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嶋
田
忠
臣
論
断
章

後

藤

昭

雄

嶋

田
忠
臣

(天
長
五
年
棚
～
寛

平
四
年

蹴
)

は
現
在

に
家
集
を
伝
え
る
数
少

な

い
詩
人
と
し

て
貴
重
な
存
在

で
あ
る
。
し
か
し
、
『
田
氏
家
集
』
三
巻

に
二
百

十
余
首

の
詩
を
伝
え
な
が
ら
、

こ
れ
に
も
と

つ
い
て
そ
の
人
と
な
り
を
論
じ
た

も

の
は
き
わ
め

て
少

な

い
。
家
集

を
残

す
稀
少
な
詩
人
と
し

て
、
な
お
も

っ
と

論
じ
ら
れ

て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

忠
臣
は
菅
原
道
真

の
岳
父

に
当

た
る
人
物

で
あ
り
、
学
問

の
世

界
に
お
い

て

は
、
道
真

の
父
是
善

の
門
人

で
、

そ
の
高
足
と
し

て
若
き
日

の
道
真

の
教
導
者

で
あ

っ
た
。
す

な
わ
ち
、
忠
臣

は
道
真

に
最
も
近

い
存
在

で
あ
る
が
、

そ
の
近

縁
性

は
、

こ
う
し
た
見
や
す

い
縁
戚
、
学
統
関
係

の
み
で
は
な
く
、

よ
り
注
目

す

べ
き
こ
と
と
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
詩
作
に
見
ら
れ
る
意
識
、
志
向

