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〈
詩
経
〉
と
い
う
呼
称
は
ず
っ
と
あ
と
、
宋
代
に
な
っ
て
の
も
の
で
、
た
だ

単
に
「
詩
」
と
称
し
た
の
が
古
い
、
と
さ
れ
る
。
紀
元
前
十
一
世
紀
に
ま
で
さ

か
の
ぼ
る
最
古
の
「
詩
」
も
あ
る
と
言
わ
れ
、
口
伝
え
に
伝
え
ら
れ
る
口
承
時

代
を
長
ら
く
経
て
、
春
秋
時
代
の
末
期
、
紀
元
前
六
世
紀
の
終
り
か
ら
前
五
世

紀
の
始
め
ご
ろ
に
、
「
風
・
雅
・
頌
」
の
三
分
類
か
ら
な
る
今
の
か
た
ち
に
ま

と
め
ら
れ
た
。
ま
と
め
ら
れ
て
の
の
ち
も
口
承
時
代
が
終
わ
る
わ
け
で
な
い
こ

と
は
『
論
語
』
『
春
秋
左
氏
伝
』
『
国
語
』
そ
の
他
の
記
事
か
ら
よ
く
観
察
さ
れ

（１）る。
引
用
形
式
を
承
る
と
、
「
詩
云
」
「
詩
日
」
が
一
般
で
あ
る
ほ
か
に
、
説
話

の
な
か
で
そ
の
「
詩
」
が
口
に
さ
れ
る
場
合
は
「
賦
す
」
と
か
「
調
す
」
と
か

い
う
こ
と
が
多
く
、
作
詩
し
て
演
唱
し
あ
る
い
は
朗
唱
す
る
こ
と
を
そ
れ
ら
の

（２）

用
字
は
意
味
す
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
。

「
詩
」
と
は
何
か
。
『
詩
経
』
の
三
百
余
の
う
ち
詞
章
の
あ
る
も
の
、
つ
ま

り
六
篇
の
演
奏
曲
以
外
は
す
べ
て
歌
唱
者
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
た
歌
で
あ
っ
た

か
、
と
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
音
楽
（
旋
律
、
伴
奏
）
と
離
れ

る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
場
合
に
は
「
歌
」
と
か
「
謡
」
と
か
称
す

る
の
で
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
た
し
か
に
「
詩
言
志
、
歌
永
言
」
（
尚
書
。
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一
前
提
と
な
る
考
察

詩
人
の
成
立

堯
舜
典
）
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
詩
は
歌
に
対
立
す
る
何
か
の
よ
う
に
も
見
ら
れ

る
。
だ
が
「
言
志
」
と
「
永
言
」
と
は
一
方
が
内
容
を
言
い
（
「
志
を
言
ふ
」
）
、
一

方
が
歌
い
方
に
つ
い
て
言
う
（
「
言
を
永
く
す
」
）
よ
う
に
、
「
詩
」
と
「
歌
」
と

は
、
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
対
立
し
な
い
。
そ
も
そ
も
「
風
・
雅
・
頌
」
を
併
せ
て

「
詩
」
と
称
し
て
い
る
の
が
実
態
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
「
詩
」
の
意
味
は
、
歌

う
歌
で
あ
る
に
せ
よ
、
広
く
「
〈
詩
〉
と
し
て
集
め
ら
れ
た
も
の
」
で
あ
っ
た

ろう。や
や
遅
れ
て
戦
国
時
代
に
興
起
す
る
長
江
文
化
圏
の
「
楚
辞
」
は
朗
唱
す
る

文
学
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
は
「
辞
」
で
あ
っ
て
、
「
賦
」
に
引
き
継

が
れ
て
ゆ
く
も
の
ら
し
い
。
楚
の
地
方
の
巫
蜆
た
ち
の
活
躍
が
積
も
り
重
な
り

集
め
ら
れ
た
、
言
わ
ば
神
と
人
と
の
中
間
に
あ
る
文
学
で
あ
る
。
抑
揚
強
い
調

子
で
そ
れ
は
、
語
り
手
に
よ
り
語
ら
れ
た
と
い
う
べ
き
か
、
「
よ
む
」
文
学
で

あ
っ
た
と
い
う
べ
き
か
、
単
純
に
歌
謡
で
な
か
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ

〉（》。
「
詩
」
は
い
つ
か
ら
音
楽
（
と
は
ひ
ろ
く
演
唱
を
含
む
こ
と
に
し
よ
う
）
よ
り
別

れ
て
自
立
の
道
を
歩
象
始
め
た
か
。
文
字
を
前
提
に
考
え
れ
ば
、
音
楽
を
要
し

な
い
書
か
れ
る
韻
文
が
早
く
か
ら
あ
っ
た
こ
と
は
想
定
で
き
る
。
で
も
本
来
そ

れ
は
音
楽
で
あ
り
易
く
、
ま
た
音
楽
か
ら
別
れ
て
も
た
だ
ち
に
そ
れ
を
回
復
で

藤
井
貞
和
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き
る
、
と
い
う
の
が
在
り
方
で
あ
っ
た
ろ
う
。
後
漢
か
ら
魏
に
か
け
て
そ
の
自

立
の
傾
向
が
見
ら
れ
、
書
く
と
い
う
行
為
に
〈
詩
〉
を
秘
め
た
六
朝
詩
の
ひ
と

ま
ず
の
達
成
（
陶
淵
明
ら
）
が
注
意
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
古
歌
謡
（
主
に
民
間
の
そ

郡

ふ

れ
）
た
る
と
こ
ろ
の
楽
府
を
ベ
ー
ス
に
、
し
だ
い
に
音
楽
を
前
提
と
せ
ず
と
も

鑑
賞
で
き
る
文
学
に
な
っ
て
き
た
。
詩
人
が
成
立
（
と
い
う
の
は
へ
ん
な
言
い
方
だ

が
）
す
る
の
は
こ
の
後
漢
か
ら
魏
晋
南
北
期
に
か
け
て
の
時
代
に
求
め
ら
れ

る
。
か
れ
ら
の
先
祖
は
結
局
、
歌
唱
者
、
巫
蜆
、
語
り
手
あ
る
い
は
伝
承
者
た

ち
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

日
本
と
の
交
流
が
朝
鮮
半
島
を
経
由
し
て
、
紀
元
前
後
か
ら
各
時
代
に
亙
り

い
ろ
い
ろ
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
漢
書
・
後
漢
書
・
三
国
志
（
魏
志
倭
人
伝
）
や
宋

書
な
ど
の
記
事
に
見
ら
れ
る
。
西
域
の
そ
れ
を
も
含
む
歌
謡
の
数
々
や
新
興
の

詩
文
学
が
次
々
に
日
本
に
知
ら
れ
た
ろ
う
。
国
家
と
い
う
観
念
が
そ
も
そ
も
一

種
の
輸
入
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
論
が
近
ご
ろ
の
歴
史
学
で
の
概

（３）

説
に
出
て
き
た
の
は
賛
成
で
き
る
。
か
つ
て
の
縄
文
的
な
カ
ミ
と
い
う
カ
ミ
は

小
さ
な
神
々
に
な
っ
て
〈
景
〉
の
岩
蔭
に
物
の
よ
う
に
な
り
つ
つ
退
き
、
国
家

と
い
う
大
き
な
神
威
を
か
か
え
る
古
代
官
人
、
知
識
人
た
ち
の
成
立
。
詩
人
の

出
現
が
日
本
で
も
遠
く
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

古
代
歌
謡
の
発
生
・
継
続
は
『
古
事
記
』
の
そ
れ
が
だ
い
た
い
三
’
五
世

紀
。
五
世
紀
が
ほ
ぼ
下
限
と
い
う
の
が
そ
の
〈
年
代
〉
像
だ
。
『
日
本
書
紀
』

に
見
ら
れ
る
六
’
七
世
紀
の
も
の
の
な
か
に
は
「
文
作
る
承
や
び
」
を
解
し
た

（４）

よ
う
な
艶
詞
ふ
う
の
も
あ
っ
て
、
日
本
の
古
文
学
が
東
ア
ジ
ア
の
全
体
か
ら
孤

立
し
て
い
る
わ
け
で
な
い
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。
『
古
事
記
』
の
な
か
に
は
三

