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報
告

三

連
作
詩
の
精
読
―
―
陸
游
「
菴
中
晨
起
書
触
目
」
四
首
の
分
析
を
通
し
て
―
―

甲
斐

雄
一

一
、
は
じ
め
に

南
宋
の
陸
游
（
一
一
二
五
～
一
二
一
〇
）
に
は
、
「
書
触
目
（
目
に
触
る
る
を

書
す
）
」
と
題
し
た
詩
が
十
数
篇
見
ら
れ
る
。
一
万
首
近
い
陸
游
の
作
品
全
体
か

（
一
）

ら
す
れ
ば
、
こ
の
「
書
触
目
」
詩
は
そ
の
ご
く
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
管

見
の
限
り
、
彼
以
前
に
は
杜
甫
と
王
禹
偁
に
先
行
例
が
確
認
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
、

（
二
）

た
か
が
十
数
篇
と
は
い
え
、
や
は
り
陸
游
、
ひ
い
て
は
宋
詩
の
何
ら
か
の
特
徴
を

示
す
も
の
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。

本
稿
は
陸
游
「
菴
中
晨
起
書
触
目
」
四
首
（
『
剣
南
詩
稿
』
巻
三
十
八
）
と
い

う
七
言
律
詩
の
連
作
に
対
し
て
精
読
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
精
読

と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
筆
者
の
見
解
が
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う

が
、
正
直
に
言
え
ば
、
以
下
に
述
べ
ら
れ
る
の
は
読
め
な
い
作
品
と
の
悪
戦
苦
闘

の
過
程
で
あ
る
。
だ
が
、
精
読
を
通
し
て
よ
う
や
く
た
ど
り
着
け
る
読
み
の
面
白

さ
、
こ
の
根
本
を
筆
者
自
身
が
充
分
に
楽
し
ん
だ
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
以
下
、

一
首
ご
と
の
読
み
と
四
首
連
作
と
し
て
の
読
み
を
提
示
し
て
い
き
た
い
。

二
、
各
首
の
解
釈

そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
読
解
に
入
る
前
に
、
作
品
の
繫
年
に
つ
い
て
説
明
し
て
お

き
た
い
。
こ
の
詩
は
慶
元
四
年
（
一
一
九
八
）
の
冬
に
故
郷
で
あ
る
山
陰
で
作
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
陸
游
は
七
十
四
歳
、
淳
煕
十
六
年
（
一
一
八
九
）
に

礼
部
郎
中
兼
実
録
院
検
討
官
を
弾
劾
に
よ
り
辞
し
て
か
ら
、
郷
里
で
の
退
隠
生
活

も
十
年
に
な
ろ
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
其
一
）

山
重
水
複
怯
朝
寒

山
重
な
り
水
複
な
り
て
朝
の
寒
き
に
怯
へ

か
さ

一
卷
窗
間
袖
手
看

一
巻

窓
間

袖
手
し
て
看
る

朱
擔
長
瓶
列
雲
液

朱
担
の
長
瓶

雲
液
を
列
し

絳
囊
細
字
拆
龍
團

絳
囊
の
細
字

龍
団
を
拆
く

ひ
ら

數
峯
移
自
侏
儒
國

数
峰

侏
儒
の
国
自
り
移
り

よ

一
硏
來
從
黯
淡
灘

一
研

黯
淡
の
灘
従
り
来
る

よ

連作詩の精読
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要
識
放
翁
頑
鈍
處

放
翁
の
頑
鈍
な
る
処
を
識
る
を
要
む
れ
ば

し

も
と

胸
中
七
澤
著
猶
寛

胸
中

七
沢

著
き
て
猶
ほ
寛
し

お

〔
自
注
〕

雲
液
、
揚
州
酒
名
、
近
淮
帥
餉
數
十
尊
。
營
道
小
山
及
劍
硯
、
得
自
張
季
長

・
張
仲
欽
、
適
在
案
間
。

雲
液
、
揚
州
の
酒
の
名
な
り
、
近
ご
ろ
淮
帥

数
十
尊
を
餉
る
。
営
道
の
小

お
く

山
及
び
剣
硯
、
張
季
長
・
張
仲
欽
自
り
得
て
、
適
た
ま
案
間
に
在
り
。

よ

た
ま

【
拙
訳
】

山
が
重
な
り
川
が
曲
が
り
く
ね
っ
た
（
人
里
離
れ
た
）
庵
に
て
朝
の
寒
さ
に

怯
え
、
窓
辺
に
広
げ
た
一
巻
の
書
物
を
袖
に
手
を
入
れ
て
な
が
め
る
。
赤
い

持
ち
手
に
下
げ
ら
れ
た
長
い
瓶
に
は
雲
液
の
酒
が
並
び
、
小
さ
い
字
が
刺
繍

さ
れ
た
赤
い
袋
に
は
龍
団
の
茶
が
蔵
さ
れ
る
。
二
、
三
の
峰
（
筆
置
き
）
が

小
人
の
国
か
ら
移
っ
て
き
て
、
硯
一
つ
が
黯
淡
の
（
ほ
の
暗
い
）
灘
か
ら
や

っ
て
き
た
。
こ
の
放
翁
の
愚
か
で
鈍
い
こ
と
を
知
り
た
い
の
な
ら
ば
、
私
の

胸
の
中
は
七
沢
を
並
べ
て
い
っ
て
も
ま
だ
ま
だ
広
々
と
し
て
い
る
の
だ
。

押
韻
は
上
平
二
十
五
寒
（
寒
・
看
・
灘
）
、
二
十
六
桓
（
團
・
寛
）
、
寒
・
桓

（
三
）

韻
は
同
用
。
「
庵
の
中
で
朝
目
覚
め
て
」
と
詩
題
に
あ
る
よ
う
に
、
ま
ず
首
聯
で

は
冬
の
朝
に
読
書
す
る
陸
游
自
身
が
登
場
す
る
。
「
山
重
な
り
水
複
な
り
」
と
い

う
表
現
は
、
彼
の
名
作
「
遊
山
西
村
」（
『
剣
南
詩
稿
』
巻
一
）
の
「
山
重
水
複
疑

無
路
、
柳
暗
花
明
又
一
村
（
山
が
重
な
り
川
が
曲
が
り
く
ね
っ
て
路
が
途
絶
え
た

か
と
思
っ
た
ら
、
柳
が
こ
ん
も
り
と
暗
く
花
が
鮮
や
か
な
先
に
ま
た
村
里
が
あ
っ

た
）
」
と
い
う
一
聯
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
陸
游
詩
に
は
他
に
「
水
複
山
重