に
も
見

い

だ

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
本
稿

で
は
、
忠
臣
論

の

一
つ
と

し
て
、
対
比
す

べ

き
も

の
と
し

て
道
真

の
詩
を
視
野

に
入
れ
な
が
ら
、

田
氏

の
詩
を
読
ん

で
い
く

こ
と

に
し

よ
う
。

元
慶
七
年

(八
八
三
)
正
月
、
忠
臣

は
美
濃
介

に
任
ぜ
ら
れ
、
任
国

へ
下

っ

た
。
外
官
を
帯
び

て
都
を
離
れ
る

こ
と
は
今

が
始
め

て
の
こ
と

で
は
な
か

っ
た

9

が
、

三
度
目

の
離
京
体
験

の
中

で
、
忠
臣

は
、
彼

に
お

い
て
、
官
人

で
あ
る
こ

一

と

と
詩
人

で
あ
る

こ
と
と

が
ど

の
よ
う
に
意
識

さ
れ

て
い
た

か
を

語

っ
て
い

る
。は

じ
あ

に

伽
「和
下
藤
進
士
秋

日
過
二
関
門

一問
二
美
州
風
俗

一新
詩
上
」

(『
田
氏

家
集
』
巻
中

所
収
。

以
下
本
節

に
あ
げ
る
も

の
は

い
ず
れ
も
同

じ
)
を
あ
げ

よ

う
。
藤
進
士

の

「関
門
を
過
ぎ

り
て
美
州

の
風
俗
を
問
ふ
」

と
い
う
詩

に
答
え

た
も

の
で
あ
る
。
「
関
門
」
は
、
美
濃

に
は
三
関
の

一
つ
不
破
関
が
置
か
れ

て
い

た
の
を
い
う
。

自
分
元
知
命
在
天

自
分

に
元
よ
り
知
る
命

は
天

に
在

る
こ
と
を

彫
轟
曽
未
学
烹
鮮

彫
轟
曽

つ
て
未

だ
烹
鮮
を
学
ば
ず

武
城
下
邑
牛
刀
鈍

武
城

の
下

邑
牛

刀
鈍

し

何
用
無
才
報
有
年

何
ぞ
無
才
を

用
ち

て
年

有
る

に
報

い
む



「
彫
轟
」

は
詩
文

を
作

る
の
に
字
句
を
飾
り
、
小
細

工
を
施

す
こ
と

で
あ

る

が
、

こ
こ
で
は
自
ら

の
行
為

を
謙
遜
し

て
い
う
。

「
烹
鮮
〕

は
小
魚
を
煮

る
こ

と
、
『老
子
』
第
六
十
章

に

「
大
国
を
治
む
る
は
小
鮮
を
烹

る
が
若
し
」
と
あ

る
。

第

三
句

は
、

こ
れ

も
有
名
な

『
論
語
』
陽
貨

の
、
孔
子

が
武
城

に
行
き
、
弦
管

の
声
を
聞

い
て
、

「
難
を
割
く

に
焉
ん
ぞ
牛
刀
を
用

い
ん
」

「

小
さ
な
町

に
大

袈
裟
な

こ
と
だ
、
と
笑

っ
た
と

い
う
故

事
を
ふ
ま
え
る
。

ま
ず
、

こ
の
詩

に
述

べ
ら
れ

て
い
る

こ
と
の

一
つ
は
、
自
分
は
国
司
と
し

て

は
無
能

で
あ

る
と

い
う
意
識

で
あ
る
。

そ
う
し
た
意
識

は
同
時

の
他

の
詩
に
も

見

え
て
お
り
、
伽

「
奉
レ
呈
二
野
秀
才
詩
伯

一」
に

「
関
東

に
吏
と
作

り

て
額
愚

を

悦
づ
」
、
全
部
は

の
ち

に
改
め

て
引

く
が
、
鵬

「
拝
二
美
濃

皿之
後

、
蒙
二
菅
侍
郎

見

一レ
視
下
喜

一遙
兼
二賀

州

一詩
草
上
。
依
二
本
韻

皿継
和
レ
之
」

に

「
三
刀
の
夢

は
不

才
を
誤
り

て
酬
い
ら
る
」
、

㎜

「和
二
野
秀
才
見
レ
寄
秋
日
感
懐
詩

「」

に

「
才
拙

く
し

て
分
憂
幾

た
び
か
坐
馳

せ
し
」
な
ど

の
句
が
あ

る
。
「
額
愚
」
は
愚
か
な

こ

と
、
「
三
刀
夢
」

「分
憂
」

は
と
も

に
国
司

の
職

を
い
う
。

こ
う
し
た
措
辞
が
繰
り
返
さ
れ

て
い
る

こ
と
か
ら
、
国
司
と
し

て
無
能

で
あ

る
と
い
う
言
辞

は
単
な

る
表
面
的
な
卑
下

で
は
な

い
の
で
あ

ろ
う
が
、
も
と

の

詩

に
戻

っ
て
注
目
す

べ
き

こ
と
は
、
第

二
句

に
、
そ
の
国
司
と
し

て
の
無
才
が
、

詩
文
を
作
る

こ
と
と
対

比
し

て
述

べ
ら
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、

詩
文

の
制
作
を
事

と
し

て
き
た
自
分

は
領

国

の
経
営

に
は
無
知

で
あ
る
と

い

う
。
そ
う
し

て
、
そ

の
よ
う
な
資
質

は
天
与

の
も

の
で
あ
る
と
い
う
。

詩
人

で
あ
る

こ
と
と
官
人

で
あ

る
こ
と
と
。
次

の
詩

も
こ
の
こ
と

に
関

る
も

の
と
し

て
読

む
こ
と
が

で
き

る
よ
う

に
思
う
。

謝

衙
後
晩
望
吟
懐

東
来

不
覚
換
炎
涼

東

の
か
た
よ
り
来

た
り
覚
え
ず
炎
涼
換
は
る

晩
望
寒
陰
猶
自
傷

晩

に
望

め
ば
寒
陰

な
ほ
自
ら
傷
ま
し
む

氷
合
弓
膠
堅
水
沢

年
随
箭
漏
促
時
光

昏
村
偏
賀
秋
収
稔

家
業
還
愁
荒
学
褥

外
吏
三
餓
無
暇
日

且
因
衙
退
閲
詞
章

氷

は
弓
膠
と
合

し

て
水
沢

に
堅

し

年

は
箭
漏

に
随

ひ

て
時
光
を
促
す

昏
村

に
は
偏

へ
に
賀

ふ
秋
収

の
稔

家
業
還
り
て
愁

ふ
学
褥

の
荒
れ
た
る

こ
と
を

外
吏

は
三
飴
も
暇

日
な
し

且
く
衙
退

に
因

り
て
詞
章
を
閲
せ
む

後
半
、
豊
年
を
喜
ぶ
村
里
の
喧
騒
を

よ
そ
に
、
学
業

の
荒
廣

を
愁

え
、
繁
忙

な
務
め

の
中

で
、
任
務

を
終

え
た
後

の
わ
ず
か
な
閑
暇
を
求

め
て
、
詩
文

に
見

入

る
と

い
う
。

し

ま
ず
第
六
句
、
「家
業
」
は
学
問

で
あ
る
と
す
る
が
、

こ
れ
に
は
道
真

に
、
伽

「
予
作
二
詩
情
怨

}之
後
、
再
得
二
菅
著
作
長
句
二
篇

一云
々
」

に

「家
業
年
租
本

よ
り
詩
を
課
す
」

の
句

が
あ

る
の
が
想
起
さ
れ
る
。

ま
た
、
学
問

の
荒
廣
を
憂

え
る
と
い
う
の
に
は
、

や
は
り
道
真

の
、
小
野
美
材

の
死
を
悼

ん
だ

「
詩
人
も

ま
た
歎

く
道

の
荒
蕪
せ
む

こ
と
を
」

(鵬

「傷

二野
大
夫

」
)