１
五
世
紀
か
ら
外
れ
る
よ
う
な
古
い
歌
謡
も
あ
っ
て
、
紀
元
前
後
あ
る
い
は
そ

の
前
代
へ
と
ど
く
場
合
が
考
え
ら
れ
る
勢
い
に
あ
る
。

六
’
七
世
紀
代
に
こ
と
革
ま
り
、
歌
わ
ざ
る
歌
、
後
に
『
万
葉
集
』
に
収
録

さ
れ
て
知
ら
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
万
葉
歌
が
発
生
す
る
。
文
字
使
用
の
拡
大
や
述

べ
て
き
た
よ
う
な
中
国
の
詩
文
学
の
影
響
の
も
と
に
、
ま
た
神
々
の
変
容
、
共

同
体
観
念
の
一
変
な
ど
に
よ
り
、
詩
人
な
る
も
の
が
社
会
か
ら
使
命
感
た
つ
ぶ

り
に
排
出
さ
れ
て
く
る
前
夜
的
な
条
件
が
と
と
の
う
。
す
で
に
五
世
紀
初
め
ま

（５）

で
に
短
歌
形
式
（
五
七
五
七
七
）
の
誕
生
が
あ
っ
た
ろ
う
。
賦
に
も
似
せ
ら
れ
た

長
歌
の
古
代
歌
謡
か
ら
の
発
見
、
あ
る
い
は
発
明
。
う
ち
な
る
〈
興
〉
や
〈
比
〉

の
成
長
。
「
陳
詩
に
非
ず
し
て
は
何
を
以
ち
て
か
其
義
を
展
く
む
、
長
歌
に
非

は

ず
し
て
は
何
を
以
ち
て
か
其
情
を
鰐
せ
む
」
（
『
詩
ロ
聖
総
論
、
梁
・
鍾
燦
）
と
い
う

次第だ。
あ
る
い
は
「
：
：
：
詩
に
三
義
有
り
。
一
に
興
と
日
ひ
、
二
に
比
と
日
ひ
、
三

に
賦
と
日
ふ
。
文
已
に
尽
く
し
て
意
に
余
り
有
る
は
興
な
り
。
物
に
因
り
て
志

を
職
ふ
る
は
比
な
り
。
直
に
其
の
事
を
書
き
て
言
を
寓
し
物
を
写
す
は
賦
な

り
」
（
同
）
と
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
物
言
い
を
受
け
て
、
発
生
す
る
万
葉
歌
の
う
ち
「
相
聞
」
歌
を

だ
い
た
い
二
大
分
類
し
た
の
が
「
寄
物
陳
思
」
と
「
正
述
心
緒
」
と
で
あ
っ

た
。
前
者
の
「
寄
物
陳
思
」
が
「
比
」
で
あ
る
か
ど
う
か
は
保
留
す
る
。
後
者

の
「
正
に
心
緒
を
述
ぶ
」
の
「
正
に
」
は
タ
ダ
ニ
と
訓
象
、
上
に
言
う
「
直
に

其
の
事
を
書
き
て
．
：
…
」
の
「
直
」
に
一
致
し
、
そ
れ
は
『
歌
経
標
式
』
に
見

（６）

ら
れ
る
「
直
語
」
（
タ
ダ
コ
ト
で
あ
ろ
う
）
と
あ
る
そ
の
「
直
」
で
あ
り
、
『
文
鏡
秘

府
論
』
（
地
巻
）
の
六
志
の
一
に
「
直
言
志
」
と
あ
っ
た
り
「
古
詩
は
其
の
事
を

（７）

直
言
し
て
」
云
実
同
、
南
巻
、
論
文
意
）
と
あ
っ
た
り
す
る
「
直
」
で
あ
り
、
そ

れ
ら
の
「
直
語
」
「
直
言
」
こ
そ
『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
に
言
う
「
た
だ
こ

（８）

と
（
う
た
）
」
で
あ
る
の
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
こ
ん
な
分
類
を
試
ゑ
た
の
が
最
初

の
詩
人
、
柿
本
人
麻
呂
そ
の
人
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

「
相
聞
」
と
い
う
語
に
本
来
、
恋
愛
（
の
歌
）
と
い
う
意
味
は
な
か
っ
た
。
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「
相
聞
往
来
」
と
い
う
よ
う
に
、
消
息
、
手
紙
あ
る
い
は
伝
言
な
ど
の
意
味

で
、
そ
の
よ
う
な
や
り
と
り
歌
を
「
相
聞
」
に
分
類
し
た
。
そ
の
こ
と
は
山
田

（９）

孝
雄
の
「
相
聞
考
」
や
小
島
憲
之
の
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
』
に
よ
り

曇
り
な
く
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
万
葉
の
「
相
聞
」
歌
が
、
集
め
ら

れ
れ
ば
恋
愛
に
か
か
わ
る
歌
が
多
い
か
ら
、
後
代
か
ら
「
相
聞
」
と
は
恋
愛
の

こ
と
か
と
理
解
さ
れ
た
。
消
息
歌
の
大
多
数
は
ラ
ブ
レ
タ
ー
が
占
め
る
と
い
う

こ
と
は
難
な
く
分
か
る
。
少
数
の
非
恋
歌
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
は

な
い
か
。
逆
に
恋
歌
が
雑
歌
の
な
か
に
い
く
ら
も
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
恋

歌
が
「
相
聞
」
で
な
い
以
上
、
な
ん
ら
疑
問
が
な
い
。
雑
歌
は
そ
の
性
質
上
、

あ
る
い
は
実
情
と
し
て
、
消
息
ふ
う
の
歌
が
ま
じ
る
こ
と
は
い
く
ら
で
も
あ
り

う
る
。
世
間
一
般
に
は
許
さ
れ
る
と
し
て
も
、
万
葉
研
究
者
は
、
山
田
・
小
島

の
調
査
結
果
を
認
め
な
い
の
な
ら
と
も
か
く
も
、
そ
う
で
な
い
の
な
ら
ば
恋
歌

の
意
味
で
相
聞
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
相
聞
往
来
歌
の
意

味
で
「
相
聞
」
歌
と
言
い
た
い
。
ま
た
恋
歌
、
恋
愛
の
歌
を
婚
姻
習
俗
歌
と
言

（皿）

い
換
え
て
ゑ
た
い
。

分
類
と
し
て
「
相
聞
」
は
、
巻
二
・
四
・
八
’
十
四
に
見
え
、
そ
の
う
ち
巻

十
一
・
十
二
は
目
録
に
の
ゑ
「
古
今
相
聞
往
来
謁
類
」
と
あ
る
に
せ
よ
、
相
聞

の
一
大
歌
群
で
あ
る
。
そ
の
他
「
相
聞
」
「
相
聞
往
来
」
あ
る
い
は
「
相
問
」

と
い
う
語
を
散
見
す
る
。
消
息
歌
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
事
者
が
互
い
に

隔
て
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
も
あ
る
に
せ
よ
、
だ
い

た
い
の
条
件
と
な
ろ
う
。
実
際
に
『
万
葉
集
』
の
そ
れ
ら
の
歌
の
絶
対
多
数

は
、
隔
て
ら
れ
る
男
女
が
そ
れ
を
嘆
き
、
ま
た
再
会
を
祈
り
込
め
る
作
歌
の
様

式
を
持
つ
。
そ
の
意
味
で
、
『
万
葉
集
』
の
そ
れ
ら
の
歌
ど
も
は
け
っ
し
て
向

き
合
う
状
況
下
で
詠
ま
れ
た
り
歌
わ
れ
た
り
す
る
歌
垣
的
な
歌
で
あ
り
え
な

（、）い◎
隔
て
ら
れ
て
あ
る
条
件
下
の
男
女
と
は
通
い
婚
段
階
に
あ
る
こ
と
に
ほ
か

な
ら
な
い
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
婚
姻
習
俗
を
持
つ
社
会
に
お
い
て
か
か
る
た
ぐ