客
到
稀
、
文
房
四
士
獨
相
依
（
山
が
重
な
り
川
が
曲
が
り
く
ね
っ
て
客
が
尋
ね
る

こ
と
も
め
っ
た
に
な
く
、
文
房
の
四
士
だ
け
が
相
従
う
）
」
（
「
閑
居
無
客
、
所
与

度
日
筆
硯
紙
墨
而
已
、
戯
作
長
句
」
、『
剣
南
詩
稿
』
巻
二
十
六
）
と
い
う
例
が
あ

り
、
こ
の
四
字
は
自
邸
を
人
里
離
れ
た
、
俗
塵
と
は
一
線
を
画
し
た
と
こ
ろ
に
置

く
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

な
お
、
黄
庭
堅
（
「
跋
郭
煕
画
山
水
」
、
『
黄
庭
堅
全
集
』
別
集
巻
七
）
に
「
郭

煕
元
豐
末
爲
顯
聖
寺
悟
道
者
作
十
二
幅
大
屏
、
高
二
丈
餘
、
山
重
水
複
、
不
以
雲

物
映
帶
、
筆
意
不
乏
（
郭
煕
が
元
豊
の
末
に
顕
聖
寺
の
僧
の
た
め
に
十
二
幅
の
大

屏
を
画
い
た
。
高
さ
は
二
丈
あ
ま
り
、
山
が
重
な
り
川
が
曲
が
り
く
ね
り
、
雲
を

用
い
て
際
立
た
せ
る
こ
と
を
せ
ず
、
な
か
な
か
趣
深
い
）
」
と
、
北
宋
の
高
名
な

画
家
・
郭
煕
の
山
水
画
を
評
す
る
用
例
が
あ
る
。
二
首
目
と
も
併
せ
て
見
れ
ば
、

こ
の
語
に
風
景
を
山
水
画
中
の
そ
れ
と
し
て
意
識
さ
せ
る
イ
メ
ー
ジ
を
読
み
取
っ

て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

第
二
句
の
「
一
卷
」
は
未
詳
。
ひ
と
ま
ず
「
一
卷
窗
間
」
を
窓
辺
に
広
げ
た
一

巻
の
書
物
、
と
解
し
て
お
く
。
あ
る
い
は
す
だ
れ
を
巻
き
上
げ
た
窓
の
隙
間
、
も

し
く
は
窓
の
平
面
を
巻
物
に
譬
え
た
表
現
と
し
て
も
読
め
る
だ
ろ
う
か
。

続
い
て
描
写
は
庵
の
中
に
置
か
れ
た
物
た
ち
を
対
象
と
す
る
。
頷
聯
は
酒
と
茶

の
対
で
、
「
雲
液
」
は
自
注
に
あ
る
よ
う
に
揚
州
名
産
の
酒
、
龍
団
は
団
茶
で
あ

る
。
「
朱
擔
」
は
ひ
と
ま
ず
「
擔
」
を
物
を
か
つ
ぐ
道
具
と
解
し
た
。
そ
れ
と
対

に
な
る
「
絳
囊
」
は
、
龍
団
の
茶
が
入
っ
て
い
る
赤
い
袋
で
、
蘇
頌
「
次
韻
孔
学

士
密
雲
龍
茶
」
（
『
蘇
魏
公
文
集
』
巻
十
一
）
に
「
北
焙
新
成
圓
月
樣
、
内
廷
初
啓
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絳
囊
封
（
北
苑
で
熱
し
て
満
月
の
形
に
し
た
ば
か
り
の
団
茶
、
内
廷
で
そ
の
赤
い

袋
の
封
を
切
る
）
」
と
あ
る
。
生
活
に
密
着
し
た
細
や
か
な
物
の
詠
出
は
、
い
か

に
も
宋
詩
然
と
し
て
い
る
。

頸
聯
で
は
、
陸
游
の
視
点
は
机
の
上
（
自
注
に
「
案
間
」
と
あ
る
）
を
ズ
ー
ム

ア
ッ
プ
す
る
。「
侏
儒
國
」
は
自
注
の
「
営
道
（
現
湖
南
省
道
県
）」
を
表
現
し
た

も
の
で
、
友
人
か
ら
営
道
産
の
山
状
の
筆
置
き
（
「
小
山
」）
が
送
ら
れ
て
き
た
こ

（
四
）

と
を
、
「
い
く
つ
か
の
峰
が
小
人
の
国
か
ら
移
っ
て
き
た
」
と
言
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
第
六
句
の
「
黯
淡
灘
」
は
、
福
建
省
南
平
市
の
東
の
地
名
で
、
硯
の
名
産

地
と
し
て
知
ら
れ
る
。
こ
れ
は
自
注
の
「
劍
硯
」
を
指
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
文

机
の
上
は
山
水
を
備
え
た
小
さ
な
、
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
世
界
へ
と
変
貌
す
る
。
前
の

対
の
「
雲
」「
龍
」
と
い
う
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
字
と
の
対
比
も
鮮
や
か
で
あ
る
。

そ
し
て
、
尾
聯
に
お
い
て
示
さ
れ
る
陸
游
の
「
胸
中
」
は
難
解
で
あ
る
。
「
七

澤
」
は
楚
に
あ
っ
た
七
つ
の
沼
沢
で
、
司
馬
相
如
「
子
虚
賦
」（
『
文
選
』
巻
七
）

に
「
僕
對
曰
、
『
唯
唯
。
臣
聞
楚
有
七
澤
、
嘗
見
其
一
、
未
睹
其
餘
也
。
臣
之
所

見
、
蓋
特
其
小
小
者
耳
、
名
曰
雲
夢
（
私
は
答
え
て
い
っ
た
、
「
え
え
。
楚
に
は

七
つ
の
沼
沢
が
あ
る
と
聞
き
ま
す
が
、
一
つ
だ
け
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
そ

の
他
は
未
だ
目
睹
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
私
が
目
に
し
た
の
は
、
た
ぶ
ん
そ
の
中
で

も
特
に
小
さ
い
も
の
で
す
が
、
名
を
雲
夢
と
言
い
ま
す
」
）」
と
あ
る
。

詩
に
お
い
て
は
、
「
子
虚
賦
」
の
斉
の
広
大
さ
を
誇
る
場
面
に
お
け
る
「
吞
若

雲
夢
者
八
九
、
於
其
胸
中
、
曾
不
蔕
芥
（
「
雲
夢
沢
を
八
つ
九
つ
呑
み
こ
ん
で
も
、

そ
の
胸
中
に
細
か
い
ご
み
が
引
っ
か
か
っ
た
よ
う
に
も
感
じ
な
い
」
）
」
と
い
う
表

現
を
踏
ま
え
て
、
人
の
度
量
の
大
き
さ
を
讃
え
る
と
き
に
用
い
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
。
か
の
七
沢
を
並
べ
て
い
っ
て
も
、
我
が
胸
の
内
は
そ
れ
に
満
た
さ
れ
る

（
五
）

こ
と
な
く
広
々
と
し
て
い
る
。
一
見
度
量
の
大
き
さ
を
自
慢
す
る
表
現
に
も
見
え

る
が
、
七
句
目
の
「
頑
鈍
（
愚
か
で
鈍
い
）
」
と
併
せ
る
と
ど
う
か
。
こ
れ
は
敢

え
て
「
放
翁
」
と
号
す
る
陸
游
の
自
負
を
自
虐
的
に
語
っ
た
も
の
と
し
て
解
釈
で

、

き
よ
う
が
、
し
か
し
な
ぜ
「
七
澤
」
が
並
べ
ら
れ
る
胸
中
は
「
頑
鈍
」
な
の
か
、

疑
問
が
残
る
。

筆
者
は
、
こ
の
「
頑
鈍
」
を
以
下
の
よ
う
に
解
釈
し
た
い
。
ま
ず
狭
く
読
め
ば
、

こ
れ
は
こ
の
詩
の
組
み
立
て
か
ら
導
か
れ
る
自
嘲
で
あ
る
。
「
七
澤
」
は
表
面
的

に
は
広
大
な
地
形
の
謂
い
で
あ
る
が
、
こ
の
詩
に
お
い
て
「
雲
」
に
「
龍
」
が
飛

ぶ
の
は
庵
の
中
で
あ
り
、
山
水
を
備
え
た
世
界
は
机
の
上
に
展
開
さ
れ
る
。
な
ら

ば
、
「
七
澤
」
も
ま
た
こ
こ
ま
で
に
構
築
さ
れ
た
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
世
界
の
も
の
、

と
読
ん
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
本
来
果
て
し
な
い
広
大
さ
を
表
す
は
ず
の
「
七
澤
」

は
、
居
住
空
間
内
に
完
結
す
る
ち
っ
ぽ
け
な
も
の
に
な
り
下
が
り
、
度
量
の
大
き

い
は
ず
の
「
胸
中
」
も
、
「
頑
鈍
」
そ
の
も
の
と
し
て
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。

