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漢
語
資
料
と
し
て
の
詩
学
書

=

『詩
語
砕
金
』
を
例
と
し
て
ー

岡

島

昭

浩

こ
こ
で

「詩
学
書
」
と
呼
ん
で
い
る
の
は
、
中
野
三
敏
先
生

(
一
九

八

一
)
の
呼
び
方
に
従

っ
て
い
る
の
だ
が

(中
野
先
生
は
江
戸
期

の
呼

び
方
に
よ

っ
て
い
る
)、
こ
れ
は
、
樋
口
元
巳
氏

(
一
九
八
0
)
が

「漢

詩
作
法
書
」
と
呼
び
、
村
上
雅
孝
氏

(
一
九
九
六
)
が

「作
詩
参
考
書
」

と
呼
び
、
山
田
忠
雄
氏

(
一
九
五
九

・
一
九
八

一
)
が

「詩
語
砕
金
の

如
き
作
詩
書

の
類
」
と
呼
ん
で
い
る
も

の
と
ほ
ぼ
重
な
る
と
思
わ
れ

る
。
詩
学
書
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
が
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
詩
語
を
集

め
た
も
の
を
対
象
と
し
て
、

こ
れ
を
語
彙
史

の
資
料
と
し
て
扱
う
こ
と

を
考
え
た

い
と
思
う
。

詩
学
書

を
語
彙
史

の
資
料
と
し
て
扱

っ
た
も
の
と
し
て
は
、
樋
口
元

巳
氏
な
ど

の
よ
う
に
訳
語
の
方
を
口
語
資
料
と
し
た
も
の
が
あ
る
。
漢

籍
国
字
解

の
類
を
口
語
資
料
と
す
る
も
の
と
通
ず
る
扱
い
方
と
言
え
よ

う
。

こ
れ
を
本
稿
で
は
、
漢
語
資
料
と
し
て
扱
う
こ
と
を
考
え
る
。
訳

語
の
方

で
は
な
く
、
項
目
の
方
を
取
り
上
げ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
詩
学
書
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
項
目
が
そ
も
そ
も

「漢
語
」
な
の
か
、
あ
る
い
は

「国
語
の
中
に
於
け
る
漢
語
」
な
の
か

と
い
う
問
題
が
あ
る
。

現
在
、
「漢
語
」
と
い
う
と
、
音
読
す
る
字
音
語
の
こ
と
を
指
す
の
が

普
通

で
あ
る
が
、
か
つ
て
は
そ
れ
と
は
違
う
捉
え
方
も
あ

っ
た
よ
う
で

あ
る
。
例
え
ば
、
中
国
由
来

の
も
の
で
あ
れ
ば
、
訓
読
し
て
い
て
も

「
漢

語
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の

「漢
語
」
の
項
に

も
引
く
よ
う
に
、
夏
目
漱
石

『三
四
郎
』
の
例

「
灯
火
親
し
む
べ
し
な

ど
と
い
ふ
漢
語
」
も
そ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
明
治
期
の
い
わ
ゆ
る
漢
語
辞
書
が
、
漢
語
と
書
名
に

つ
け
な

が
ら
も
、
音
読
の
語
ば
か
り
で
は
な
く
、
訓
読

の
項
目
を
も
あ
げ
る
こ

と
が
あ
る
の
は
、
漢
語
と
い
う
語
が
字
音
語
の
み
を
あ
ら
わ
し
て
い
た

の
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

い
ま
、
漢
和
辞
典
を
引
く
と
、
国
語
辞
典
で
は
立
項
さ
れ
な
い
、
句

と
で
も
云
う
よ
う
な
も
の
で
慣
用
句
と
言
う
に
は
短
い
も
の

(『
大
漢

和
辞
典
』
の
凡
例
で

「成
句
」
と
呼
ん
で
い
る
の
は
こ
れ
ら
や
慣
用
句
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も
含
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
)
が
載
せ
ら
れ
て
い
た
り
す
る
。
た
と
え

