶ
団
』
、
同

右
、

四

三
頁
。

(31
)

『
し
ぶ
団

返
答
』
、
同

右
、

六

一
ー

六
二
頁

。

(32
)

『
し
ぶ
団

』
、
同

右
、

四

八
頁
。

(33
)

『
し
ぶ
団

返
答

』
、
同

右
、

六
九

頁
。
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(
34
)

空

律
簿
Φ
昌
ρ

留

§
暁ミ
駐

9

き

鳴
味§

b
●
。。
一
・

(35
)

神

田
豊

穂

『貞

門
俳

諧
集

』

(日

本
俳

書
大

系

刊

行

会
、

一
九

二

六
)
、

四

二
六
頁
。

(
36
)

『
古
典

俳
文

学
大

系
』

四
、

四

三
頁
。

(
37
)

『
古
典

俳
文

学
大
系

』

四
、

六

二
頁
。

(
38
)

小
宮

豊

隆
監
修

、
前

掲

『校

本
芭

蕉
全
集

』

第
七
巻

、

三
五

七
頁
。

(39
)

『
田
舎

の
句
合

』
註

、
同

右
。

(40
)

林
希

逸

、

『荘

子

庸
斎

口
義
』
、
長

澤
規

矩

也
、

『和

刻

本

諸

子
大

成

』

(汲

古
書

院
、

一
九

七
六

)
、

四

一
〇

頁
。

(
41
)

林

希
逸

前
掲

書
、

四

三
六
頁

。

(
42
)

福

永

光

司
、

『荘

子
』
内

篇

(朝

日
新

聞

社
、

一
九

六
九

)
、

一
〇

〇

1

一

〇

一
頁

。

(43
)

『荘

子
膚

斎

口
義

』
、

長
澤

前
掲

書
、

四

三
六
頁

。

(44
)

「
芭

蕉

の
杜

甫

受
容
小

論
」
、

『
日
本
文

学
研

究
資

料
叢

書
』

七

(有
精

堂
、

一
九

七
七

)

四
七
ー

五
七
頁

。

(
45
)

小
宮

豊
隆

監

修
、

前
掲

『校

本

芭
蕉

全

集
』

第

七
巻

、

三
六

ニ
ー

三
六

三

頁

。

(
46
)

同
右

、

三

二
一二
頁

。

(
47
)

林
希

逸
、

『荘

子
庸

斎

口
義

』
、

前
掲

書
、

四

一
五
ー

四

一
六
頁

。

(48
)

福
永

前
掲

書
、

一
六

ー

一
七
頁

。

(
49
)

林

希
逸

、

『
荘

子
膚
斎

口
義

』
、
前

掲
書

、

四

一
五
-

四

一
六
頁
。

(
50
)

小

宮
豊

隆
監

修
、

前
掲

『校

本
芭

蕉
全

集
』

第
六

巻
、

七

五
頁
。

(
51
)

福

永
前

掲
書

、

四
〇
頁

。

(
52
)

廣

田
前
掲

書
、

三

九
六
頁

。

(53
)

潁

原
退

蔵
、

『
芭

蕉
』

『
日
本

古

典

讀
本

』

一
〇

(
日
本

評

論

社
、

一
九

三

九
)
、

=
二
二
頁

。

(
54
)

小
宮

豊
隆

監

修
、

前
掲

『校

本

芭
蕉

全

集
』

第

六
巻
、

五

〇

四
ー

五
〇

五

頁

。

(
55
)

李

白

に

は

「
少

年

上
人

号
懐

素

、
草

書

天
下

称
独

歩
」

と

い
う
詩

が

あ

っ

た
。

『校

本
芭

蕉
全
集

』

第
六
巻

、

五
〇

四
-

五
〇

五
頁
。

(56
)

小
西

前
掲

文
、

一
八
二
頁

。

(
57
)

小
西

前
掲

文

、

一
五

一
ー

一
五

八
頁
。

廣

田
前

掲
文

、

三
七

二
ー

四

四
四

頁

。

(
58
)

林

希
逸

、
前
掲

書

、

四
七

四
頁
。

(
59
)

『荘

子
』

外
篇

「
天

地
」
、

林
、

五

一
〇
頁

。

(60
)

同
右

。

(
61
)

こ

の
問

題

に

つ
い
て
拙

見

は
、
別

稿

で
書

い
た

こ
と

が
あ

る
か

ら
、

こ

こ

で
深

く
触

れ
な

い
こ
と

に
す

る
。
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