い
の
歌
が
量
産
さ
れ
る
の
は
分
か
り
易
い
理
屈
で
あ
る
。
か
く
て
「
相
聞
」
歌

は
多
く
通
い
婚
習
俗
（
そ
れ
を
隠
妻
習
俗
と
呼
び
た
い
）
の
も
と
に
作
歌
さ
れ
、
集

め
ら
れ
、
そ
し
て
分
類
さ
れ
た
。

巻
十
七
’
二
十
は
、
雑
歌
・
相
聞
・
挽
歌
と
い
う
分
類
を
持
た
な
い
。
巻
十

七
’
二
十
の
な
か
の
消
息
歌
は
言
っ
て
ふ
れ
ば
相
聞
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

か
。
死
別
を
悲
し
む
歌
は
挽
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。
公
的
な
歌
そ
の
他

の
数
々
は
雑
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。
巻
十
七
’
二
十
の
中
心
と
な
る
人

物
は
大
伴
家
持
で
あ
る
。
何
人
も
の
女
性
と
交
渉
を
持
ち
、
そ
の
軌
跡
を
作
歌

の
上
に
、
相
手
の
女
性
の
そ
れ
と
と
も
に
い
ろ
い
ろ
に
残
し
て
、
そ
れ
ら
は
巻

四
や
巻
八
で
は
た
し
か
に
相
聞
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。
巻
十
七
’
二
十
に

お
い
て
は
、
年
齢
や
官
職
と
の
か
か
わ
り
か
ら
、
若
き
日
よ
り
対
家
族
、
対
友

人
の
歌
が
多
い
こ
と
は
分
か
る
と
し
て
、
そ
れ
ら
も
ま
た
あ
え
て
分
類
す
れ
ば

「
相
聞
」
と
い
う
こ
と
に
一
応
は
な
ろ
う
。

し
か
し
巻
十
七
以
下
の
歌
は
、
事
実
上
そ
の
よ
う
な
分
類
を
ほ
ぼ
や
め
て
い

る
。
年
代
記
的
あ
る
い
は
歌
日
記
的
と
い
わ
れ
る
配
置
に
終
始
す
る
。
そ
の
理

由
は
分
か
る
気
が
す
る
に
せ
よ
、
さ
ら
に
そ
の
深
い
理
由
を
知
り
た
い
。
孤
独

な
歌
を
多
く
有
す
る
巻
十
九
な
ど
に
至
っ
て
は
、
旧
来
の
分
類
概
念
を
無
意
味

に
し
て
い
る
、
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
独
詠
の
歌
ど
も
は
言
葉
の
正
確
な
位

相
に
お
い
て
反
「
相
聞
」
歌
で
あ
ろ
う
。
ま
た
安
易
に
「
雑
歌
」
に
枠
づ
け
る

性
質
の
も
の
で
な
い
と
い
っ
て
い
い
。

大
伴
家
持
、
こ
の
大
き
な
万
葉
歌
作
家
に
焦
点
を
当
て
て
、
そ
の
と
こ
ろ
を

も
う
少
し
探
査
し
て
糸
る
こ
と
に
す
る
。
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『
万
葉
集
』
が
可
能
に
す
る
〈
作
家
論
〉
の
対
象
と
し
て
は
、
随
一
に
挙
げ

ら
れ
る
の
が
後
期
万
葉
の
人
・
大
伴
家
持
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
古
代
文
学

会
の
セ
ミ
ナ
ー
の
動
き
の
う
え
に
良
好
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を

要
約
す
れ
ば
、
一
九
八
五
年
度
・
一
九
八
六
年
度
に
「
家
持
の
歌
を
〈
読
む
〉
」

と
い
う
テ
ー
マ
が
続
き
、
そ
れ
は
一
九
八
七
年
度
に
お
い
て
「
表
現
と
し
て
の

〈
作
家
〉
」
に
引
き
継
が
れ
た
。
『
セ
ミ
ナ
ー
古
代
文
学
８
７
表
現
と
し
て
の

（理）
〈
作
家
〉
』
に
見
る
と
、
作
家
と
〈
う
た
い
手
〉
と
の
分
離
が
提
唱
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
家
持
論
の
反
省
か
ら
「
作
家
論
」
が
出
て
く
る
と
こ
ろ

に
、
逆
に
そ
れ
（
作
家
論
）
が
領
略
す
べ
き
最
大
の
対
象
と
し
て
家
持
そ
の
人

が
い
る
こ
と
を
い
や
が
う
え
に
知
ら
さ
れ
る
。
作
品
の
う
ち
な
る
〈
う
た
い

（咽）手〉
の
分
離
に
よ
っ
て
い
わ
ば
作
家
そ
の
も
の
の
成
立
を
問
い
掛
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
逃
れ
よ
う
の
な
い
と
こ
ろ
に
き
た
、
と
の
印
象
を
だ
れ
し
も
持
た
さ

れる。作
家
論
な
る
も
の
は
も
と
よ
り
近
代
性
の
強
い
問
題
意
識
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
故
三
好
行
雄
か
ら
そ
れ
を
は
じ
め
て
聞
い
た
と
き
の
、
そ
の
眩
し
く
魅

力
を
放
射
す
る
提
起
と
し
て
の
〈
作
家
論
〉
を
、
い
ま
で
も
鮮
や
か
に
私
は
思

い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
作
品
論
と
作
家
論
と
の
緊
張
的
な
関
係
が
展
開

さ
れ
た
。
三
好
の
意
図
は
今
日
の
怪
し
げ
な
テ
ク
ス
ト
論
時
代
へ
の
強
力
な
さ

か
も
ぎ
を
先
取
り
的
に
用
意
し
て
、
作
品
だ
け
で
な
く
作
家
そ
の
人
を
生
き
生

き
と
研
究
の
手
中
に
取
り
戻
す
こ
と
を
も
く
ろ
む
も
の
で
あ
っ
た
。

三
好
の
作
家
論
は
作
家
論
が
可
能
な
（
優
れ
た
、
そ
し
て
草
稿
及
び
評
伝
資
料
の

多
い
）
作
品
を
残
し
た
作
家
に
つ
い
て
有
効
で
あ
る
。
出
口
の
な
い
部
屋
に
い

る
よ
う
な
閉
塞
感
は
否
め
な
い
。
私
が
、
三
好
師
に
向
け
、
い
ま
に
し
て
遅
れ

二
〈
詩
〉
を
育
て
る
風
土
、
家

に
遅
れ
る
レ
ポ
ー
ト
を
出
す
こ
と
を
許
さ
れ
る
の
な
ら
、
「
作
品
」
と
「
作
家
」

と
の
間
に
〈
物
語
〉
と
い
う
、
あ
る
い
は
〈
語
り
〉
と
い
う
窓
を
開
い
て
そ
の

密
室
に
風
を
入
れ
た
い
、
と
い
う
答
え
で
あ
る
（
不
可
を
く
ら
う
こ
と
必
定
で
あ
る

が
）
。
物
語
作
家
に
つ
い
て
見
る
と
、
近
代
の
作
家
の
場
合
と
比
較
に
な
ら
な
い

ほ
ど
、
作
家
論
の
可
能
性
は
ゼ
ロ
に
近
い
。
『
源
氏
物
語
』
の
作
家
だ
け
が
唯

一
に
近
く
例
外
的
に
そ
れ
を
さ
せ
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
そ
う
だ
、
と
い
う
の

に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
、
〈
物
語
〉
あ
る
い
は
〈
語
り
〉
を
い
わ
ば
そ
の
〈
作

家
〉
の
部
位
に
代
入
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
、
例
外
的
で
な
く
一
転
し

て
物
語
は
創
作
過
程
論
と
し
て
作
品
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
沃
野
と
化
す
こ