の
句
が
思

い
合
わ

さ
れ

る
。

こ
の
詩

に
は
、

そ
う
し
た
学
問

こ
そ
我
が
家
業

で
あ
る
と

い
う
意
識

と
相
即

の
も

の
と
し

て
、
民
衆

の
生
活

に
背
を
向
け

る
姿
勢
が
示
さ
れ

て
い
る
。

そ
れ

は
こ
の
詩
ば
か
り
で
は
な

い
。

元
慶
七
年
、
美
濃

は
大
雪

に
み
ま
わ
れ
た
。
そ

の
こ
と
を
詠

ん
で
次

の
よ
う

に
い
う
。

捌

府
城
雪
後
作

濃
土
近
年
看
雪
少

濃
土
近
年

雪
を
看

る
こ
と
少
な
し

今
冬
改
観
変
州
彊

今
冬
観

改
ま
り
州
彊
変
ず

管
氷
数
尺
垂
銀
穂

答
氷
数
尺
銀
穂
を
垂

る

渓
水
横
分
涯
玉
漿

渓
水
横
分

し
て
玉
漿
を
涯
か

ぶ

一10一



野
老
始
知
春
懊
沐

野
老
始
め

て
知

る
春
襖
沐

ぜ
む
こ
と
を

農
夫
ロ
バ道
日歳
豊
穰

農
夫
た
だ
道
口ふ
歳
豊
禮
な
ら
む

こ
と
を

愚
蒙
未
得
推
天
意

愚
蒙
未
だ
得
ず
天
意
を
推
し

は
か

る
こ
と

唯
愛
衙
前
潔
白
光

た
だ
愛
す
衙
前
潔
白

の
光

第
五
句
、
「
懊
沐
」
は
お

そ
ら
く

「煩

沐
」
の
誤
り

で
、
め
ぐ
み
を
う
け
る
こ

と
。

『
後
漢
書
』

明
帝
紀

に

「
朕
親

し
く
籍
旧
を
耕
し

て
以

つ
て
農
事
を
祈

ら

む
.
京
師
冬
宿
雪
な
け
れ
ば
、
春
煩
沐

せ
じ
」
と
あ
る
。
大
雪
は
そ
の
年

の
豊

作
を
約

束
す

る
も

の
な

の
で
あ
る
。
従

っ
て
農

夫

は
ひ
た
す
ら

そ
の

こ
と
を

言

っ
て
喜
ぶ
。
し
か
る
に
忠
臣

は
こ
こ
で
も
自
ら
を

「
愚
蒙
」

と
、
国
司
と

し

て
の
無
才
を
い
い

つ
つ
、
心

は
別

の
方

に
向

い
て
い
く
。

そ
の
心
が
向
か

う
の

は
、
た
だ
雪
の
純
白

の
美
し

さ
を
賞
翫
す

る
こ
と

で
あ
る
。

こ
こ
で
も
忠
臣

の

志
向

は
治
下
の
民
衆
と

は
全
く

か
け
離
れ

て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
の
詩

の
前

に

置
か
れ
た

㎜

「
元
慶
七
年
冬
美
濃
大

雪
、
以

レ詩
記
レ
之
」
に
は

「
且
く
農
歳

の

瑞
を
誇
張
す
る
こ
と
な
か
れ
」
と

い
う
直
戴
な
表

現
さ
え
あ
る
。

大

雪
を
豊
作

の
瑞
兆
と
し

て
喜
ぶ
州
民

の
心
と
は
無
縁

の
、

こ
れ
を

ひ
た
す

ら
賞
美

の
対
象
と
し

て
見
る
観
照
的
姿
勢
は
、
詩
人

の
そ
れ
と

い
う

べ
き
な

の

で
あ
ろ
う
。
忠
臣

は
早
く

4

「
早
秋
」

(巻
上
)
を
詠
じ

た
詩

に
、

感
傷
物
色
還
成
癖

物

色

に
感

じ
傷
む

ま
た
癖
と
成

る

此
癖
無
方
莫
肯

治

此

の
癖
方

な
し
あ

へ
て
治
す

る
こ
と
な
か
ら
む

と
述

べ
て
い
る
。
物
色

に
感
傷
す

る
多
感

さ
が

そ
の
性
癖
と
な

っ
て
い
る
と

い

う
。

そ
う
し
た
性
癖

の
も
と

で
、
彼

は
州
民

に
背
を
向
け
、

ひ
と
り
雪
を
美

と

し

て
観
照
す
る

の
で
あ
る
。

ま
た
、
鵬

「
拝
二
美
濃

「之
後
、
蒙
工
菅
侍
郎
見

「
レ視
下
喜

二遙
兼

「賀

州

「詩
草
上
。

依
二
本
韻

「継
和
レ
之
」

が
あ
る
。
「
菅
侍
郎
云

々
」
は
、
道
真

の
㎜

「喜

レ被
三
遙

兼
二
賀
員
外
刺
史

一」
を

い
う
。
道
真
も

こ
の
時
、
そ
れ
ま

で
の
侍
従
、
式
部
少

輔
、
文
章
博
士

に
加
え

て
、
遙
任

で
あ
る
が
加
賀
権
守
を
兼
ね
た
。
そ

の
こ
と

を
述

べ
て
送

ら
れ
た
道
真

の
詩

に
和

し
た
の
が
こ
の
忠
臣

の
詩

で
あ
る
。

師
家
狐
白
例
名
襲

閣
巷
襲
黄
山豆
化
州

重
席
珍
称
無
価
久

三
刀
夢
誤
不
才
酬

君
拗
虎
竹
承
兼
世

来
章
述
下
里
世
遙
兼
二賀
州
・之
意
上
、

我
負
鶯
花
度
数
秋

錐
是
除
書
同

日
到

甘
業
樹
下
少
風
流

第

二
句
、
「襲
黄
」
は
漢

の
襲
遂
と
黄
覇
。
循
吏
と

し
て
名
高
く
、
道
真
も
讃

岐
守
時
代

の
詩

に

「
襲
黄

の
徳
化
宣

べ
む
こ
と
を
夢
想
す
」

(『
菅
家
文
草
』
巻

四
㎜
)
と
い
う
。
第
五
句

の

「
虎
竹
」

は
国
司
の
地
位
を
示
す
も

の
。
第
五
句

に
付

さ
れ
た
自
注

「
来
章

に
里
世
遙

か
に
賀

州
を
兼

ぬ
る
意
を
述
ぶ
」

は
、
第

五
句

に

「君

は
虎
竹
を
拡
ち

て
云
々
」
と
辞
を
措

い
た

こ
と

の
理
由
を
説

明
す

る
が
、
「里
世
」
遙
任
と
し

て
加

賀
国
司
を
兼

ね
た
こ
と
を
述

べ
た

「来
章
」
と

は
、
道
真

の
詩

の
第
二
句
に

「
最
も
喜

ぶ
先
君
も
此

の
州

に
任
ぜ
ら
れ
し
こ
と

を
」
と

い
う

の
を
指
す

の
で
あ
ろ
う
。

さ

て
、

こ
の
詩

で
注
目

し
た
い
の
は
第
六
句
以
下

で
あ
る
。
同
様

に
国
司

に

任
じ
ら
れ
た
も

の
の
、
遙
任

と
し
て
都
京
を
離
れ
る

こ
と
の
な
い
道
真

の
立
場

と
対
比
し

つ
つ
、
自

ら
の
境
遇
を
述

べ
る
。

第
六
句
と
第
八
句

は
同

じ
こ
と
を
言
葉
を
換
え

て
い
う
。
第
八
句

の

「
廿
業
」

は
カ
タ
ナ

シ
。
『詩
経
』

「召
南
」

に

「
甘
巣
」
が
あ
る
が
、

こ
の
詩

は
、
毛
伝

に
よ
れ
ば
、
周

の
召
公

は
村

々
を
巡
行
し
た
が
、
人

々
に
迷
惑
を

か
け
ま

い
と

師
家

の
狐
白
例
と
し

て
襲
と
名
つ
く

闊
巷

の
襲
黄
あ

に
州
を
化
さ
む
や

重
席

の
珍

は
無
価
と
称
せ
ら
れ

て
久
し

三
刀
の
夢

は
不
才
を
誤
り

て
酬

い
ら
る

君

は
虎
竹
を
拗
ち

て
兼
世
を
承
く

故
云

我

は
鶯
花

に
負
き

て
数
秋

を
度

ら
む

是
れ
除
書
同
日

に
到
る
と
錐

も

甘
業

の
樹
下
風
流
少
な
か
ら
む
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小
さ
な
業

の
木

の
下
に
野
宿

し
た
。

そ
こ
で
村
人
が
そ

の
徳
を
し
の
ん
で
歌

っ

た
も

の
と

い
う
。

美
濃
介

と
し
て
こ
れ

か
ら
の
数
年
を
任
国

に
暮
ら
す
我

が
身
は

「
鶯
花
」
と

は
無
縁

の
日
々
を
過

ご
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
、
地
方
官

と
し

て

の
生
活

は
、

ま
こ
と

「
風
流
少
な

い
」
も

の
で
あ
る
、
と

詠
む
。

こ
の
詩

は
、
「
鶯
花
」
つ
ま
り

「
風
流
」
を
国
司
と
し
て
の
立
場

に
対
置

さ
せ
、

両
者
を
相
背
反
す

る
も

の
と
捉
え

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
詩
も
ま
た
、
国

司

た
る
立
場
と
詩
作

の
関
係
を
述

べ
、
上

述

の
詩
と

　
連

の
も

の
と
な

る
。

こ

の
詩

の
制
作
時
期
は
、
内
容

か
ら
、
前
引

の
諸
首

に
先
立
ち
、
美
濃
介
拝
任

の

直
後
と
考
え
ら
れ
る
。
忠
臣
は
、
そ
の
当
初
か

ら
こ
の
よ
う
な
思

い
を
抱
懐

し

つ
つ
、
任
国

へ
下

っ
た

の
で
あ
る
。

叙
上

の
詩
か
ら
、
美
濃

に
あ

っ
て
忠
臣

の
置
か
れ

て
い
た
立
場
も

お

の
ず
か

ら
推

測
さ
れ
る
の

で
あ
る
が
、

は
た
し

て
次

の
詩
が
あ
る
。

伽

和
二
藤
進
士
客
中
遇
レ
雪
見

「レ
寄

関
左
崎
嘔
庸
帝
難

関
左
崎
嘔
と
し

て
帝
の
難

に
腐

た
る

孤
心
遇
雪
更
増
寒

孤
心
雪

に
遇

ひ
て
更
に
寒
さ
を
増
す

郷
村
咲
我
巴
人
曲

郷
村
我
を
咲

ふ
巴
人

の
曲

葱
憶
高
才
往
復

看

葱
憺

づ
高
才
往
復

に
看

る
を

「
関
左
」

は
関
東

つ
ま
り
美
濃

を
い
う
。

「
巴
人
曲
」

は
謙
称
し

て
自
作

の

詩
。
注
目
さ
れ
る
の
は
第

二
句

の

「
孤
心
」

の
語

で
あ
る
。
前
引

の
諸
首

に
州

民

と
は

…
線
を
画
し

て
ひ
た
す
ら
自
己

の
世
界
を
堅
持

し
よ
う
と
す

る
態
度
を

見
せ

て
い
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、

こ
の

「孤
心
」

の
語

は
、
忠
臣

の
置

か
れ

て
い
た
、
あ

る
い
は
自
ら
置

こ
う
と
し

て
い
た
立
場
を

よ
く
示
す
も

の
と

思
わ
れ

る
。

国
司
と

い
う
立
場

の
も
と

で
の
上
述

の
ご
と
き
意
識

は
道
真
も
等

し
く
抱

く

も

の
で
あ

っ
た
。

仁
和

二
年

(八
八
六
)