も
う
一
つ
注
意
し
た
い
の
は
、
「
七
澤
」
は
七
つ
、
つ
ま
り
た
く
さ
ん
あ
る
と

言
う
こ
と
で
あ
る
。
細
か
い
よ
う
だ
が
、
「
雲
夢
沢
を
八
つ
も
九
つ
も
」
と
い
う

典
故
の
表
現
は
純
粋
に
広
さ
を
表
す
比
喩
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
「
七
つ
あ
る
沢
を

（
六
）

並
べ
て
も
」
と
い
う
表
現
は
、
広
さ
の
他
に
多
さ
も
示
し
て
お
り
、
両
者
は
微
妙

な
差
異
を
有
し
て
い
る
。
唐
宋
詩
に
お
い
て
、
「
胸
中
」
の
風
景
に
自
足
す
る
、

あ
る
い
は
絵
に
描
か
れ
た
風
景
な
ど
が
「
胸
中
」
の
そ
れ
と
一
致
す
る
、
と
い
う

表
現
は
散
見
さ
れ
る
が
、
「
胸
中
」
の
風
景
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
し
か
も
そ
こ
に

（
七
）
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は
ま
だ
ま
だ
余
裕
が
あ
る
と
い
う
表
現
は
、
自
身
の
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
心
の

内
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
七
澤
」
に
表
さ
れ
る
よ
う
な
と
り

（
八
）

と
め
の
な
い
陸
游
の
心
が
、
近
代
的
な
自
我
に
接
近
し
て
い
る
と
評
す
る
の
は
、

い
さ
さ
か
読
み
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。

（
其
二
）

暉
暉
初
日
上
簾
鈎

暉
暉
た
る
初
日

簾
鈎
を
上
り

漠
漠
淸
寒
透
衲
裘

漠
漠
た
る
清
寒

衲
裘
を
透
る

と
ほ

雪
棘
並
棲
雙
鵲
瞑

雪
棘

並
び
て
棲
む

双
鵲
の
瞑

金
環
斜
絆
一
猿
愁

金
環

斜
め
に
絆
す

一
猿
の
愁

ほ
だ

廉
宣
臥
壑
松
楠
老

廉
宣

壑
に
臥
し
て
松
楠
老
い

王
子
穿
林
水
石
幽

王
子

林
を
穿
ち
て
水
石
幽
な
り

う
が

戲
事
自
憐
除
未
盡

事
に
戯
れ
て
自
ら
憐
む

除
き
て
未
だ
尽
き
ざ
る
を

此
生
行
欲
散
風
漚

此
の
生

行
ゆ
く
風
漚
を
散
ぜ
ん
と
欲
す

ゆ
く

〔
自
注
〕

唐
希
雅
畫
鵲
、
易
元
吉
畫
猿
、
廉
宣
仲
老
木
、
王
仲
信
水
石
、
皆
菴
中
所
挂

小
軸
。

唐
希
雅
の
画
鵲
、
易
元
吉
の
画
猿
、
廉
宣
仲
の
老
木
、
王
仲
信
の
水
石
、
皆

菴
中
挂
く
る
所
の
小
軸
な
り
。

か

【
拙
訳
】

き
ら
き
ら
と
太
陽
が
簾
の
鈎
に
輝
き
な
が
ら
昇
っ
て
い
き
、
ぼ
ん
や
り
と
薄

暗
い
中
、
澄
ん
だ
寒
さ
が
ぼ
ろ
の
か
わ
ご
ろ
も
を
通
り
抜
け
る
。
雪
の
枝
に

黒
い
二
羽
の
鵲
が
眠
り
、
金
の
リ
ン
グ
が
猿
の
愁
い
を
斜
め
に
つ
な
ぎ
と
め

る
。
廉
宣
仲
は
老
い
た
松
や
楠
が
根
を
張
る
谷
に
寝
転
が
り
、
王
仲
信
は
泉

や
石
の
奥
深
い
林
を
抜
け
て
行
く
。
戯
れ
に
興
じ
る
気
持
ち
が
尽
き
ず
に
あ

る
の
を
憐
れ
に
思
い
つ
つ
、
こ
の
人
生
、
ほ
ど
な
く
う
た
か
た
が
消
え
ゆ
こ

う
と
し
て
い
る
。

押
韻
は
下
平
十
八
尤
（
裘
・
愁
）
、
十
九
侯
（
鈎
・
漚
）
、
二
十
幽
（
幽
）
、
尤

・
侯
・
幽
韻
は
同
用
。
首
聯
で
は
太
陽
が
昇
り
は
じ
め
、
時
間
の
経
過
が
示
さ
れ

る
。続

く
二
聯
の
対
句
は
、
自
注
に
あ
る
よ
う
に
絵
画
を
あ
た
か
も
実
景
の
よ
う
に

詠
っ
て
い
る
。
頷
聯
は
そ
れ
ぞ
れ
唐
希
雅
（
五
代
南
唐
）
の
鵲
、
易
元
吉
（
北
宋
）

の
猿
を
描
い
た
絵
画
で
あ
る
。
頸
聯
は
廉
布
（
字
は
宣
仲
）
の
老
木
、
王
廉
清
（
字

（
九
）

は
仲
信
）
の
水
石
の
絵
画
を
詠
う
が
、
こ
ち
ら
は
絵
の
作
者
が
陸
游
と
同
時
代
人

（
一
〇
）

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
作
者
さ
え
も
句
中
の
主
体
者
と
し
て
登
場
し
て
い
る
の
が
面

白
い
。

尾
聯
の
「
戲
事
」
と
は
絵
画
を
鑑
賞
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
詩
歌
に
詠

う
こ
と
ま
で
を
含
ん
で
い
る
だ
ろ
う
。「
自
憐
」
と
は
、
そ
れ
を
楽
し
む
気
持
ち
、

馬
鹿
ら
し
い
と
い
う
思
い
ど
ち
ら
も
混
在
す
る
と
捉
え
た
い
。
こ
の
二
句
は
倒
置

さ
せ
て
、
人
生
が
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
の
に
ま
だ
そ
う
し
た
事
に
戯
れ
る
気
持