と
で
あ
ろ
う
。

古
代
文
学
、
『
万
葉
集
』
に
お
い
て
の
作
家
論
の
問
題
提
起
は
、
以
上
の
よ

う
な
近
代
の
、
あ
る
い
は
古
代
後
期
の
傾
向
と
ち
が
っ
て
、
徹
底
し
て
〈
表

現
〉
に
こ
だ
わ
ろ
う
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
言
わ
ば
物
語

研
究
者
の
〈
物
語
〉
の
部
位
に
〈
表
現
〉
が
代
入
さ
れ
た
（
だ
か
ら
「
表
現
と
し

て
の
〈
作
家
〉
だ
）
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
に
多
く
を
学
ぶ
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
生
き
生
き
し
た
血
の
通
う
〈
作
家
〉
を
手
中
に
し
た

い
と
思
う
。
言
い
換
え
れ
ば
古
代
官
人
と
し
て
国
家
と
い
う
神
威
に
ひ
れ
ふ
し

て
あ
る
し
か
な
い
一
個
人
が
お
の
れ
の
な
か
に
〈
詩
〉
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
の

切
実
さ
。
そ
れ
を
表
現
の
上
に
確
か
め
よ
。
言
っ
て
承
れ
ば
紫
式
部
が
お
の
れ

の
な
か
に
〈
物
語
〉
を
育
て
た
よ
う
に
、
家
持
な
ら
家
持
と
い
う
人
が
産
む

〈
詩
〉
を
表
現
に
見
て
取
れ
。

難
問
で
は
な
い
か
。
こ
れ
を
生
む
〈
詩
人
〉
は
け
っ
し
て
〈
う
た
い
手
〉
そ

の
も
の
で
は
な
い
。
古
代
文
学
会
の
言
う
〈
う
た
い
手
〉
は
あ
く
ま
で
作
品
に

あ
ら
わ
れ
て
い
る
「
わ
れ
」
で
あ
る
。
〈
う
た
い
手
〉
は
物
語
研
究
者
の
一
部

（皿）

で
言
わ
れ
る
テ
ク
ス
ト
上
の
統
率
者
で
あ
る
仮
に
名
付
け
ら
れ
る
〈
話
者
〉
な
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る
も
の
と
も
全
然
ち
が
う
。
も
し
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
〈
詩
人
〉
は
〈
う
た

い
手
〉
〈
う
た
い
手
〉
・
・
…
・
複
数
の
〈
う
た
い
手
〉
の
総
合
か
ら
し
だ
い
に
不

可
侵
蝕
の
姿
を
あ
ら
わ
す
。

家
持
の
な
か
に
〈
詩
人
〉
を
育
て
た
風
士
は
、
幼
少
時
か
ら
親
し
ん
だ
奈
良

の
佐
保
川
く
り
の
生
家
は
そ
れ
と
し
て
、
大
き
く
後
期
の
家
持
を
包
む
越
中
の

地
が
そ
れ
で
あ
っ
た
、
と
言
え
る
。
巻
十
七
は
天
平
十
八
年
七
月
よ
り
本
格
的

な
家
持
周
辺
の
作
家
活
動
の
記
録
が
始
ま
る
。
そ
れ
は
越
中
守
と
し
て
赴
任
す

る
時
か
ら
で
あ
っ
た
。

そ
の
直
前
、
一
月
に
は
積
雪
の
応
詔
歌
が
あ
っ
て
家
持
も
参
加
す
る
。

大宮のうちにもとにも、ひかるまで零る白雪見れどあか（肋弥

も

（一元一天歌）

そ
れ
は
分
類
す
れ
ば
「
雑
歌
」
に
所
属
さ
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
一
応
し
て
お

声」』〔ノＯそ
れ
に
た
い
し
て
七
月
よ
り
、
三
九
二
七
歌
以
下
が
越
中
関
係
歌
で
、
最
初

に
三
九
四
二
歌
ま
で
坂
上
郎
女
及
び
平
群
氏
女
郎
の
言
っ
て
ゑ
れ
ば
く
相
聞
〉

歌
、
つ
ま
り
消
息
な
ど
に
よ
る
来
贈
歌
が
集
成
さ
れ
る
。
時
に
家
持
は
二
十
九

歳
か
三
十
歳
か
で
あ
っ
た
。

平
群
氏
女
郎
の
作
歌
は
、
例
え
ば
取
り
上
げ
る
と
、

な
か
な
か
に
し
な
ぱ
や
す
け
む
。
き
ゑ
が
目
を
象
ず
ひ
さ
な
ら
ば
、
す
べ

な

か

る

く

し

（

一

元

壼

歌

）

こ
も
り
ぬ
の
、
し
た
ゆ
こ
ひ
あ
ま
り
、
し
ら
な
ゑ
の
、
い
ち
し
ろ
く
い
で

ぬ

。

ひ

と

の

し

る

べ

く

（

二

壼

歌

）

な
ど
。
三
九
三
四
歌
が
正
述
心
緒
歌
の
表
現
で
あ
り
、
続
く
三
九
三
五
歌
は

「
こ
も
り
ぬ
の
」
「
し
ら
な
承
の
」
と
嚥
的
表
現
を
重
ね
た
も
う
一
つ
の
典
型

（妬）
を
な
す
。
集
成
さ
れ
て
こ
こ
に
並
ぶ
に
せ
よ
、
ま
さ
に
〈
直
語
〉
歌
と
〈
よ
そ

え
〉
歌
と
の
対
比
が
き
ら
き
ら
し
て
い
る
と
こ
ろ
。

家
持
の
返
し
歌
は
し
か
し
こ
こ
に
な
い
。
家
持
の
歌
が
見
ら
れ
る
の
は
八
月

七
日
の
夜
の
宴
歌
か
ら
で
あ
る
。

秋
田
の
穂
む
き
見
が
て
り
、
わ
が
せ
こ
が
ふ
さ
た
を
り
け
る
を
ふ
な
へ
し

か

も

（

壼

窒

歌

）

こ
こ
に
「
わ
が
せ
こ
」
（
親
し
い
呼
び
掛
け
、
兄
貴
と
い
っ
た
と
こ
ろ
）
と
言
わ
れ

る
の
は
大
伴
池
主
の
こ
と
。
眼
前
に
そ
の
お
ゑ
な
え
し
の
持
参
人
で
あ
る
池
主

が
い
る
。
宴
歌
は
〈
雑
歌
〉
と
言
わ
ば
言
え
。
お
ゑ
な
え
し
の
歌
ゆ
え
い
く
ぶ

ん
か
恋
歌
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
に
せ
よ
、
特
に
そ
の
こ
と
を
強
調
す
る
に
は
及

ぶまい。
三
九
五
七
歌
は
弟
書
持
の
長
逝
を
哀
傷
す
る
九
月
二
十
五
日
の
長
歌
。
、
一
種

の
辞
賦
で
あ
る
と
言
お
う
か
、
〈
挽
歌
〉
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
悲
情
と

悔
恨
を
詠
み
調
べ
た
短
歌
（
三
九
五
八
’
九
歌
）
を
付
け
る
。
長
歌
に
は
大
伴
氏

と
し
て
の
自
覚
に
満
ち
た
表
現
が
多
い
と
言
わ
れ
、
こ
れ
も
「
あ
ま
ざ
か
る
ひ

な
を
さ
め
に
と
、
大
王
の
ま
け
の
ま
に
ま
に
．
…
．
．
」
か
ら
始
ま
る
。
〈
歌
人
〉

家
持
の
根
底
に
語
り
を
伝
え
る
家
と
し
て
の
大
伴
氏
（
天
皇
の
重
大
儀
礼
に
語
部

を
率
い
る
氏
で
あ
る
）
と
い
う
観
念
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
弟
の

死
は
大
伴
氏
の
族
員
の
一
死
で
あ
る
。
書
い
て
な
く
て
も
一
族
に
あ
て
た
哀
悼

の
歌
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
い
。

三
九
六
二
歌
以
下
の
、
た
ち
ま
ち
の
病
に
沈
む
家
持
が
作
る
歌
詞
（
二
月
二

十
一
日
）
は
、
一
族
に
あ
て
て
の
悲
緒
の
数
々
を
詠
み
、
そ
れ
に
同
族
の
池
主

が
応
じ
る
。
よ
う
や
く
回
復
す
る
家
持
を
池
主
が
漢
詩
と
倭
歌
に
託
し
て
の
と

ぶ
ら
い
に
、
家
持
が
応
じ
る
。
そ
う
い
う
か
た
ち
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
う
し
て
見
る
と
ま
さ
に
人
や
り
な
ら
ぬ
大
病
を
越
え
て
の
ち
、
三
月
二
十