か
ら
の
四
年
間
を
道
真
は
讃
岐
守

と
し
て
任
国

に
過

ご
す
が
、
そ

の
讃

州
客
中
詩

に
そ
れ

は
示
さ
れ

て
い
る
。

す

で
に

餅
「北
堂
饅
宴
」

に
、

情

憶
分
憂
非
祖
業

情

憶
ふ
分
憂
は
祖
業

に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を

俳
徊
孔

聖
廟
門
前

俳
徊
す
孔
聖
廟
門

の
前

の
句

が
あ
る
。
早

く
も
赴
任

に
先
立

っ
て

「
分
憂
」
、
国
司

の
職

は

「
祖
業

に
非

ず
」

と
表
白
す

る
。

讃
岐

で
の
二
、

三
の
例
を
あ
げ
る
と
、
泌

「路
遇
二
白
頭
翁

こ

に
、

欲
学
奔
波
身
最
獺

奔
波
を
学

ば
む
と
欲
す

る
も
身
最
も
獺
し

将
随
臥
聴
年
未
衰

将

に
臥
聴

に
随

は
む
と
す

る
も
年
未
だ
衰

へ
ず

自
飴
政
理
難
無
変

自

飴
の
政
理
も
変
な
き

こ
と
難
し

奔
波
之
間
我
詠
詩

奔
波

の
間

に
我
は
詩
を
詠
ぜ
む

「
奔
波
」
は
先
任

の
讃
岐
国
司
と
し

て
良
吏

の
誉
れ
高

か

っ
た
安
倍
興
行

の

治
国

の
方
法
。

そ
の
方
法

に
学
び
な
が
ら
も
、
我

は
我
、
治
政

の
間

に
も
詩

の

詠
作

を
や
め
る
こ
と

は
で
き
な

い
と
い
う
。

胴

「
冬
夜
閑
思
」

に
は
、

案
暦
唯
残
冬

一
月

暦
を
案

ず
れ
ば
唯
冬

一
月
を
残
す

の
み

居
官
且
遣
秩
三
年

官

に
居

り
て
且
が

つ
遣

る
秩
三
年

性
無
嗜
酒
愁
難
散

性
酒
を
嗜
む

こ
と
な
け
れ
ば
愁

ひ
散

じ
難
し

心
在
吟

詩
政

不
専

心
詩
を
吟
ず
る

こ
と

に
在
れ
ば
政

は
専

ら
な

ら
ず

と
賦
す
。
「
心

は
詩
を
吟
ず
る

こ
と
に
あ
れ

ば
政

は
専
ら
な
ら
ず
」
と
は
、
ま

こ

と
に
直
裁

に
、

い
わ
ば

そ
の
本
音
を
吐
い
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

蹴

「
四
年

三
月
廿
六
日
」
と
題
す
る
詩

に
は
、

好
去
鶯
花
今
巳
後

好

し
去

れ
鶯

と
花
と

今

よ
り
已
後
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冷
心

一
向
勧
農
翼

冷
じ
き
心
に

て

一
向

に
農
慧

を
勧

め
む

の
句
が
あ

る
。
後
句

の

「
勧
農
翼
」
は
律
令

の
用
語

で
、
国
守

の
職
分
を

い
う
。

次

に
引
く

ほ
ぼ
同
時

に
作
ら
れ
た

「
春
日
独
遊
三
首
」

を
参
照
す
る
と
、

「
鶯

花
」
は
作
者

の
詩
興
を
か
き
立

て
る
も
の
と
し

て
あ

る
。
そ
れ
が
過
ぎ
行
く
春

と
共

に
去
る
な
ら
ば
去

れ
。

こ
れ
か

ら
は
荒
涼
と
し
た
思

い
を
懐
き

つ
つ
、
ひ

た
す
ら
国
守

と
し
て
の
勤

め
に
励
む

こ
と
と
し
よ
う
、
と

い
う

の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

こ
の
詩

は
、
先

に
述

べ
た
忠
臣

の
鵬

「
拝
二
美
濃

一之
後

云
々
」

の
詩

と
比
較
す

る
に
、
「
風
流
」
を

「
鶯
花
」
に
代
表
さ
せ
る
点

で
共
通
す

る
の

み
な

ら
ず
、

さ
ら

に
そ

の

「
鶯
花
」
を
国
司
た
る
立
場

に
対
置

さ
せ
て
捉

え
て

い
る
点

で
、
き
わ
あ

て
近

い
も

の
が
あ
る
。

ま
た
脇
「
春

日
独
遊
三
首
」

に
、

花
凋
鳥
散
冷
春
情

詩
興
催
来
試
出
行

昏
夜
不
帰
高
囎
立

州
民
謂
我

一狂
生

花
凋
み
鳥
散

じ

て
春
情
冷

じ

詩
興
催
さ
れ
来

り
て
試

み
に
出

で
行
く

昏

き
夜

も
帰

ら
ず
高
く
囎
き

て
立

て
ば

州
民
は
我
を

一
狂
生
と
謂

は
む

と
詠
む
。

前
に
忠
臣

の
州
民

に
背
馳
し

た
詩
人
的
姿
勢
が
彼
を
孤
立
さ
せ
た
さ

ま
を
見
た
が
、

こ
の
詩

で
道
真

が
歌

う
の
も
ま
さ

に
そ
の
こ
と

で
あ
る
。

挙
例
は
以
上

に
と

ど
め

る
が
、

こ
の
よ
う

に
、
国
司
た
る
職
務

は
本
業

に
あ

ら
ず
、
学

問
、
詩
作

こ
そ
が
家
業

で
あ

る
と
す
る
立
場

を
基
盤

と
し
て
、
国
司

の
勤

め
は
風
流

と
は
無
縁

で
あ
る
と

い
う
意
識
、
国
司
と
し

て
の
任
務

よ
り
も

詩

作

に
重

き
を
置

こ
う
と
す

る
姿

勢
、
周
囲

と
相
容

れ
ぬ
ゆ
え

の
孤

絶
感
な

ど
、
忠
臣
と
道
真
と

の
間

に
は
類
同
性
を
看
取
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

道
真

の
讃
州
客
居
詩

は
百
五
十
余
首
も
が
伝
わ
る

の
に
対

し
、
忠
臣

の
美
濃

介
時
代

の
作

は
わ
ず
か

に
ト
六
首
が
残
る

に
過
ぎ
な
い
。
十
分
な
比
較
考
察

は

も
と

よ
り
不
可
能

で
あ
り
、
以
上
も
そ

の