（
一
一
）

ち
は
消
え
な
い
、
と
解
す
れ
ば
、
其
一
の
「
頑
鈍
」
と
響
き
合
う
で
あ
ろ
う
。
総

じ
て
、
前
半
二
首
か
ら
は
、
自
宅
で
詩
を
読
む
し
か
な
い
自
身
を
自
ら
嘲
り
つ
つ

も
、
そ
こ
に
楽
し
み
を
見
い
だ
し
て
い
る
陸
游
の
姿
を
見
て
取
れ
よ
う
。

（
其
三
）
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賦
形
不
使
面
團
團

形
を
賦
す
る
こ
と

面

団
団
た
ら
し
め
ず

お
も
て

聳
膊
心
知
到
骨
寒

聳
膊

心
に
知
る
骨
に
到
る
の
寒
き
を

晏
子
元
非
枕
鼓
士

晏
子

元
よ
り
枕
鼓
の
士
に
非
ず

杜
生
那
有
切
雲
冠

杜
生

那
ん
ぞ
切
雲
の
冠
有
ら
ん
や

な

時
扶
遷
客
桄
榔
杖

時
に
扶
す

遷
客

桄
榔
の
杖

日
厭
詩
人
苜
蓿
盤

日
に
厭
ふ

詩
人

苜
蓿
の
盤

い
と

賴
是
平
生
憎
阿
堵

頼

ひ
に
是
れ
平
生
阿
堵
を
憎
む

さ
い
は

今
年
初
解
侍
祠
官

今
年

初
め
て
解
く

侍
祠
の
官

【
拙
訳
】

天
か
ら
与
え
ら
れ
た
外
見
は
丸
々
と
太
っ
て
お
ら
ず
、
そ
び
え
る
腕
の
や
せ

っ
ぽ
ち
に
寒
さ
が
骨
身
に
し
み
る
。
晏
子
は
も
と
よ
り
鼓
を
枕
に
す
る
よ
う

な
士
で
は
な
い
し
、
杜
生
が
ど
う
し
て
切
雲
の
冠
を
持
っ
て
い
よ
う
か
。
時

折
左
遷
さ
れ
た
客
の
桄
榔
の
杖
を
つ
き
、
日
に
日
に
貧
し
い
詩
人
の
う
ま
ご

や
し
が
盛
ら
れ
た
容
器
に
う
ん
ざ
り
す
る
。
幸
い
平
素
よ
り
銭
を
憎
ん
で
い

て
、
今
年
や
っ
と
祠
禄
の
官
か
ら
免
じ
ら
れ
た
。

押
韻
は
上
平
二
十
五
寒
（
寒
）、
二
十
六
桓
（
團
・
冠
・
盤
・
官
）、
寒
・
桓
韻

は
同
用
。
首
聯
は
自
分
の
体
型
を
嘲
っ
た
長
孫
無
忌
に
対
し
、
欧
陽
詢
が
相
手
の

太
っ
た
体
型
を
揶
揄
し
返
し
た
故
事
に
基
づ
く
。
こ
こ
で
は
陸
游
自
身
の
痩
せ
た

（
一
二
）

姿
を
言
う
こ
と
で
、
以
降
の
清
貧
の
強
調
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

第
三
句
の
「
枕
鼓
士
」
は
、
鼓
を
枕
に
す
る
ほ
ど
体
躯
の
大
き
な
士
。
韓
博
が

王
莽
に
「
巨
毋
霸
」
と
い
う
虚
構
の
人
物
に
つ
い
て
述
べ
る
く
だ
り
に
「
軺
車
不

能
載
、
三
馬
不
能
勝
。
即
日
以
大
車
四
馬
、
建
虎
旗
、
載
霸
詣
闕
。
霸
臥
則
枕
鼓
、

以
鐵
箸
食
、
此
皇
天
所
以
輔
新
室
也
（
小
型
の
馬
車
に
は
載
れ
ず
、
三
頭
立
て
の

馬
で
も
耐
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
日
の
う
ち
に
大
き
な
車
を
四
馬
立
て
で
、
虎
旗

を
立
て
、
霸
を
載
せ
て
宮
城
の
門
ま
で
来
て
お
り
ま
す
。
霸
は
寝
転
べ
ば
鼓
を
枕

に
し
、
鉄
の
箸
で
食
事
を
し
ま
す
。
こ
れ
は
天
が
新
王
朝
を
助
け
て
下
さ
る
証
に

ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
）」
と
あ
る
。

（
一
三
）

第
四
句
の
「
切
雲
冠
」
は
、
雲
に
接
す
る
ほ
ど
の
高
い
冠
で
、
『
楚
辞
』
九
章

・
渉
江
に
「
帶
長
鋏
之
陸
離
兮
、
冠
切
雲
之
崔
嵬
（
上
下
す
る
長
剣
を
帯
び
、
雲

に
接
す
る
ほ
ど
に
高
い
冠
を
か
ぶ
る
）
」
と
あ
る
。
陸
游
「
贈
隠
者
」
詩
（
二
首

の
其
一
、
『
剣
南
詩
稿
』
巻
五
十
九
）
に
「
相
逢
初
未
省
、
但
認
切
雲
冠
（
初
め

会
っ
た
と
き
は
よ
く
理
解
し
て
お
ら
ず
、
た
だ
雲
に
接
し
て
そ
び
え
立
つ
冠
だ
け

が
印
象
に
あ
っ
た
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
隠
者
を
象
徴
す
る
言
葉
で
あ
る
。

頷
聯
で
対
に
な
る
二
人
の
人
物
、
晏
子
は
晏
嬰
、
杜
生
は
未
詳
だ
が
、
「
枕
鼓

（
一
四
）

士
」
が
身
体
の
大
き
さ
、
「
切
雲
冠
」
が
高
さ
を
言
う
こ
と
か
ら
し
て
、
体
格
の

良
く
な
い
人
物
（
こ
こ
で
は
即
ち
陸
游
自
身
）
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。

次
の
対
句
も
そ
れ
ぞ
れ
典
故
に
基
づ
く
表
現
で
あ
る
。
「
遷
客
桄
榔
杖
」
は
、

蘇
軾
「
桄
榔
杖
寄
張
文
潜
一
首
、
時
初
聞
黄
魯
直
遷
黔
南
、
范
淳
父
九
疑
也
」（
『
蘇

軾
詩
集
』
巻
三
十
九
）
に
「
江
邊
曳
杖
桄
榔
痩
、
林
下
尋
苗
蓽
撥
香
（
川
の
ほ
と

り
で
杖
つ
い
て
桄
榔
が
や
せ
細
り
、
林
に
新
芽
を
尋
ね
て
蓽
撥
が
香
る
）
」
と
あ

り
、「
遷
客
」
と
は
左
遷
さ
れ
た
蘇
軾
を
直
接
に
は
指
す
。
ま
た
、「
詩
人
苜
蓿
盤
」

（
一
五
）

は
、
詩
人
の
そ
ま
つ
な
草
だ
け
の
食
事
で
、
初
唐
の
薛
令
之
が
、
東
宮
付
き
の
官

僚
が
冷
遇
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
嘆
い
て
役
所
に
書
き
つ
け
た
詩
を
踏
ま
え
る
。
頸

（
一
六
）
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聯
で
は
持
ち
物
も
食
事
も
粗
末
な
、「
遷
客
」「
詩
人
」
に
比
さ
れ
る
陸
游
の
貧
し

さ
が
示
さ
れ
る
。

第
七
句
「
阿
堵
」
は
六
朝
の
口
語
で
「
こ
れ
、
こ
の
」
の
意
。
王
衍
が
銭
の
こ

と
を
「
阿
堵
物
」
と
呼
ん
だ
故
事
か
ら
、
お
金
の
こ
と
を
指
す
（
『
世
説
新
語
』

規
箴
篇
）。

同
年
秋
の
作
「
病
雁
」（
『
剣
南
詩
稿
』
巻
三
十
七
）
の
題
注
に
「
祠
祿
將
滿
、

幸
麤
支
朝
夕
、
遂
不
敢
復
有
請
、
而
作
是
詩
（
祠
禄
官
の
任
期
が
終
わ
ろ
う
と
し

て
い
る
が
、
幸
い
に
な
ん
と
か
や
っ
て
い
け
る
の
で
も
う
祠
禄
を
請
う
こ
と
は
せ

ず
、
こ
の
詩
を
作
る
）
」
と
あ
り
、
ま
た
冬
に
も
「
祠
祿
滿
不
敢
復
請
、
作
口
號
」

（
『
剣
南
詩
稿
』
巻
三
八
）
と
題
す
る
詩
が
あ
り
、
こ
の
冬
に
陸
游
は
祠
禄
官
を

辞
退
し
て
い
る
。
そ
れ
が
結
句
「
今
年
初
解
侍
祠
官
」
の
背
景
で
あ
る
が
、
そ
れ

を
詩
で
は
「
幸
い
平
素
よ
り
銭
を
憎
ん
で
い
た
の
で
」
、
渡
り
に
舟
で
あ
る
と
言

わ
ん
ば
か
り
で
あ
る
。
其
一
の
「
寛
」
さ
を
「
頑
鈍
」
と
言
う
態
度
と
相
通
ず
る

も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
其
四
）

初
歸
誓
墓
老
鄕
邦

初
め
て
帰
り
て
墓
に
誓
ひ
郷
邦
に
老
ゆ

手
結
茆
茨
近
小
江

手
づ
か
ら
茆
茨
を
結
び
て
小
江
に
近
し

北
渚
露
霑
行
藥
屐

北
渚

露
は

霑

す

行
薬
の
屐

う
る
ほ

東
廂
日
射
勘
書
窗

東
廂

日
は
射
る

勘
書
の
窓

孤
忠
自
信
丹
心
折

孤
忠

自
ら
信
す

丹
心
の
折(

く
じ)