日
の
夜
裏
に
恋
緒
を
述
べ
る
歌
（
三
九
七
八
歌
及
び
短
歌
四
首
）
が
あ
り
、
つ
い
で
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立
夏
に
ほ
と
と
ぎ
す
を
待
ち
望
む
歌
（
三
九
八
三
’
四
歌
）
が
あ
り
、
そ
し
て

「
興
」
に
依
っ
て
作
っ
た
と
さ
れ
る
二
上
山
の
賦
（
長
歌
）
が
続
く
、
と
い
う

展
開
に
は
、
生
き
死
に
に
ま
で
独
り
後
退
さ
せ
ら
れ
見
つ
め
さ
せ
ら
れ
る
内
面

に
〈
詩
〉
が
成
立
し
て
く
る
事
情
を
、
ふ
と
か
い
覗
か
せ
て
く
れ
て
い
る
よ
う

に
思
え
て
な
ら
な
い
。

こ
の
「
興
」
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
巡
り
た
い
。
紙
数
の
関
係
か
ら
次
節
は
巻

十
八
を
飛
び
越
え
て
巻
十
九
へ
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

三
作
家
で
あ
ろ
う
と
す
る
歌
人

「
興
」
に
つ
い
て
は
す
で
に
議
論
の
い
ろ
い
ろ
に
あ
る
と
こ
ろ
。
家
持
に
特

徴
的
だ
と
い
わ
れ
る
「
興
」
に
依
る
と
い
う
歌
や
「
興
中
」
歌
は
す
べ
て
、
予

定
し
て
作
る
の
も
含
め
て
、
独
詠
の
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
単
純
に
「
感
興

の
赴
く
ま
ま
に
」
な
ど
と
い
う
意
味
に
理
解
し
て
終
わ
れ
り
と
す
る
わ
け
に
は

ゆ
く
ま
い
。
そ
れ
は
「
対
象
た
る
現
実
に
心
ひ
か
れ
て
歌
う
の
で
は
な
く
、
歌

（Ⅳ）

を
作
る
こ
と
に
興
が
わ
い
た
と
い
う
こ
と
」
（
小
野
寛
）
で
は
な
い
か
と
も
、

「
普
通
に
見
る
と
い
か
に
も
唐
突
で
そ
の
場
そ
の
折
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
思
わ
れ

る
よ
う
な
状
況
に
発
し
た
感
興
を
述
べ
た
歌
」
（
橋
本
達
雄
）
の
こ
と
だ
と
も
、

い
ろ
い
ろ
に
説
明
さ
れ
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
辰
巳
正
明
「
依
興
歌
の
論
」

は
、
「
詠
出
に
か
か
わ
る
『
興
』
と
は
、
唯
一
詩
の
『
六
義
』
に
い
う
『
興
』

に
あ
る
と
思
わ
れ
る
」
と
す
る
。

中
国
の
詩
学
に
い
う
「
興
」
が
こ
こ
に
無
関
係
で
あ
る
と
は
、
た
し
か
に
、

と
う
て
い
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
『
論
語
』
（
陽
貨
篇
）
の
「
小
子
何
ぞ
詩
を

学
ぶ
莫
き
や
。
詩
は
以
て
興
す
べ
く
、
以
て
観
る
べ
く
、
以
て
華
ふ
く
く
、
以

て
怨
む
べ
し
」
云
食
は
、
『
文
鏡
秘
府
論
』
序
（
天
）
に
「
可
以
興
、
可
以
観
」

と
引
か
れ
る
。
こ
ん
な
「
可
以
興
」
が
お
そ
ら
く
六
義
に
い
う
「
興
」
の
原
型

（皿）

で
あ
ろ
う
。
六
義
の
「
興
」
に
つ
い
て
、
皎
然
の
『
詩
議
』
に
「
興
は
象
を
前

に
立
て
て
後
に
人
事
を
以
て
之
を
諭
す
」
、
王
昌
齢
の
『
詩
格
』
に
「
興
ほ
物
を

指
し
て
其
の
身
に
比
す
る
に
及
ぶ
。
…
…
蓋
し
託
職
」
と
あ
る
説
明
も
『
文
鏡

秘
府
論
』
（
地
）
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
家
持
の
「
興
」
を
知
ら
ん
と

（蛆）

し
て
拠
る
べ
き
も
の
を
捜
索
す
れ
ば
、
最
初
に
掲
げ
た
、
伊
藤
博
や
辰
巳
も
引

く
、
『
詩
品
』
総
論
の
「
興
・
比
・
賦
」
三
義
に
行
き
着
か
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
こ
に
「
興
」
を
説
い
て
い
わ
く
、
「
文
已
尽
而
意
有
余
、
興
也
」
（
文
已
に
尽
く

し
て
意
に
余
り
有
る
は
興
な
り
）
と
あ
っ
た
。

こ
れ
は
少
し
言
い
方
を
変
え
れ
ば
『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
の
在
原
業
平
に

つ
い
て
の
説
明
の
「
そ
の
心
あ
ま
り
て
こ
と
ぱ
た
ら
ず
」
（
真
名
序
は
「
其
情
有

余
、
其
詞
不
足
」
）
に
近
く
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
・
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
家
持
の

「
興
」
を
説
明
し
て
く
れ
る
と
は
言
え
な
い
に
せ
よ
、
「
意
（
こ
こ
ろ
）
」
が
余
る

と
い
う
と
こ
ろ
に
、
「
依
興
」
の
歌
、
「
興
中
」
歌
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
そ
の
発
生
す
る
さ
ま
を
ふ
と
覗
か
せ
て
く
れ
て
い
な
い
か
。
そ
し
て
そ
の

裏
に
、
文
（
こ
と
ば
Ⅱ
詞
）
を
尽
く
し
て
（
尽
く
し
切
れ
な
い
）
、
と
い
う
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
も
読
み
こ
む
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
か
。
意
あ
ふ
れ
る
こ
と
が
先
に
立

ち
、
文
飾
は
二
の
次
だ
、
と
い
う
謙
辞
に
受
け
取
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

土
屋
文
明
『
万
葉
集
私
注
』
の
説
明
に
、
「
依
興
」
と
い
う
の
は
「
別
に
興

味
的
と
い
ふ
意
味
で
は
な
く
、
感
興
を
催
し
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
が
、
動
機
の

（加）

軽
さ
を
思
は
せ
る
」
と
あ
る
よ
し
は
、
辰
巳
の
著
書
に
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
し
か
し
「
動
機
の
軽
さ
を
思
は
せ
る
」
と
い
う
と

こ
ろ
、
味
わ
う
べ
き
か
と
私
な
ど
は
か
え
っ
て
思
わ
れ
る
。
家
持
の
「
興
」
歌

は
意
余
っ
て
作
る
こ
と
を
し
た
、
そ
の
意
味
で
動
機
が
軽
い
と
い
っ
て
よ
い
作

歌
で
は
な
か
っ
た
か
と
判
断
さ
れ
る
。
『
私
注
』
か
ら
外
れ
る
が
、
動
機
の
軽

さ
と
は
、
例
え
ば
晴
れ
が
ま
し
い
宴
席
で
の
応
詔
歌
な
ど
の
よ
う
に
、
あ
る
い
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は
対
人
性
の
強
い
書
簡
で
の
作
歌
の
よ
う
に
、
公
的
な
性
格
を
も
つ
場
合
に
対