一
面
で
は
あ
ろ
う
が
、
最
も
基
本
的

な
所

で
類

似
を
示

し
て
い
る
と

い
え

る
で
あ
ろ
う
。

二

『
田
氏
家
集
』
中

の
詠
物
詩
と
し

て
は

一
つ
の
ま
と
ま
り
を
な
し

て
、

詠
竹

の
詩
が
あ

る
。
以
下
、
そ
れ
ら

の
詩

が
提
示
す

る
問
題

に

つ
い
て
考

え

て
み
よ

う
。忠

臣
は
、
竹
を
寒

さ
に
も
衰

え
る
こ
と

の
な

い
貞
節
を
保

つ
も
の
と
し
て
愛

賞
す
る
。
そ

の
こ
と
は
次

の
詩

に
よ
く
示
さ
れ

て
い
る
。

77

対

レ竹
自
伴

静
地

閑
居
伴
竹
林

静
地

の
閑
居
竹
林
を
伴

ふ

自
飴
人
事
不
相
侵

自

鯨
の
人
事
は
相

侵
さ
ず

中
虚
猶
合
口
庭
実

中
は
虚
し
く
な
ほ
庭
実
=

 外
密
終
期
起
瑚
陰

外
は
密

に
し
て
終

に
瑚
陰

に
起

つ
を
期
す

風
有
作
声
如
会
囎

風

に
声
を
作
す

こ
と
有

り
囎
く

に
会

へ
る
が
如

し

霜
無
変
節
是
同
心

霜

に
も
節

を
変

ず
る
こ
と
な
し
是
れ
同
心

世
間
交
結
真
朋
少

世
間

の
交
結
真

朋
少
な
し

唯
対
青
惹
契
断
金

た
だ
青

葱
に
対

ひ
て
断
金
を
契
ら
む

(巻
中
)

第

三
句

「
庭
実

」
は

『左
氏
伝
」

の
語

で
、
本
来
、
庭
に
並

べ
ら
れ
た
貢
物

の
意
。

こ
こ
で
は
竹

林
を
指

し
て
い
う
。
白
居
易

の

「養
竹

記
」

(『
白
氏
長
慶

集
』
巻
二
十
六
)
に

「君
子
人
多
く

こ
れ
を
樹
え

て
庭
実

と
為

す
」
と

あ
る
の

に
よ
る
。
第

六
句

「霜
無

レ変

レ節
」

は
、
寒
さ

の
た
め
に
衆
木

が
凋
落
す

る
中

で
、
竹
が
緑

を
失

わ
な
い
こ
と
を

い
う
が
、

こ
の
よ
う
な
捉

え
方

は
、
唐
太
宗

の

「
賦
二
得
竹

一」
(『
初
学
記
』
巻

二
十
八
竹
)
に

「翠
葉
負
二
寒
霜

[
、
陳
子
昂
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の

「与

東

方
左
史
軋

一修
竹
篇
」

に

「
歳
寒
霜
雪
苦

、
含

レ彩
独
青
青
」

な
ど
、

す

で
に
見

え
る
。
末
句

の

「
青
葱
」
は
草
木

の
青
々
と
し
た
様
子
。
ま

た

「
断

金
」
は

『
易
』
「
繋
辞
伝
」
に

「
二
人
心

を
同

じ
く
す
れ
ば
、
其

の
利
き

こ
と
金

を
断

つ
」
と
あ

る
の
に
出

て
、
交
情

の
厚

い
こ
と
を

い
う
。

紛

々
た
る
世
間

の
軽
薄

に
対
置
さ
せ

て
そ

の
貞
心

の
故
を
も

っ
て
竹
を
慕
わ

し

い
も

の
と
す
る
。

類
似
し
た
発
想
は
、

竹
を
詠
じ
て
で
は
な
い
が
、
他

に
も
あ
る
。

60

題
二松

下
石

一

松
為
欝

茂
石
為
堅

松

は
諺
茂

た
り
石

は
堅
た
り

同
類
相
求
自
得
縁

同
類
相
求
め

て
自
ら
縁
を
得
た
り

松
石
無

心
猶
若
此

松
石

は
無
心
な

る
も
な
ほ
此

く

の
若

し

人
間
交
結
独
依
然

人
間

の
交
結
は
独
り
依
然
た
り

(巻
上
)

「
松
下

の
石
」
を
詠
じ

て
そ
の
貞
堅

の
性
を
い
い
、

人
間
の
交
り

の
し

か
ら

ざ
る
の
に
対
比
す

る
。

と

こ
ろ
で
、
以
上

の
二
首
と
も
に

「
交
結
」
の
文
字

を
含
む
が
、
忠
臣

に
と

っ

て

「
交
結
」
と

い
う

こ
と
は
格

別

の
関

心
事

で
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

81

照
鏡

閑
亭
独
坐
無
遊
伴

閑
亭

に
独

り
坐
し

て
遊

ぶ
伴
な
し

毎

寛
交
朋
発
鏡
頻

交
朋
を
寛
む

る
毎

に
鏡
を
発
く

こ
と
頻

り
な
り

(巻
中
)

ま
た
全
部

は
後

に
引
く
が
、
82

「
独
坐
懐
古

」

(巻
中
)

の
第

一
聯

に
、

交
朋
何
必

旧
知
音

交
朋
は
何
ぞ
必
ず
し
も
旧
知
音

の
み
な
ら
む

や

富
貴
却
忘
契
闊
深

富
貴
は
却

つ
て
契

り
の
闊

く
深
き

こ
と
を
忘
れ
し
む

の
語
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
詩
人
無

用
論
」
の
存
在
を
記
す

こ
と
で
注
目
さ
れ

る

44

「
春
日
仮
景
訪

二同
門
友
人

「」

(巻
上
)

に
も

友
道
交
情
常
欲
深

適
将
何
事
効
知
音

友
道
交
情
常
に
深
か
ら
む
こ
と
を
欲
す

適
に
何
事
を
将
つ
て
か
知
音
に
効
は
む

ロ
バ今
鄭
重
来
相
訪

ロ
ハ今
鄭
重

に
来

り
て
相
訪

へ
る
は

為
是
同
門
契
断
金

是
れ
同
門

の
断
金
を
契
ら
む
が
為
な
り

と

い
う
。
ち
な
み

に
、

こ
の
詩
は

「契

二断
金

一」

の
措
辞
を
用

い
る
こ
と
も
先

の

「
対

・竹
自
伴
」
と
共
通
す
る
。

ま
た

こ
の
詩
と
ほ
ぼ
同
時

の
作

46

「晩
春
同
門
会
飲
、
翫
二庭
上
残
花

己

(巻

上
)