折
け
る
に

ま
か

く
じ

萬
事
空
成
雪
鬢
霜

万
事

空
し
く
成
す

雪
鬢
の
霜

長
媿
宗
人
白
崖
老

長
に
媿
づ

宗
人

白
崖
の
老

つ
ね

贈
行
期
我
鹿
門
龐

贈
行
し
て
我
に
期
す

鹿
門
の
龐

〔
自
注
〕

予
自
成
都
召
還
、
禱
射
洪
白
崖
陸
使
君
祠
、
使
君
以
杜
詩
爲
籤
、
予
得
「
全

家
隱
鹿
門
」
之
篇
。

予

成
都
自
り
召
還
せ
ら
れ
、
射
洪
白
崖
陸
使
君
の
祠
に
禱(

い
の)

禱
り
し

い
の

と
き
、
使
君

杜
詩
を
以
て
籤
と
為
す
に
、
予
「
全
家

鹿
門
に
隠
る
」
の

篇
を
得
た
り
。

【
拙
訳
】

帰
っ
て
く
る
や
祖
先
の
墓
に
こ
こ
に
老
い
ゆ
く
を
誓
い
、
か
や
ぶ
き
の
家
を

小
江
の
そ
ば
に
構
え
る
。
北
の
み
ぎ
わ
に
薬
を
散
じ
る
た
め
に
歩
け
ば
ゲ
タ

が
露
で
し
め
り
、
東
の
廂
に
書
を
校
勘
す
れ
ば
窓
か
ら
日
が
射
し
込
む
。
孤

独
な
忠
誠
は
心
の
く
じ
け
る
が
ま
ま
に
、
全
て
の
こ
と
は
雪
の
よ
う
に
白
い

鬢
に
霜
が
降
り
る
の
を
増
や
す
だ
け
。
い
つ
も
か
た
じ
け
な
く
思
う
の
は
、

同
族
の
白
崖
老
が
、

餞

し
て
私
に
鹿
門
の
龐
徳
公
た
れ
と
望
ん
だ
こ
と
。

は
な
む
け

押
韻
は
上
平
四
江
（
邦
・
江
・
窗
・
龐
）、
下
平
十
陽
（
霜
）。
首
聯
で
は
官
を

辞
し
て
故
郷
に
帰
り
、
「
小
江
」
紹
興
の
西
に
流
れ
る
浦
陽
江
の
ほ
と
り
に
粗
末

な
家
を
建
て
て
生
活
す
る
こ
と
を
詠
っ
て
い
る
。

第
三
句
の
「
行
薬
」
は
薬
を
服
用
し
た
後
の
散
歩
を
言
う
。
そ
の
対
に
書
物
の

校
勘
を
配
し
た
、
帰
隠
生
活
の
実
態
を
写
し
た
一
聯
と
言
え
よ
う
。

第
五
句
に
は
「
孤
忠
」
、
「
丹
心
」
と
士
大
夫
と
し
て
の
自
意
識
が
示
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
そ
の
対
に
な
る
の
は
老
い
を
伴
っ
た
諦
感
で
あ
る
。



- 7 -

連作詩の精読

尾
聯
は
自
注
に
あ
る
よ
う
に
、
成
都
か
ら
江
南
に
帰
る
途
上
、
詣
で
た
「
射
洪

白
崖
陸
使
君
祠
」
を
同
姓
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
宗
人
白
崖
老
」
と
い
う
。
お
告
げ

（
籤
）
と
な
っ
た
杜
甫
の
詩
は
杜
甫
「
遣
興
五
首
」（
其
二
、『
杜
詩
詳
注
』
巻
七
）

で
あ
る
。

昔
者
龐
德
公
、
未
曾
入
州
府
。
襄
陽
耆
舊
間
、
處
士
節
獨
苦
。
豈
無
濟
時
策
、

終
竟
畏
羅
罟
。

林
茂
鳥
有
歸
、
水
深
魚
知
聚
。
舉
家
隱
鹿
門
、
劉
表
焉
得
取
。

む
か
し
龐
徳
公
は
州
府
に
入
る
こ
と
な
く
、
襄
陽
の
父
老
た
ち
の
中
、
野
に

在
っ
て
節
操
高
く
一
人
心
を
痛
め
て
い
た
。
世
を
救
う
策
が
な
い
わ
け
が
な

い
が
、
網
の
目
が
自
分
を
縛
る
こ
と
は
耐
え
ら
れ
ぬ
。
樹
木
が
茂
る
林
が
鳥

の
帰
る
と
こ
ろ
、
水
深
き
流
れ
が
魚
の
集
ま
る
と
こ
ろ
。
家
を
挙
げ
て
鹿
門

に
隠
れ
れ
ば
、
劉
表
ご
と
き
に
ど
う
し
て
用
い
ら
れ
よ
う
か
。

こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
「
鹿
門
龐
」
後
漢
の
龐
徳
公
の
よ
う
に
出
仕
せ
ず
隠
者
た

れ
と
の
お
告
げ
を
受
け
た
こ
と
に
つ
い
て
、
恥
じ
ら
い
を
含
み
つ
つ
白
崖
老
に
深

く
感
謝
し
て
い
る
。
全
体
と
し
て
官
か
ら
離
れ
、
隠
棲
す
る
自
分
を
肯
定
し
て
い

る
と
言
え
よ
う
。

「
書
触
目
」
と
題
し
て
い
て
も
、
当
然
目
に
映
っ
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
書
け
ば

詩
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
四
首
に
つ
い
て
言
え
ば
、
前
半
二
首
は
比
較

的
詩
題
に
沿
っ
て
目
に
映
っ
た
も
の
を
詠
ん
で
い
る
が
、
後
半
二
首
は
そ
こ
か
ら

離
れ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
連
作
詩
と
し
て
こ
の
四
首
を
読
み
込

ん
で
い
く
と
、
何
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
か
。

三
、
連
作
と
し
て
の
分
析

其
一
、
其
二
で
は
、
目
の
前
の
光
景
を
写
し
取
る
「
書
触
目
」
と
い
う
タ
イ
ト

ル
に
沿
っ
た
形
で
、
家
の
中
、
机
の
上
を
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
山
水
と
見
な
し
、
ま
た

絵
画
が
描
き
取
っ
た
も
の
を
再
び
実
景
と
し
て
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
陸
游

の
生
活
空
間
を
多
分
に
虚
構
化
し
て
お
り
、
実
生
活
が
営
ま
れ
る
は
ず
の
プ
ラ
イ

ベ
ー
ト
な
空
間
は
、
遊
戯
性
を
含
ん
で
ゆ
ら
ぎ
始
め
る
。
遊
び
を
も
た
さ
れ
て
ゆ

ら
ぐ
私
的
空
間
は
、
後
半
（
其
三
、
其
四
）
の
舞
台
背
景
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
後
半
で
は
一
転
し
て
等
身
大
の
陸
游
自
身
が
強
調
さ
れ

て
い
る
。
其
の
三
で
は
、
身
体
も
し
く
は
生
活
の
み
す
ぼ
ら
し
さ
が
、
其
四
で
は
、

郷
里
で
の
帰
隠
生
活
が
詠
わ
れ
て
い
る
。
お
金
な
ど
も
と
か
ら
嫌
い
だ
っ
た
と
い

う
宣
言
、
ま
た
か
ね
て
か
ら
の
念
願
で
あ
っ
た
と
い
う
隠
者
へ
の
志
向
。
赤
裸
々

に
告
げ
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
思
い
は
、
い
か
に
も
作
者
で
あ
る
陸
游
の
飾
ら
ざ
る
本

音
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
仮
に
後
半
だ
け
が
独
立
し
た
二
首
と