し
て
、
ご
く
私
的
な
、
つ
ま
り
自
分
の
心
の
な
か
だ
け
で
の
事
件
と
し
て
の
感

興
と
い
う
意
味
で
あ
る
、
と
し
た
い
。
そ
の
よ
う
な
晴
れ
が
ま
し
い
歌
は
「
雑

歌
」
な
る
も
の
で
は
な
い
か
。
予
定
し
て
作
る
と
か
先
人
の
作
に
追
同
し
追
和

す
る
と
か
は
動
機
が
軽
い
、
と
称
し
て
い
い
。
「
興
」
つ
ま
り
意
余
っ
て
と
は

そ
の
よ
う
な
、
歌
の
本
道
か
ら
は
象
だ
し
た
、
つ
い
で
に
述
べ
る
と
こ
ろ
の
、

余
興
と
か
即
興
と
か
い
え
ば
や
や
ず
れ
る
も
の
の
そ
れ
に
近
い
位
相
で
の
、
独

詠
の
歌
ど
も
と
し
て
の
認
識
が
こ
め
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
か
と
見
た
い
。
そ
れ

ら
は
「
雑
歌
」
で
あ
る
よ
り
は
か
え
っ
て
反
「
雑
歌
」
と
見
る
の
が
い
い
。

巻
十
九
は
、
む
ろ
ん
「
依
興
」
歌
、
「
興
中
」
歌
と
書
か
れ
て
い
な
い
多
く

の
歌
が
あ
る
な
か
に
、
「
依
興
」
歌
、
「
興
中
」
歌
と
書
か
れ
て
い
る
歌
が
目
立

つ
巻
で
あ
る
。
そ
う
書
か
れ
て
い
る
の
と
書
か
れ
て
い
な
い
の
と
を
併
せ
て
考

え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
う
書
か
れ
ぬ
歌
が
「
依
興
」
歌
と
書
か
れ
て
も
よ
か
っ

た
、
あ
る
い
は
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
れ
で
あ
る
（
か
も
し
れ
な
い
）
こ
と
は
、
当
然
の

こ
と
と
し
て
考
え
る
。
公
的
な
立
場
か
ら
す
れ
ば
動
機
が
軽
い
は
ず
の
私
的

な
、
ど
こ
か
歌
の
本
道
か
ら
外
れ
た
ら
し
い
、
つ
い
で
の
時
を
得
て
書
か
れ
た

は
ず
の
、
言
わ
ば
「
余
」
の
部
位
に
あ
ろ
う
と
す
る
歌
ど
も
に
〈
詩
〉
が
こ
も

り
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
そ
れ
が
膨
ら
ゑ
圧
し
て
く
る
成
立
の
現
場
と
し
て
、

巻
十
九
の
家
持
歌
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

冒
頭
（
天
平
勝
宝
二
年
三
月
条
）
の
部
分
か
ら
、
作
歌
だ
け
わ
ず
か
に
引
く
。

（一日）春
苑
紅
に
ほ
ふ
、
桃
花
下
照
道
に
、
出
立
鱸
嬬
念
三
）

吾
園
之
李
花
か
。
庭
に
落
は
だ
れ
の
未
、
遣
在
か
も
（
篁
皀
）

春
儲
而
物
悲
に
、
三
更
而
羽
振
鳴
し
ぎ
、
誰
田
に
か
す
む

（四一四一）

（二日）春
日
に
張
る
柳
を
、
取
持
而
見
者
、
京
之
大
路
所
念
（
空
三

物
部
の
、
八
十
憾
嬬
等
之
揖
乱
寺
井
之
於
の
、
堅
香
子
之
花
酋
壼
弓

燕
来
時
に
成
ぬ
と
、
鳫
之
鳴
者
本
郷
思
つ
つ
、
雲
隠
喧
（
空
麗
）

春
設
而
如
此
帰
と
も
、
秋
風
に
黄
葉
山
を
、
不
超
来
有
め
や
（
空
窒
）

（
一
云
春
去
者
帰
此
臆
）

夜
ぐ
た
ち
に
寝
覚
而
居
者
、
河
瀬
尋
情
も
し
の
に
、
鳴
ち
と
り
か
も（四一四《）

夜
降
而
鳴
か
は
（
河
波
）
ち
と
り
。
う
べ
し
こ
そ
昔
人
も
し
の
ひ
来
に
け

れ

（

空

碧

）

椙
野
に
さ
を
ど
る
鳩
○
灼
然
啼
に
し
も
将
突
。
こ
も
り
づ
ま
か
も

（四一四八）

足
引
之
-
し
八
峯
之
鴉
、
鳴
響
朝
開
之
霞
、
見
者
か
な
し
も
（
空
冤
）

朝
床
に
聞
者
遥
し
。
射
水
河
朝
こ
ぎ
し
つ
つ
、
唱
船
人
（
空
言

（三日）今日
之
為
と
思
標
し
、
足
引
の
１
ｋ
峯
上
之
桜
、
如
此
開
に
け
り
酋
三
）

奥
山
之
八
峯
の
海
石
榴
ｌ
、
つ
ば
か
ら
に
今
日
者
く
ら
さ
ね
。
大
夫
之
徒

（四一三一一）

漢
人
も
筏
浮
而
、
遊
云
、
今
日
そ
わ
が
せ
こ
、
花
綬
せ
な
酋
三
一
）

こ
れ
ら
の
う
ち
、
一
日
の
と
二
日
の
と
、
併
せ
て
一
二
首
が
、
独
詠
の
歌
で
あ

る
か
ど
う
か
を
厳
密
に
は
明
ら
か
に
は
で
き
な
い
に
せ
よ
、
詞
書
に
見
る
限
り

対
人
性
を
出
さ
な
い
歌
群
で
あ
る
。
日
に
何
首
と
な
く
書
き
続
け
る
こ
こ
に
は

〈
詩
〉
に
興
じ
て
打
ち
込
む
家
持
の
さ
ま
を
容
易
に
目
に
浮
か
べ
る
こ
と
が
で

き
る
。
お
そ
ら
く
机
の
上
に
置
か
れ
た
霧
し
い
導
き
の
書
の
多
く
は
漢
籍
で
あ

っ
た
ろ
う
。
詠
ま
れ
る
物
は
順
に
花
花
鳥
木
花
鳥
鳥
鳥
烏
鳥
烏
そ
し
て
船
唄
。
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特集・後期万葉

第
三
目
に
し
て
四
一
五
一
歌
以
下
は
宴
歌
。

続
く
四
一
五
四
’
五
五
歌
は
そ
の
五
日
後
、
八
日
の
作
で
、
白
い
大
廐
を
詠

む。
あ
し
ひ
き
の
山
坂
超
而
去
更
年
緒
な
が
く
科
坂
在
こ
し
に
し

す
め
ば
大
王
之
敷
座
国
者
京
師
を
も
此
間
も
お
や
じ
と
心
に

は
念
も
の
か
ら
語
さ
け
見
さ
く
る
人
眼
乏
と
お
も
ひ
し
繁

そ
こ
ゆ
ゑ
に
情
な
ぐ
や
と
秋
附
ば
芽
子
開
に
ほ
ふ
石
瀬
野
に

馬
だ
き
ゆ
き
て
を
ち
こ
ち
に
鳥
ふ
ゑ
立
白
塗
之
小
鈴
も
ゆ
ら
に

あ
は
せ
や
り
ふ
り
さ
け
見
つ
つ
い
き
ど
ほ
る
こ
こ
ろ
の
う
ち
を

思
延
う
れ
し
び
な
が
ら
枕
附
つ
ま
屋
之
内
に
烏
座
ゆ
ひ
す
ゑ

て
そ
我
飼
真
白
ふ
の
た
か

（短歌）

矢
形
尾
の
ま
し
ろ
の
鷹
を
、
屋
戸
に
す
ゑ
か
き
な
で
見
つ
つ
、
飼
く
し
よ

し
も

四
一
五
六
’
五
七
歌
も
長
・
短
歌
（
潜
鵜
歌
、
省
略
）
。
こ
の
八
日
に
は
長
歌
が

二
首
作
ら
れ
た
勘
定
で
あ
る
。
い
や
、
う
が
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
言
え
ば
四
日