に
は
、

結
交
童
卯
遂
長
期

結
交

は
童
卯

よ
り
し

て
遂

に
長
期

な
り

即
事
春
遊
何
太
遅

即
ち
春
遊
を
事
と
す
る

こ
と
何

ぞ
太
だ
遅
き

の
文
字
が
あ
る
。

こ
う
し
た

〈交
結
〉

に
言
及
す
る
詩

の
少
な
か
ら
ぬ
存
在

は
忠
臣

の
性
情
を

示
す
も

の
で
あ
る
と
と
も

に
、
ま
た
人
間

に
真

の
知
己
を
求
あ
が
た

い
当
時

の

世

情
を
も
の
が
た
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
詩
人

の
心

は
自
然
物

に
向

か

う
の
で
あ
る
。

「対
竹
自
伴
」
詩
は

『
家
集
』

の
排
列

に
従

う
と
元
慶
五
年

の
作
と

い
う
こ

と

に
な

ろ
う
が
、
そ
れ
以
上

の
制
作
事
情

は
不
明

で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る

「詩
人

無
用
論
」
な
ど
と
関
る
も

の
と
し
て
解
釈
し
た

い
思

い
に
駆
ら
れ
る
が
、
勝
手

な
推
量
は
慎
し
む
と
し
て
、
「世
間
」
に
は

「変
節
」
が
横
行
し
、
そ
う
し
た
中

で
の

「
交
結

に
真

の
朋
は
少
し
」
と
作
者
を
慨
歎
さ
せ
る
風
潮

が
存
し

た
こ
と

は
確
か

で
あ
る
。

か
か

る
弊
風

の
も
と

で
、
歳

寒
に
も
変

わ
る
こ
と

の
な

い
竹

の
貞
性

は
、
周
囲

の
圧
迫

に
も
屈
す
る

こ
と
の
な
い
詩
人
と

「
同
心
」

の
も

の
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と
し

て
、
ま

こ
と

に
好
ま
し

い
存
在

と
な
る
。

次

い
で
詠
竹
詩
を
あ
げ
る
と
、

研

密
竹
有
二
清
陰

一

世
事
探
湯
焦
燗
期

世
事
探
湯
焦
燗

の
期

恨
来
曽
入
竹
陰
遅

恨
み
来
る
曽

つ
て
竹
陰
に
入
る
こ
と
の
遅
き

こ
と
を

暖
然
懐
裏
何
相
似

膿
然
た
る
懐
裏
何
に
か
相
似

た
る

箪
概
無
塵
櫛
沐
時

箪
概
塵

な
く
櫛
沐

の
時

(巻
下
)

が
あ
る
。
第

一
句

に

つ
い
て
、
先
学

の
論

は
、
当
時

の
世
情
を
述

べ
た
も
の
と

解
す
る
。

そ
う

で
あ
る
と
す
れ
ば
、

こ
れ
ま
た

「
詩
人
無
用
論
」

の
ご
と
き
文

人
相
軽

ん
ず
る
時
代
風
潮
を
語

る
も

の
と
し

て
、
か

つ
て
そ

の
こ
と
を
述

べ
た

私
と

し
て
も
、

こ
れ

に
左
祖
し
た

い
思

い
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
ど
う
も
そ
う
は

解
し

が
た
い
よ
う

で
あ

る
。
そ
れ
は
、
「
探
湯
」
と
は
沸
騰

し
た
湯

に
手
を
入
れ

る
こ
と

で
あ

る
が
、
『
列
子
』
「
湯
問
」

に

「
日
初

め
て
出

で
て
、
槍

々
涼

々
た

り
。
其

の
日
の
中
す
る

に
及
び

て
、
湯

を
探

る
が
如
し
」
と
あ

り
、
昼
日
中

の

暑
さ
を
た
と
え
る
。
ま
た
白

居
易
の

「竹
窓
」

(『
白
氏
長
慶
集
』
巻
十

一
)
と

題
し
た
詩
は
、
新

た
に
長
安

に
居
を
ト

し
て

一
堂
を
営
み
、
ま
ず
竹
を
植
え
た

こ
と
を
賦
す
が
、

こ
れ
に
次

の
よ
う
な
表
現
が
あ

る
。

是
時
三
伏
天

天
気
熱
如
湯

独
此
竹
窓
下

朝
廻
解
衣
裳

軽
紗

一
幅
巾

小
箪
六
尺
抹

無
客
尽
日
静

是

の
時

三
伏

の
天

天
気
熱
き

こ
と
湯

の
如
し

独
り
此

の
竹
窓

の
下

朝
よ
り
廻
り

て
衣
裳
を
解

く

軽
紗

一
幅

の
巾

小

箪
六
尺

の
躰

客

な
く
し

て
尽

日
静

か
に

有
風
終
夜
涼

風
有
り

て
終
夜
涼
し

「
三
伏
」

は
夏

の
最
も
暑
い
時
を
い
う
が
、

そ
の
暑
さ
を

「
湯

の
如

し
」

と

た
と
え

る
の
は
、
す
な
わ
ち
先

の

「探
湯
」

で
あ
る
。
そ
う
し

て
、

そ
の
炎
暑

の
中

で
の
竹
窓

の
下

の
清
涼

を
詠
う

の
が

こ
の
詩

の
主
題

で
あ
る
。

た
と

え

ば
、

こ
の
白
詩
を
読
ん
だ

の
ち
に
顧

み
れ
ば
、

「密
竹
有
二
清
陰

己

の
第

一
句

は
、
単

に
炎
熱

の
時
を

い
う
も

の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
こ
の

「
竹
窓
」
詩
が

そ
う
で
あ
る
よ
う

に
、
炎
熱

の
中

で
の
竹
陰

の
清
冷
を
好
ま
し

い
も

の
と
詠
ず

る
の
で
あ
る
。

こ
の
詩
と

ほ
ぼ
同
じ
寛
平
二
年
夏

の
作
と

し
て
、
創

「
夏
日
竹
下
命

二小

飲

㎜」

(巻
下
)
が
あ
る
。

世
上
清
冷
風
竹
前

世
上
清
冷
な

り
風
竹

の
前

人
間
歓
楽
酒
盃
仙

人
間

の
歓
楽
酒
盃

の
仙

家
庭
養
緑
尋
常
酔

家

の
庭

に
緑
を
養
ひ
尋
常

に
酔

へ
ば

応

是
他
生
作
七
賢

応

に
是
れ
他
生

七
賢
と
作

る
べ
し

第

一
句

は
前
詩
と
同
様

の
こ
と
を
詠
ず
る
が
、

以
下

は
、
前
詩
と
異
な
り
、

酒
を
詠

み
、

そ
の
こ
と

に
よ

っ
て
、
作
者

の
心

は

「
七
賢
」
す
な
わ
ち
竹
林

の

七
賢

に
向

か

っ
て
い
く
。

忠
臣

に
は
、
竹
を
詠
じ

て
七
賢

に
及

ぶ
詩
が
外

に
も
あ
る
。

蜘

対

レ
竹
懐
レ
古

後
生
暫
有
慰
先
魂

後
生
暫
く
先
魂
を
慰
む
る

こ
と
有

ら
む

稽
院
滝
時
不
及
門

惰
院
時
を
掩
し
く
し

て
門
に
及
ば
ず

対

竹
莫
言
人
不
見

竹

に
対

ひ
て
言
ふ

こ
と
な
か
れ
人
見
ず
と

須
知
暗

裏
二
賢
存

須
く
知
る

べ
し
暗
裏

に
二
賢

の
存
す

る
を

(巻
下
)