し
て
存
在
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
だ
が
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
の
は
、
こ
の
後
半
の
等
身
大
の
陸
游
は
、
前
半
に
提
示
さ
れ
た
、
遊
戯
の
中

で
ゆ
ら
ぐ
私
的
空
間
の
住
人
で
あ
る
。
自
嘲
と
も
自
慢
と
も
つ
か
ぬ
「
頑
鈍
」
さ

で
「
事
に
戯
れ
る
」
陸
游
は
、
後
半
手
の
ひ
ら
を
返
し
た
か
の
よ
う
に
清
貧
を
誇

り
、
世
俗
か
ら
離
れ
た
隠
者
と
な
る
こ
と
を
理
想
と
す
る
。
こ
こ
に
は
、
明
か
な

分
裂
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
前
半
と
後
半
の
分
裂
を
見
て
き
た
が
、
し
か
し
こ
の
四
首
は
連
作
と

し
て
確
か
に
連
な
り
繫
が
っ
て
い
る
。
其
一
か
ら
其
三
ま
で
の
首
聯
に
見
え
る
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報告 三

「
寒
」
字
が
、
端
的
に
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
其
一
で
は
「
朝
の
寒
き
に
怯
え
」
、

恐
れ
て
は
い
る
も
の
の
ま
だ
寒
さ
に
は
直
接
触
れ
て
い
な
い
と
取
れ
る
表
現
で
あ

る
。
其
二
で
は
太
陽
が
昇
っ
て
き
て
時
間
の
経
過
を
表
し
、
「
清
寒
」
は
ぼ
ろ
の

か
わ
ご
ろ
も
を
貫
い
て
く
る
。
そ
し
て
其
三
、
寒
さ
は
や
せ
っ
ぽ
ち
の
陸
游
の
「
骨

に
到
る
」
。
其
四
に
「
寒
」
字
は
使
わ
れ
な
い
が
、
第
六
句
の
「
雪
鬢
の
霜
」
は

骨
に
到
っ
た
寒
さ
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
冬
に
作
ら
れ
た
詩
で
あ
る
か
ら
寒

さ
を
言
う
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
が
、
少
し
ず
つ
陸
游
の
内
部
へ
と
接
近
し
て
く
る

「
寒
」
は
何
か
を
意
図
し
た
も
の
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
後
半
二
首
に
お
い
て
は
等
身
大
の
陸
游
が
強
調
さ
れ
て
い
る

が
、
其
四
で
は
出
仕
せ
ず
隠
遁
し
た
龐
徳
公
を
理
想
像
と
し
な
が
ら
も
、
第
五
句

に
「
孤
忠
」
、「
丹
心
」
と
士
大
夫
と
し
て
の
自
意
識
が
ほ
の
見
え
る
。
隠
者
に
な

れ
と
告
げ
た
白
崖
老
に
い
つ
も
感
謝
し
て
い
る
と
い
う
モ
ノ
ロ
ー
グ
は
、
そ
の
前

の
第
五
、
六
句
と
の
間
に
ゆ
ら
ぎ
を
生
む
。
彼
の
憂
国
詩
に
表
さ
れ
る
強
烈
な
士

大
夫
と
し
て
の
自
意
識
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
の
ゆ
ら
ぎ
は
決
し
て
小
さ
く
は
な
い
で

あ
ろ
う
。

で
は
、
其
三
だ
け
が
確
固
た
る
宣
言
な
の
だ
ろ
う
か
。
表
面
上
ゆ
ら
ぎ
の
な
い

も
の
に
ゆ
ら
ぎ
を
求
め
る
の
は
、
近
づ
き
す
ぎ
た
、
潜
り
す
ぎ
た
読
み
で
あ
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
こ
の
四
首
が
連
作
詩
と
し
て
繫
が
っ
て
い
る
以
上
、
其
三

だ
け
が
独
立
し
て
陸
游
の
本
音
を
表
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
づ
ら
い
で
あ

ろ
う
。
其
四
に
示
さ
れ
た
ゆ
ら
ぎ
を
手
が
か
り
に
す
れ
ば
、
其
三
に
秘
め
ら
れ
た

ゆ
ら
ぎ
も
や
は
り
陸
游
の
士
大
夫
と
し
て
の
葛
藤
で
あ
ろ
う
。
祠
禄
の
辞
退
は
、

官
界
と
の
直
接
の
つ
な
が
り
が
断
た
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
換
言
す
れ

ば
、
そ
れ
は
自
ら
が
士
大
夫
で
あ
る
と
い
う
外
的
な
証
明
を
手
放
す
行
為
で
あ
っ

た
。
そ
の
動
揺
こ
そ
が
、
こ
の
連
作
全
体
を
ゆ
る
が
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
読
み
が
許
さ
れ
る
の
な
ら
ば
、
こ
の
四
首
は
、
そ
れ
ぞ
れ
連
作
詩

の
起
承
転
結
を
一
首
ず
つ
担
当
す
る
パ
ー
ツ
の
一
つ
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
一
首
一
首
の
詩
は
も
は
や
独
立
し
た
一
篇

で
は
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
つ
で
あ
る
は
ず
の
心
の
内
に
は
七
つ
の
沢

が
広
が
り
、
独
立
し
て
一
篇
た
り
う
る
は
ず
の
詩
歌
は
連
作
の
部
品
と
な
る
。
こ

の
よ
う
な
連
作
の
様
式
は
、
詩
人
の
心
の
と
り
と
め
の
な
さ
を
表
現
す
る
に
当
た

り
、
実
に
効
果
的
な
働
き
を
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
、
お
わ
り
に

以
上
、
陸
游
「
菴
中
晨
起
書
触
目
」
四
首
に
つ
い
て
、
各
首
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈

と
、
連
作
と
し
て
の
繫
が
り
に
着
目
し
た
分
析
を
試
み
た
。
繰
り
返
す
が
、
「
書

触
目
」
と
い
う
詩
題
に
沿
っ
て
い
た
前
半
二
首
に
陸
游
の
遊
び
、
「
心
に
う
つ
り

ゆ
く
よ
し
な
し
ご
と
」
が
巧
ま
ざ
る
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
そ
こ
か

ら
離
れ
て
い
っ
た
後
半
二
首
で
は
型
に
は
ま
っ
た
士
大
夫
の
自
意
識
が
表
出
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
前
半
二
首
の
「
わ
た
し
」
に
近
代
的
自
我
に
近
い
も
の
を
見
る

な
ら
ば
、
こ
の
連
作
の
前
半
と
後
半
の
間
に
、
我
々
に
と
っ
て
の
詩
（
ポ
エ
ム
）

と
陸
游
に
と
っ
て
の
詩
が
交
錯
し
て
い
る
、
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
交
錯
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
が
「
書
触
目
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
と
の
距
離
感
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連作詩の精読

に
あ
る
こ
と
を
今
一
度
強
調
し
て
お
き
た
い
。

（
一
七
）

ま
た
、
そ
の
遊
び
か
ら
現
実
に
引
き
戻
す
役
割
を
、
詩
に
寄
り
添
う
テ
ク
ス
ト

で
あ
る
自
注
が
担
っ
て
い
る
点
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
宋
詩
、
と
り
わ
け

南
宋
以
降
の
日
常
に
即
し
た
詩
歌
に
お
い
て
、
連
作
と
い
う
ス
タ
イ
ル
、
自
注
と

い
う
テ
ク
ス
ト
は
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
っ
た
の
か
。
こ
こ
に
そ
の
一
端
を
示