か
ら
始
め
て
次
公
に
長
歌
並
び
に
短
歌
を
も
の
し
て
ゆ
き
、
八
日
に
至
る
と
い

う
明
け
暮
れ
で
は
な
か
っ
た
か
。

九
日
は
公
務
（
出
挙
の
政
）
で
旧
江
と
い
う
村
に
行
く
途
中
の
属
目
の
歌
今
磯

上之つままを見者、根を延而年深有し・神さびにけり」〈里美歌〉）に続き、

「
興
中
所
作
の
歌
」
が
あ
る
。

天
地
之
遠
始
よ
俗
中
は
常
無
も
の
と
語
続
な
が
ら
へ
き
た
れ

天
原
振
さ
け
見
ば
照
月
も
盈
呉
し
け
り
あ
し
ひ
き
の
山
之
木

末
も
春
去
ぱ
花
開
に
ほ
ひ
秋
つ
け
ば
露
霜
負
而
風
交
も
み

ち
落
け
り
う
つ
せ
象
も
如
是
の
み
な
ら
し
紅
の
い
る
も
う
つ
る

ひ
ぬ
ば
た
ま
の
黒
髪
変
朝
之
咲
暮
か
は
ら
ひ
吹
風
の
見
え

ぬ
が
ご
と
く
逝
水
の
と
ま
ら
ぬ
ご
と
く
常
も
な
く
う
つ
る
ふ
見

者
に
は
た
づ
承
流
涌
と
ど
め
か
れ
つ
も

（四一《・）

（短歌）

言
と
は
い
木
す
ら
春
開
、
秋
つ
け
ば
も
承
ち
ぢ
ら
く
は
、
常
を
な
ゑ
こ
そ

（四一塞一）

（
一
云
常
元
む
と
そ
）

う
つ
せ
み
の
常
元
見
者
、
世
間
に
情
つ
け
ず
て
、
念
日
そ
お
ほ
き
（
空
奎
）

（
一
云
嘆
日
そ
お
ほ
き
）

右
は
「
世
間
の
無
常
を
悲
し
む
」
長
・
短
歌
で
、
そ
の
あ
と
の
「
予
ね
て
作

る
七
夕
」
歌
（
空
奎
、
省
略
）
、
「
勇
士
の
名
を
振
は
む
こ
と
を
慕
ふ
」
歌
（
空
茜
ｌ

冥
同
）
も
「
興
中
所
作
の
歌
」
の
続
き
の
は
ず
で
あ
る
。
九
日
い
ち
に
ち
で
こ

れ
ら
の
歌
が
一
挙
に
で
き
る
も
の
か
ど
う
か
、
や
は
り
数
日
を
か
け
た
ろ
う
と

は
わ
れ
わ
れ
の
せ
ん
な
い
勘
ぐ
り
な
が
ら
、
公
務
の
途
上
の
歌
か
ら
意
余
っ
て

私
的
な
興
中
歌
が
発
生
す
る
さ
ま
を
覗
か
せ
る
。
尽
く
し
て
尽
く
さ
ぬ
意
中
を

一
首
ま
た
一
首
と
、
歌
と
い
う
職
に
転
移
せ
し
め
る
〈
詩
〉
の
動
き
は
、
こ
こ

に
し
て
見
る
に
た
易
い
。

巻
十
九
の
終
り
は
な
ぜ
二
月
な
の
か
。
別
の
意
見
が
あ
る
に
せ
よ
、
巻
頭
の

三
月
に
呼
応
し
て
一
年
を
締
め
く
く
る
意
図
に
出
る
も
の
だ
、
と
理
解
さ
れ

る
。
い
わ
ゆ
る
「
春
愁
三
首
」
に
よ
っ
て
こ
の
巻
を
収
め
ん
と
す
る
意
図
で
あ

ヲ（や○

二
十
三
日
に
、
興
に
依
り
て
作
る
歌
二
首

春
野
に
霞
た
な
び
き
、
う
ら
悲
し
・
こ
の
暮
影
に
鶯
な
く
も
（
里
老
）

わ
が
屋
ど
の
い
さ
さ
村
竹
。
ふ
く
風
の
お
と
の
か
そ
け
き
、
こ
の
ゆ
ふ
へ

か乱℃

（四二九一）
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作 家 論

二
十
五
日
に
、
作
る
歌
一
首

う
ら
う
ら
に
照
る
春
日
に
、
ひ
ば
り
あ
が
り
、
情
悲
も
。
ひ
と
り
し
お
も

へ

ぱ

（

里

空

）

（左注省略）

古
代
文
学
会
の
セ
ミ
ナ
ー
の
一
九
八
五
年
度
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
「
春
愁
三

首
」
は
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
そ
の
あ
と
特
に
四
二
九
二
歌
に
し
ぼ
っ
て
徹
底
し

（皿）

て
〈
表
現
〉
を
調
べ
あ
げ
た
野
田
浩
子
の
論
が
続
き
、
そ
れ
を
受
け
止
め
る
古

橋
信
孝
に
よ
る
「
大
伴
家
持
論
Ｉ
歌
の
呪
性
と
〈
叙
事
〉
」
に
至
っ
て
作
家
論

の
提
起
に
進
展
す
る
。
よ
う
や
く
わ
れ
わ
れ
の
作
家
論
に
こ
こ
で
回
帰
し
た
こ

と
に
な
ろ
う
。

古
代
の
表
現
と
し
て
〈
景
〉
こ
そ
が
四
二
九
二
歌
に
お
い
て
は
孤
絶
し
て
お

り
、
そ
れ
に
拠
る
こ
と
に
よ
っ
て
〈
情
〉
（
そ
れ
じ
た
い
は
非
限
定
的
な
「
心
」
）

が
出
て
く
る
、
と
い
う
野
田
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
古
橋
に
よ
っ
て
、

「
依
り
愚
い
て
き
た
く
景
〉
」
を
鮮
明
に
〈
叙
事
〉
す
る
と
こ
ろ
に
〈
歌
の
呪

性
〉
を
回
復
せ
ん
と
す
る
詠
み
手
で
あ
る
家
持
の
課
題
が
あ
っ
た
と
と
ら
え
返

された。
い
わ
ば
作
家
・
家
持
じ
し
ん
が
、
ゑ
ず
か
ら
の
課
題
を
も
つ
か
ら
こ
そ
作
家

論
が
意
味
あ
る
こ
と
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
前
に
立
つ
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
か

ろ
う
か
。
た
と
い
本
作
が
対
人
的
（
例
え
ば
橘
諸
兄
を
相
手
に
考
え
た
作
）
で
あ
る

と
し
て
も
で
あ
る
。
作
家
じ
し
ん
が
ゑ
ず
か
ら
を
〈
詩
〉
へ
導
く
あ
る
種
の
実

存
的
あ
る
い
は
文
学
的
な
意
志
を
対
象
と
し
て
意
識
し
、
詩
の
〈
作
家
〉
へ
と

現
象
的
に
成
長
さ
せ
て
行
く
よ
う
な
、
持
続
的
な
思
念
を
見
せ
て
く
れ
る
の
で

な
け
れ
ば
、
作
家
論
は
な
し
よ
う
に
も
な
す
す
べ
が
な
い
。

家
持
は
家
持
じ
し
ん
が
そ
の
よ
う
な
課
題
を
意
志
す
る
人
と
し
て
『
万
葉

集
』
の
な
か
に
息
づ
い
て
い
る
、
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
し
か
し
「
春
愁
三

首
」
ま
し
て
一
首
に
限
定
し
て
の
〈
表
現
〉
研
究
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
は
そ