「術

院
」

は
七
賢

の
中
心
、
硲

康
と
院
籍
。
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マ

マ

ま
た

燭
「
秋

日
竹

日
懐

レ占
」

に
も

O
鰯

●

●

貞
穿
霜
月
時
難
有

貞
は
霜
月
を
穿
ち

て
時

に
有

り
と
錐
も

吟
助
寒
風
傍
若
無

吟

は
寒
風

に
助

け
ら
れ
傍
ら

に
な
き
が
若
し

槽
院
類
同
今
懐
古

稽

院
類

同
な
り
今
古
を
懐

ふ

後
於
百
草

一
叢
孤

百
草

に
後

る

一
叢

の
孤

末
句
は
、
最
初

の
詩

に
も
類

句
が

あ

っ
た
が
、
衆
草
が
寒
さ

に
凋
零
す

る
中

で
ひ
と
り
竹

の
み
が
緑
を
保

つ
こ
と
を

い
う
。
白
居
易

の

「題

二
李
次
雲
窓
竹

己

(『白
氏
長
慶
集
』
巻
十

三
)
に

「
千
花
百
草
凋
零
後

、
留
向

二紛
紛
雪
裏

}看
」
、

道
真

の

齪
「疎
竹
」
に

「可

レ愛
孤
叢
意
、
貞

心
我
早
知
」
と
あ

る
。
そ
う
し
た

孤
貞

の
節

を
描
康

・
院
籍
も
同
じ
よ
う

に
堅
持
し
た
と
し
て
、
慕

わ
し
い
人
物

と
し

て
思

い
を
馳
せ
る

の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
引
用

は
省
略
す
る
が
、
竹
林

の
七
賢
を
主
題

と
し
た

鵬
「
題
竹
林

七
賢
図
」
(巻
下
)
も
あ
り
、
竹
林

の
七
賢
を
詠
詩

の
対
象
と
す

る
の
は
確
か
に

忠
臣

に
お
け
る
特
徴

と

い

っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え

に
こ
そ
、
先
学

に

こ
れ
を
論
じ
た
論
文

が
す
で
に
備

わ
る
の
で
あ
る
が
、
私

は
ハ

こ
の
こ
と
を
も

含
む

こ
と
と
し

て
、

こ
れ
ら
二
首

が
、

「対
竹
懐
古
」
「
秋

日
竹

日
懐
古

」
と
、

と
も
に

「
懐
古
」
と
題

さ
れ
て
い
る
こ
と

に
注
目
し
た

い
。
集
中
に
は
さ
ら
に

も
う

一
首

「懐
古
」

と
題
す

る
詩
が
あ

る
。

82

独
坐
懐
古

交
朋
何
必
旧
知
音

富
貴
却
忘
契
闊
深

暗
記
徐
来
長
置
楊

推
量
鍾
対
欲
鳴
琴

巷
居
傍
若
顔
淵
在

交
朋
は
何
ぞ
必
ず
し
も
旧
知
音

の
み
な
ら
む

や

富
貴
却

つ
て
忘

る
契

り
の
闊

く
深
き

こ
と
を

暗
か
に
記
す
徐
来
れ

ば
長

に
楊
を
置
く

こ
と
を

推

量
す
鍾
対

へ
ば
琴
を
鳴
ら
さ
む
と
欲
す
る
を

巷

に
居
れ
ば
傍
ら

に
顔
淵

の
在
る
が
若
し

坐
鰯
前
応
院
籍
臨

坐
し
て
囎
け
ば
前
に
応
に
院
籍
が
臨
あ
る
べ
し

日
下
閑
遊
任
意
得

日
下
の
閑
遊
意
に
任
せ
て
得
た
り

免
於
迎
送
古
人
心

迎
送
を
免
る
古
人
の
心

(巻

上
)

第

三
句
、
徐

は
徐
稗
。
『
後
漢
書
』
徐
稗
伝

に

「
蕃
、
郡

に
在
り

て
賓
客

に
接

せ
ず
。
唯
稗
来
た
れ
ば
特

に

一
楊

を
設

け
、
去
れ
ば
則
ち

こ
れ
を
懸
く
」

と
あ

る
。
陳
蕃

は
友
人

の
徐
穰
以
外
は
来
客
と

は
会
わ
な
か

っ
た
と

い
う
。
次

の
句

は
、
真

の
知
己

で
あ
る
鍾
子
期

の
死
後

は
、
伯
牙
は
二
度
と
琴
を
弾

か
な
か

っ

た
と

い
う
周
知

の
両
者

の
交
友
を
詠
む
。
第
六
句
、
院
籍
が
囎

に
す
ぐ

れ
て
い

た

こ
と
は

「竹
林
七
賢
論
」

(『
芸
文
類
聚
』
巻
十
九
囎
)

に
見
え
る
。

第
四
聯

に
い
う
ご

と
く
、

こ
れ
ら
過
去

の
人
々
と
は
、
現
実

で
の
交
友

に
お

け
る
が

ご
と
き
迎

え
た
り
送

っ
た
り

の
煩

わ
し
さ
な
ど
か

ら
も
解
き
放

た
れ

て
、

い

つ
い
か
な
る
時

で
も
、
ど

こ
で
で
も
、
自
分
の
思

い
の
ま
ま

に
、
心
を

通
い
合

わ
せ
る
こ
と
が

で
き
る

の
で
あ
る
。
第

一
聯
は
、
「交

朋
」
の
語
を
含

む

こ
と

か
ら
先

に
引

い
た
が
、

こ
こ
で
も
注
目

し
た
い
。

そ
こ
で
見
た
よ
う

に
、

忠
臣

に
と

っ
て

「
交
結
」
と

い
う
こ
と
は
格
別

の
関
心
事

で
あ

っ
た
。

初
め
に

あ
げ

た

77
「
対
レ
竹

自

伴
」

に
述
懐
す

る
よ
う

に
、
忠
臣

に
は

「世
間

の
交
結

真
朋
少
し
」
と
い
う
感
懐

が
あ

っ
た
。
そ
う
し
た
思

い
が
、
「交

朋
は
何

ぞ
必
ず

し
も
旧
知
音

の
み
な
ら
む
や
」
と
し

て
過
去

に
向
か
う
と
き
、
懐
古
詩
と
な

る
。

す
な
わ
ち
、
第

一
句

は
、
な
ぜ
懐
古
詩
を
作
る
か
を
自

ら
述

べ
る
も

の
で
あ

る
。

忠
臣

に
お
け
る
竹
林

の
七
賢
を
詠
じ
た
詩
は
、

こ
の
よ
う
な
思
念
か

ら
作
ら

れ
た
、
彼

に
お
い
て
特
微
的
な
懐
古
詩

の

一
つ
と
し
て
理
解
す

べ
き
も

の
と
思

う
。論

を
詠
竹
詩

に
戻
す
と
、
竹
を
主
題
と
す

る
詩
は
も
う

一
首
、
欄

「和
下
前
菅

讃
州
竹
奉
レ
謝
二
源
納
言

一詩
上
」

(巻
下
)