し
つ
つ
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

《

注

》

（
一
）「
小
憩
前
平
院
、
戯
書
触
目
」（
『
剣
南
詩
稿
』
巻
十
二
）
、「
弋
陽
県
江
上
書
触
目
」

（
同
巻
十
三
）
、
「
小
舟
航
湖
夜
帰
書
触
目
」
、
「
野
歩
書
触
目
」
（
同
巻
十
五
）
、
「
村

居
書
触
目
」
（
同
巻
十
六
）
、
「
睡
起
書
触
目
」
（
同
巻
二
十
二
）
、
「
以
事
至
城
南
書

触
目
」
（
同
巻
二
十
三
）
、
「
晨
起
坐
南
堂
書
触
目
」
（
同
巻
二
十
五
）
、
「
晚
歩
門
外

書
触
目
」
（
同
巻
二
十
六
）
、
「
江
村
道
中
書
触
目
」
（
同
巻
二
十
九
）
、
「
郊
行
夜
帰

書
触
目
」
（
同
巻
三
十
一
）
、
「
舍
北
行
飯
書
触
目
」
二
首
（
同
巻
三
十
六
）
、
「
菴
中

晨
起
書
触
目
」
四
首
（
同
巻
三
十
八
）
、
「
山
園
書
触
目
」
（
同
巻
四
十
七
）
、
「
園
中

書
触
目
」
（
同
巻
四
十
八
）
、
「
立
春
後
十
二
日
命
駕
至
郊
外
、
戯
書
触
目
」
（
同
巻

五
十
二
）
、
「
戯
書
触
目
」
（
同
巻
六
十
二
）
の
十
七
篇
。
な
お
、
本
稿
の
陸
游
『
剣

南
詩
稿
』
の
引
用
は
銭
仲
聯
校
注
『
剣
南
詩
稿
校
注
』
（
中
国
古
典
文
学
叢
書
、
上

海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）
に
拠
る
。

（
二
）
杜
甫
「
暇
日
小
園
散
病
、
将
種
秋
菜
、
督
勒
耕
牛
、
兼
書
触
目
」（
仇
兆
鰲
注
『
杜

詩
詳
注
』
巻
十
九
、
中
国
古
典
文
学
基
本
叢
書
、
中
華
書
局
、
一
九
七
九
年
）
、
王

禹
偁
「
携
稚
子
東
園
刈
菜
、
因
書
触
目
、
兼
寄
均
州
宋
四
閣
長
」
（
『
小
畜
集
』
巻

三
、
『
四
部
叢
刊
』
正
編
影
印
）
。
ま
た
陳
師
道
に
「
触
目
」
（
任
淵
注
・
冒
広
生
補

箋
『
後
山
詩
注
補
箋
』
巻
六
、
中
国
古
典
文
学
基
本
叢
書
、
中
華
書
局
、
一
九
九

五
年
）
、
「
触
目
絶
句
」
（
同
巻
十
）
が
あ
る
。

（
三
）
以
下
、
韻
目
は
『
広
韻
』
に
拠
る
。

（
四
）
白
居
易
「
新
楽
府
・
道
州
民
」
（
朱
金
城
箋
校
『
白
居
易
集
箋
校
』
巻
三
、
中
国

古
典
文
学
叢
書
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）
に
「
道
州
民
、
多
侏
儒
、

長
者
不
過
三
尺
餘
。
市
作
矮
奴
年
進
送
、
號
爲
道
州
任
土
貢
（
道
州
の
民
に
は
こ

び
と
が
多
く
、
大
き
い
者
で
も
三
尺
ほ
ど
。
市
で
は
矮
奴
と
し
て
毎
年
献
上
し
、

道
州
特
産
の
賦
税
と
称
し
て
い
る
）
」
と
あ
る
。

（
五
）
例
え
ば
蘇
軾
「
贈
李
兕
彦
威
秀
才
」（
王
文
誥
輯
注
・
孔
凡
礼
点
校
『
蘇
軾
詩
集
』

巻
四
十
三
、
中
国
古
典
文
学
基
本
叢
書
、
中
華
書
局
、
一
九
八
二
年
）
に
「
如
今

惟
有
談
天
口
、
雲
夢
胸
中
吞
八
九
（
今
や
〔
世
に
背
を
向
け
て
〕
壮
大
な
弁
舌
と
、

雲
夢
沢
を
八
つ
も
九
つ
も
呑
み
込
む
ほ
ど
の
度
量
が
あ
る
の
み
）
」
と
あ
る
。

（
六
）
陸
游
の
「
曾
是
胸
中
著
雲
夢
、
不
妨
此
地
少
遲
留
（
胸
の
内
に
は
雲
夢
沢
が
置

け
る
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
い
さ
さ
か
留
ま
る
の
も
悪
く
な
い
）
」
（
「
休
日
登

花
将
軍
廟
小
楼
」
、
『
剣
南
詩
稿
』
巻
四
）
、
「
元
自
胸
中
著
雲
夢
、
莫
驚
緑
鬢
耐
悲

歡
（
も
と
よ
り
胸
の
内
に
は
雲
夢
沢
が
置
け
る
ほ
ど
、
鬢
が
悲
喜
交
々
に
耐
え
て

黒
い
の
に
驚
か
な
い
で
く
れ
）
」（
「
酔
中
夜
自
村
市
帰
」
、『
剣
南
詩
稿
』
巻
十
六
）
、

「
士
如
天
馬
龍
爲
友
、
雲
夢
胸
中
吞
八
九
（
士
は
天
馬
の
よ
う
に
龍
を
友
と
し
、

雲
夢
沢
を
胸
中
に
八
つ
も
九
つ
も
呑
み
こ
む
）
」
（
「
悲
歌
行
」
、
『
剣
南
詩
稿
』
巻
三

十
三
）
な
ど
は
純
粋
に
広
さ
、
す
な
わ
ち
度
量
の
大
き
さ
を
言
っ
て
い
る
例
で
あ

る
。

（
七
）
管
見
の
限
り
、
前
者
は
白
居
易
「
酬
微
之
誇
鏡
湖
」
（
『
白
居
易
集
箋
校
』
巻
二

十
三
）
に
「
一
泓
鏡
水
誰
能
羨
、
自
有
胸
中
萬
頃
湖
（
な
み
な
み
と
水
を
た
た
え

る
鏡
湖
を
誰
が
羨
ま
し
が
ろ
う
か
、
私
の
胸
の
内
に
は
万
頃
の
湖
が
広
が
っ
て
い

る
の
だ
）
」
と
あ
る
の
が
先
駆
的
な
例
で
あ
ろ
う
。
以
降
「
胸
中
萬
頃
湖
」
（
孔
平

仲
「
自
和
喻
意
四
首
」
其
二
、
『
清
江
三
孔
集
』
巻
二
十
五
、
斉
魯
書
社
、
二
〇
〇

二
二
年
）
、「
此
老
胸
中
萬
頃
寛
」（
陸
游
「
園
中
小
飲
」
、『
剣
南
詩
稿
』
巻
二
十
九
）

の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
後
者
は
蘇
軾
「
書
王
定
国
所
蔵
王
晋
卿
画
著
色
山

二
首
」（
其
一
、『
蘇
軾
詩
集
』
巻
三
十
一
）
に
「
煩
君
紙
上
影
、
照
我
胸
中
山
（
あ
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な
た
の
紙
上
の
輝
き
で
も
っ
て
、
我
が
胸
の
内
の
山
を
照
ら
す
）
」
と
あ
り
、
ま
た

王
十
朋
「
次
韻
趙
仲
永
悠
然
閣
」
（
梅
渓
集
重
刊
委
員
会
編
・
王
十
朋
紀
念
館
修
訂

『
王
十
朋
全
集
』
詩
集
巻
十
四
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）
の
「
胸
中