れ
と
し
て
そ
れ
を
断
止
し
、
少
な
く
と
も
〈
巻
十
九
〉
像
全
体
か
ら
開
示
さ
れ

る
〈
詩
〉
の
動
き
を
通
し
て
こ
そ
可
能
に
な
る
何
物
か
と
し
て
作
家
論
は
あ
ろ

う
、
と
は
言
い
続
け
た
い
気
が
す
る
。
そ
の
〈
詩
〉
は
反
「
相
聞
」
、
反
「
雑

歌
」
と
し
て
成
熟
す
る
、
と
い
う
の
が
こ
こ
で
の
ア
イ
デ
ア
で
あ
る
。

注
（
１
）
参
照
、
中
西
進
「
万
葉
集
の
比
較
文
学
的
概
観
」
、
『
万
葉
集
の
比
較
文
学
的

研
究
』
桜
楓
社
、
一
九
六
三
・
一
、
三
四
’
五
頁
。

（
２
）
「
賦
す
」
は
、
衛
の
荘
公
の
寵
愛
を
失
っ
た
荘
姜
（
子
が
な
か
っ
た
た
め
）

に
つ
い
て
衛
人
が
「
碩
人
」
を
賦
す
る
（
『
左
伝
』
隠
公
三
年
）
と
か
、
土
蕊
が

献
公
の
も
と
を
退
出
し
て
か
ら
大
雅
の
「
板
」
を
賦
し
て
日
う
（
僖
公
五
年
）
と

か
、
た
く
さ
ん
あ
る
。
「
調
す
」
は
、
子
路
が
「
雄
堆
」
を
終
身
「
調
」
し
て
い
た

（
『
論
語
」
子
牢
篇
）
な
ど
。
「
調
」
字
に
つ
い
て
、
『
国
語
』
（
晋
語
三
）
の
章
昭

注
に
「
不
歌
日
調
」
と
あ
る
。

（
３
）
水
野
正
好
『
島
国
の
原
像
』
、
角
川
書
店
、
一
九
九
○
・
四
。

（
４
）
勾
皇
子
の
「
口
唱
」
に
つ
い
て
、
「
斐
然
之
藻
、
忽
形
於
言
」
と
あ
り
、
「
ふ

み
つ
く
る
み
や
ぴ
、
た
ち
ま
ち
に
こ
と
に
あ
ら
は
る
」
と
訓
ま
れ
る
の
に
よ
る
。

『
日
本
書
紀
」
継
体
天
皇
七
年
九
月
条
。

（
５
）
神
代
や
神
武
天
皇
条
を
別
に
し
て
短
歌
形
式
は
『
古
事
記
』
で
倭
建
伝
承
、

『
日
本
書
紀
』
で
神
功
皇
后
伝
承
あ
た
り
か
ら
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
伝
承
は
や

や
後
代
に
発
達
し
た
こ
と
、
五
七
五
七
七
は
歌
垣
の
現
場
で
行
わ
れ
た
か
と
考
え

ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
四
世
紀
ご
く
終
り
’
五
世
紀
初
頭
を
そ
の
発
生
期
か
と

見
な
し
て
お
く
。

（
６
）
参
照
、
藤
井
『
物
語
文
学
成
立
史
』
東
大
出
版
会
、
一
九
八
七
・
一
二
、
一

五四頁以下。

（
７
）
前
者
は
『
文
筆
式
』
や
「
筆
札
華
梁
』
の
引
用
、
後
者
は
王
昌
齢
『
詩
格
』

であるよし。

（
８
）
藤
井
「
仮
名
序
」
、
『
一
冊
の
講
座
古
今
和
歌
集
』
所
収
、
有
精
堂
、
一
九
八

七三。

（
９
）
山
田
「
相
聞
考
」
（
『
万
葉
集
考
叢
』
所
収
《
初
出
『
心
の
花
』
一
九
二
四
・

一
二
）
。
小
島
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
』
中
、
塙
書
房
、
一
九
六
四
・
三
。

（
、
）
言
い
換
え
て
も
必
ず
し
も
厳
密
に
な
ら
な
い
が
。
参
照
、
藤
井
「
隠
妻
習
俗

- ２ ９ -
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四頁。

（
即
）
『
私
注
』
九
、
二
二
六
頁
。

（
岨
）
伊
藤
『
万
葉
集
の
表
現
と
方
法
』
上
、
塙
書
房
、
一
九
七
五
・
三
、
四
○

へ

る翌頁
◎ ◎

（
Ⅳ
）
小
野
「
家
持
の
依
興
歌
」
『
論
集
上
代
文
学
』
四
、
一
九
七
三
・
一
二
、
一

一
三
頁
。
橋
本
『
大
伴
家
持
作
品
論
孜
』
塙
書
房
、
一
九
八
五
・
二
、
二
一
三

’
四
頁
。
辰
巳
『
万
葉
集
と
中
国
文
学
』
笠
間
書
院
、
一
九
八
七
・
二
、
五
二

歌
」
、
『
花
神
』
二
、
一
九
九
○
・
七
。

（
ｕ
）
藤
井
「
歌
垣
か
ら
女
歌
へ
」
（
『
国
文
学
』
一
九
八
九
・
二
）
は
「
歌
垣
」

歌
か
ら
万
葉
歌
へ
の
連
続
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
依
然
と
し
て
限
界
が
あ

る
。
全
面
的
に
再
考
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
妃
）
一
九
八
八
・
八
。
参
照
、
注
（
型
）
古
橋
論
文
。

（
昭
）
三
浦
佑
之
「
う
た
い
手
と
し
て
の
く
わ
れ
〉
」
（
『
セ
ミ
ナ
ー
古
代
文
学
８
８

総
括
・
表
現
論
』
一
九
八
九
・
二
）
が
分
か
り
易
い
。
そ
の
な
か
に
増
田
茂
恭

「
家
持
歌
に
と
っ
て
防
人
歌
と
は
何
か
」
（
『
セ
ミ
ナ
ー
古
代
文
学
８
５
家
持
の

歌
を
〈
読
む
〉
』
（
一
九
八
六
・
七
）
を
引
き
、
「
作
家
主
体
」
に
た
い
し
て
増
田

の
言
う
「
表
現
主
体
」
と
い
う
の
が
〈
う
た
い
手
〉
と
い
う
概
念
と
ほ
ぼ
重
な

る
、
と
す
る
。
な
お
『
万
葉
集
』
歌
は
だ
い
た
い
歌
う
こ
と
を
や
め
て
い
る
「
歌
」

ど
も
で
あ
る
か
ら
、
作
中
で
〈
う
た
う
〉
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
と
ら
れ
る
術
語

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
注
意
を
要
す
る
。
参
照
、
藤
井
注
（
６
）
論
著
五
一
七
頁
以

下
及
び
．
お
も
い
ま
つ
が
ね
」
は
歌
う
歌
か
』
（
新
典
社
、
一
九
九
○
・
一
）
。

（
皿
）
吉
野
樹
紀
「
山
部
赤
人
」
〈
注
（
皿
）
所
収
〉
が
三
谷
邦
明
の
論
を
引
く
。

（
喝
）
書
き
く
だ
し
の
表
記
は
表
音
表
記
を
か
な
（
甲
類
乙
類
の
書
き
分
け
は
省

略
）
に
、
表
意
表
記
（
漢
文
の
助
辞
を
含
む
）
を
漢
字
の
ま
ま
に
残
す
。

（
お
）
三
九
三
五
歌
は
「
白
波
」
に
寄
せ
る
寄
物
陳
思
歌
と
な
ろ
う
。
「
物
」
を
扱

う
歌
が
そ
の
「
物
」
を
職
に
し
て
歌
に
仕
立
て
る
こ
と
が
あ
り
が
ち
で
あ
る
に
し

て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
寄
物
陳
思
歌
が
そ
の
ま
ま
比
嚥
的
な
歌
で
あ
る
わ
け
で

は
な
い
。
比
嚥
的
で
な
い
寄
物
陳
思
歌
は
け
っ
し
て
少
な
く
な
い
。
な
お
講
談
社

文
庫
の
脚
注
の
現
代
語
訳
に
「
い
で
ぬ
」
を
「
出
て
し
ま
い
ま
し
た
」
と
い
う
の

は
誤
り
で
、
「
（
出
て
）
し
ま
う
」
が
「
ぬ
」
の
意
味
。
出
て
し
ま
い
そ
う
だ
、
と

い
う
感
じ
。

な
お
「
子
日
、
興
於
詩
、
立
於
礼
、
成
於
楽
」
（
『
論
語
』
泰
伯
篇
）
も
あ

（
副
）
野
田
「
非
類
の
〈
景
〉
」
、
『
セ
ミ
ナ
ー
古
代
文
学
８
６
家
持
の
歌
を
〈
読

む
〉
Ⅱ
』
一
九
八
七
・
八
。
古
橋
、
注
（
⑫
）
。
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