が
あ

る
。
「
前
菅
讃
州
」

は
前
讃
岐
守
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菅
原
道
真
○

す
な
わ
ち
、
道
真

の

謝
「
奉

レ謝
三
源
納
言
移
二
種
家
竹

一」
=

源
能

有
が
道
真
宅

の
竹
を
自
邸

に
移
し
植

え
た

こ
と

に
感
謝
し

て
の
作
1

に
和

し
た

詩

で
あ
る
が
、
本
文

の
引
掲

は
省
略
す

る
。

『
田
氏
家
集
』

に
残

る
詠
竹
詩

は
以
上

で
あ

る
。
集
中

の
詠
物
詩

と
し
て
は

一
群
を
な

し
、
詠
菊

の
詩
が
六
首

で
あ
る

の
と
並
ぶ
が
、
詠
菊

詩
が
単
な
る
詠

物
詩

に
と

ど
ま
る
の
と
異
な

る
。

忠

臣
が
竹

を
詠
作

の
対
象

と
す
る

の
は
、

そ

の
高
節

を
自
己

に
重

ね
合

わ

せ
、
ま

た
現
実

の
交
友

に
飽
き
足
ら

ぬ
思

い
が
竹

へ
の
春
恋

の
情
を
促
す

か
ら

で
あ
る
。
あ

る

い
は
世

間

に
知

己
を
求
め

え
ぬ
嘆
き

が
過
去

に
目

を
向
け

さ

せ
、

そ
う
し

た
過
去

へ
の
志
向
と
竹

を
賞
愛

す
る
気
持

ち
と
が
重

な
り
合

っ

て
、
詠
竹
懐
古

の
詩
を
生

ん
で
い
る
。

詠
竹

の
詩
篇

は
道
真

に
も
あ
る
。
そ
れ
ら
道
真

の
詠
竹
詩

に

つ
い
て
は
以
前

(12
)

に
述

べ
た
こ
と
が
あ

る
。
従

っ
て
、
忠
臣

の
詠
竹
詩

と
道
真

の
そ
れ
と
、
ど
う

近
似
し
、
ど

う
異

る
の
か
。
詳
細

に
説
く

こ
と
も
で
き
る
が
、

そ
の
必
要

は
な

い
で
あ

ろ
う
。
要
点
を
記
す
。

そ
の
堅
貞

の
性
質
を
賞
愛
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ

に
詠
竹
を
主
題
と
し
た
少
な
か

ら
ぬ
詩

の
制
作

の
あ
る

こ
と
が
、
基
本

的
な
所

で
の
類
同

で
あ

る
。
そ
う
し

て
、

そ

の
最
も

の
相

違

は
、
道
真

の
目
が

過
去

に
向

か
う

こ
と

が
な

い
こ
と

で
あ

る
。

そ
の
詠
竹
詩

に
は
竹
林

の
七
賢

に
ふ
れ
た
も

の
は
片
言
も
な

い
。
忠
臣

に

あ

っ
て
は
、
世
上

に
は
知

己
を
得
難

い
と
い
う
思

い
が
先
賢
を
追
慕
さ
せ
た

の

で
あ

る
が
、
周
囲

に
知
己
を
求

め
難

い
と
い
う
失
望

は
道
真

に
も
あ

っ
た
。
謝

「
書
斎
記
」

に
は

「
唯
我

を
知

る
者

は
其

の
人

三
許
人
有

る
の
み
」
と

い
う
述

懐
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
過
去

に
思

い
を
馳
せ

る
と

い
う
発
想
は
出

て

き

て
い
な

い
。

こ
の
こ
と
を
顧
慮

す
る
と
、
翻

っ
て
忠
臣

の
詠
竹
詩

に
懐
古

の

姿
勢
が
顕
著

で
あ
る

こ
と
は
、

そ
の
精
神

の
志
向
を
示
す
も

の
と
し

て
注

目
す

べ
き

こ
と

と

思

わ

れ

る

。

『
田
氏
家
集
』

の
詩
を
読
み
解

く
こ
と
に
よ

っ
て
、
忠
臣
そ

の
人

の
、
ま
た

そ
の
時
代

の
詩
人
た
ち

の
、
あ
る
い
は
そ
の
時
代

の
問
題
を
考
え

て
い
か
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
が
、

い
ま
そ

の

一
つ
と
し
て
、

そ
れ
ら

の
こ
と

に
資
す
る
と
思

わ
れ
、
か

つ
対
比
す

べ
き
も

の
を
菅
原
道
真

の
詩

に
求
あ
う
る
二

つ
の
問
題
に

つ
い
て
考
察
を
加
え
た
。

注

金
原

理

「
嶋
田
忠
臣
傳
考
」

(『
平
安

朝
漢
詩

文
の
研
究
』
所
収
)
が
ほ
と

ん
ど
唯

一
の
論

で
あ
る
。

た
だ

し
こ
の
論
文
も
題
目
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

忠
臣
論

を
直
接

に
目
ざ

し
た
も

の
で
は
な

い
。

な
お
、

私
見

の

一
端
は
注

2
の
拙
稿

に
わ

ず
か
な
が
ら
論
及

し
た
。

拙
稿

「忠
臣

・
道
真

・
長
谷
雄
」

(『平
安
朝
漢
文
学
論
考
』
所
収
)
。

群
書
類
従
本

に
付
し
た
通
し
番
号
。

『菅
家
文
草
』

は
日
本
古
典
文
学
大
系
本

に
よ
る
.

番

号
は
こ
れ
に
付

さ
れ
た
も

の
。諸

本

「里
世
」

で
あ
る
が
、

こ
れ
で
は
意
味
不
通
。
疑
問
を
残
す
。

小
島
憲
之

『
古
今
集
以
前
』

二
〇

一
ペ
ー
ジ
。

拙
稿

「文
人
相

軽
」

(『平
安
朝
漢
文
学
論
考
』
所
収
)
参
照
。

金
原
氏
注
1
論
文
、
及
び
蔵
中

ス
ミ

「田
氏
家
集
と

『
竹
林
七
賢
』
詩
」
(『
(大
阪

私
立
短
期
大
学
協
会
)
研
究
報
告
』
第

9
集
。

諸
本
す

べ
て

「狐
」
。
意

に
よ

っ
て
改
め
る
。

注
8

の
蔵

中
氏
論
文
.

諸
本
す

べ
て

「鐘
」
。
意

に
よ

っ
て
改
め
る
。

拙
稿

「菅

原
道
真

の
詠
竹
詩

に

つ
い
て
」

(『香
椎
潟
』
27
号
)。
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