丘
壑
忽
相
遇
、
眼
底
塵
埃
無
復
侵
（
胸
の
内
の
丘
や
谷
に
忽
ち
出
会
い
、
目
の
届

く
限
り
塵
埃
に
侵
さ
れ
た
と
こ
ろ
も
な
い
）
」
の
よ
う
に
実
景
と
一
致
す
る
例
も
あ

る
。

（
八
）
陸
游
「
秋
日
遣
懐
」
（
八
首
の
其
二
、
『
剣
南
詩
稿
』
巻
八
十
三
）
に
「
胸
中
何

所
有
、
世
界
如
河
沙
。
區
區
吞
雲
夢
、
何
至
爲
客
誇
（
胸
の
内
に
何
が
あ
る
と
い

う
の
か
、
世
界
は
恒
河
の
砂
の
ご
と
し
。
区
々
た
る
雲
夢
を
呑
む
な
ぞ
、
ど
う
し

て
客
に
誇
れ
よ
う
か
）
」
と
あ
り
、
こ
の
詩
で
は
現
実
世
界
の
複
雑
さ
に
対
す
る
胸

の
内
の
小
さ
さ
を
直
截
に
表
現
し
て
い
る
。

（
九
）
唐
希
雅
の
絵
に
つ
い
て
は
陸
游
「
唐
希
雅
雪
鵲
」
（
『
剣
南
詩
稿
』
巻
五
十
八
）

を
、
易
元
吉
の
絵
に
つ
い
て
は
秦
観
「
観
易
元
吉
獐
猿
図
歌
」
（
徐
培
均
箋
注
『
淮

海
集
箋
注
』
巻
二
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
四
年
）
を
参
照
。

（
一
〇

）
廉
布
に
つ
い
て
は
陸
游
「
梅
花
」
（
五
首
の
二
、
『
剣
南
詩
稿
』
巻
四
十
四
）
の

自
注
に
「
廉
宣
仲
自
言
、
以
五
年
之
功
作
竹
梢
、
十
年
之
功
作
梅
枝
」
と
あ
り
、

王
廉
清
に
つ
い
て
は
「
題
王
仲
信
画
水
石
横
幅
」（
『
剣
南
詩
稿
』
巻
三
十
八
）
、「
王

仲
信
画
水
石
賛
」
（
『
渭
南
文
集
』
巻
二
十
二
）
が
あ
る
。

（
一
一

）
「
風
漚
」
は
風
に
吹
か
れ
る
水
面
の
泡
を
言
う
仏
教
語
で
、
は
か
な
い
人
の
世
を

言
う
。
陸
游
「
戊
午
元
日
読
書
至
夜
分
有
感
」
（
二
首
の
其
一
、
『
剣
南
詩
稿
』
巻

三
十
六
）
に
「
未
收
浮
世
風
漚
夢
、
尚
了
前
生
蠧
簡
緣
（
浮
世
の
う
た
か
た
の
夢

か
ら
覚
め
ず
、
前
世
の
竹
簡
木
簡
に
虫
食
う
因
縁
を
終
え
よ
う
と
す
る
）
」
と
あ
る
。

（
一
二

）
『
太
平
広
記
』
巻
二
百
四
十
八
「
長
孫
無
忌
」
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

唐
太
宗
宴
近
臣
、
戲
以
嘲
謔
。
趙
公
長
孫
無
忌
嘲
歐
陽
詢
曰
、「
聳
膞
成
山
字
、
埋
肩

不
出
頭
。
誰
家
麟
閣
上
、
畵
此
一
獮
猴
。
」
詢
應
曰
、
「
縮
頭
連
背
煖
、
■
〔
衣
偏
に

完
〕
當
畏
肚
寒
。
只
因
心
溷
溷
、
所
以
面
團
團
。
」
帝
斂
容
曰
、
「
歐
陽
詢
、
汝
豈
不

畏
皇
后
聞
。」
趙
公
、
皇
后
之
兄
也
。（
出
『
國
朝
雜
記
』）

唐
の
太
宗
が
近
臣
と
宴
席
を
設
け
、
あ
ざ
け
り
笑
い
に
興
じ
た
。
趙
公
の
長
孫
無
忌

が
欧
陽
詢
を
あ
ざ
け
っ
て
「
二
の
腕
が
長
く
て
山
の
字
の
よ
う
な
体
型
、
肩
に
埋
も

れ
て
頭
が
出
な
い
。
ど
こ
の
麒
麟
閣
に
、
こ
の
サ
ル
が
描
か
れ
よ
う
か
」
と
言
っ
た
。

詢
が
応
戦
し
て
「
縮
こ
ま
っ
た
頭
は
背
中
と
連
な
っ
て
暖
か
い
が
、
よ
だ
れ
か
け
で

は
腹
が
寒
か
ろ
う
。
内
面
が
濁
っ
て
い
る
ば
っ
か
り
に
、
外
見
が
あ
ん
な
に
丸
々
と

太
っ
て
い
る
の
だ
」
と
言
う
と
、
太
宗
は
表
情
を
硬
く
し
て
「
欧
陽
詢
よ
、
皇
后
の

耳
に
入
る
ぞ
」
と
言
っ
た
。
趙
公
は
皇
后
の
兄
に
あ
た
る
。

（
一
三

）
『
漢
書
』
王
莽
伝
。
な
お
「
巨
毋
霸
」
と
は
「
巨
君
（
王
莽
の
字
）
は
覇
を
唱
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
」
の
意
で
、
「
博
意
欲
以
風
莽
（
韓
博
は
王
莽
に
皮
肉
を
言
お

う
と
し
た
の
だ
）
」
と
あ
る
。

（
一
四

）
晏
嬰
に
つ
い
て
は
、
『
史
記
』
管
晏
列
伝
に
「
晏
子
長
不
滿
六
尺
」
と
あ
る
。
杜

生
に
つ
い
て
は
、
銭
仲
聯
は
、
隠
者
と
の
関
連
か
ら
五
代
の
道
士
杜
光
庭
か
と
し

て
い
る
。

（
一
五

）
査
慎
行
の
注
が
引
く
「
与
張
文
潜
尺
牘
」
（
佚
文
か
）
に
「
屛
居
荒
服
、
無
一
物

爲
信
、
有
桄
榔
方
杖
一
枚
、
前
此
土
人
不
知
以
此
爲
杖
也
（
辺
境
に
隠
居
し
て
、

頼
れ
る
も
の
は
な
に
も
な
い
が
、
一
本
の
桄
榔
の
杖
は
、
以
前
こ
こ
の
土
人
た
ち

が
杖
に
使
え
る
と
知
ら
な
か
っ
た
も
の
だ
）
」
と
あ
る
。
桄
榔
は
ヤ
シ
科
の
植
物
、

和
名
く
ろ
つ
ぐ
。

（
一
六

）
『
唐
摭
言
』
巻
十
五
に
「
朝
旭
上
團
團
、
照
見
先
生
盤
。
盤
中
何
所
有
、
苜
蓿
長

闌
干
。
飯
澁
匙
難
綰
、
羮
稀
筯
易
寛
。
無
以
謀
朝
夕
、
何
由
保
歳
寒
（
真
ん
丸
の

朝
日
が
上
り
、
先
生
の
盤
を
照
ら
す
。
盤
に
は
何
が
入
っ
て
い
る
か
、
い
つ
も
盛

ら
れ
た
う
ま
ご
や
し
。
飯
は
固
く
て
匙
で
す
く
い
に
く
く
、
ス
ー
プ
は
具
無
し
で

箸
が
泳
ぎ
や
す
い
。
一
日
ど
う
し
の
ぐ
か
も
お
ぼ
つ
か
な
い
の
に
、
ど
う
や
っ
て

冬
を
越
し
た
も
の
か
）
」
と
あ
る
。

（
一
七

）
し
か
し
、
管
見
の
限
り
、
陸
游
の
そ
の
他
の
「
目
に
触
る
る
を
書
す
」
と
題
す

る
詩
に
こ
う
し
た
交
錯
は
見
ら
れ
ず
、
そ
こ
に
描
か
れ
る
の
は
概
し
て
閑
適
の
境

地
に
自
足
す
る
陸
游
の
姿
で
あ
る
。