ば
、
『大
漢
和
辞
典
』
に
は

「執
中
」
と
い
う
項
目
が
あ
る
が

(小
型
漢

和
辞
典

の

『新
字
源
』
に
は

「執
中
ち
ゅ
う
を
と
る
」
で
載
せ
て
い
る
)
、

こ
れ
は

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
は

「し

っ
ち
ゅ
う
」
「し
ゅ
う
ち
ゅ
う
」

「
ち
ゅ
う
を
と
る
」
を
引
い
て
も
載
せ
て
い
な
い
。
「執
中
法
」
と
い
う

項
目
は
あ
る
の
だ
が

「執
中
」
は
な
く
、
「
な
か
を
と
る
」
と
い
う
項
目

は
あ

っ
て
も

「執
中
」
と
い
う
漢
語

に
は
触
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

逆

に

「
帰
藩

(き
は
ん
)
」
と
い
う
語
は
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に

は
あ
る
の
に
、
『
大
漢
和
辞
典
』
な
ど
に
は
み
ら
れ
な
い
。
『
侃
文
韻
府
』

に
は

『後
漢
書
』

の
用
例
が
と
ら
れ
て
い
る
の
に
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
漢
和
辞
典
類
と
国
語
辞
典
類

で
は
項
目
と
し
て
立
て

る
も
の
が
異
な

っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
ら
を
総
合
し
た
も
の
と
し

て
、
『
日
本
漢
語
大
辞
典
』
と
い
う
よ
う
な
も
の

(『
日
本

・
漢
和
大
辞

典
』
と
い
う
題
名

で
は
あ
ま
り
に
も
奇
妙

で
あ
ろ
う
か
)
が
あ
れ
ば
よ

い
と
思

っ
て
い
る
。
漢
和
辞
典
は
、
中
国

の
古
文
を
読
む
た
め
と
、
日

本

の
漢
字

の
意
味
を
知
る
た
あ
の
両
方

の
役
割
を
持

つ
、
鶴
の
よ
う
な

も
の
だ
と
よ
く
言
わ
れ
る
が
、

こ
れ
を
徹
底
的
に
日
本
の
漢
字
の
た
め

の
辞
典
と
し
た
も
の
が
欲
し
い
の
で
あ
る
。
日
本
の
漢
字
の
使
い
方
を

知
る
た
め
に
は
、
中
国

で
の
漢
字

の
用
法
も
必
要
で
あ
る
の
だ
が
、
そ

れ
に
は
過
去

の
日
本
人

の
目
を
通
し
た
用
例
を
用
い
る
の
で
あ
る
。
上

に
挙
げ
た
よ
う
な
成
句
も
、
日
本
人
が
成
句
と
と
ら
え
た
も
の
を
取
り

上
げ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
も
の
を
編
む
際
、
詩
学
書
の
よ
う
な
も
の
も
、
そ
の
編
纂

の
た
め
の
材
料
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思

っ
て
い
る
。

詩
学
書
が
、
字
音
語
の
資
料
で
は
な
い
と
し

て
も
、
ま
た

「国
語
の

中
の
漢
語
」
で
は
な
い
と
し
て
も
、
日
本
人
が
漢
語
で
あ
る
と
認
識
し

た
も
の
と
し
て
、
詩
学
書
に
見
え
る
語
句
を
扱
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
明
治
期
に
翻
訳
語
を
作
り
出
す
際
に
、
漢
学
の
素
養
が
あ

っ

た
か
ら
漢
語
を
充
て
る
事
が
可
能
で
あ

っ
た
、
と
よ
く
い
わ
れ
る
。
〈素

養
と
し
て
の
漢
学
〉
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
の
か
、
と
い
う
こ

と
を
探
る
資
料
に
も
な
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
漢
学
と
い
う

と
、
普
通
は
経
学
で
あ
り
、
作
詩
は
そ
の
余
技
と
で
も
い
う
べ
き
も
の

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
余
技
と
は
い
え
多
く
の
漢
学
者
が
詩
作
も
し
て
い

る
。
そ
の
詩
作
の
た
め
の
参
考
書

で
あ
る
詩
学
書
を
見
て
ゆ
く
と
、
「漢

学
の
素
養
」
の

一
端
が
わ
か
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
近
世
の
漢
語
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
き
に
、
和
漢
混
清
の

文
を
見
る
だ
け
で
な
く
、
漢
文
を
も
見
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。
従
来
、
語
彙
史
の
資
料
と
し

て
来
た
も
の
は
、
近
世

期
に
限
ら
ず
、
漢
文
資
料
が
少
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
学
術
用
語
な

ど
で
は
漢
文
資
料
の
利
用
も
多
く
な

っ
て
来
て
い
る
が
、

一
般
的
な
語

彙
に
つ
い
て
は
ま
だ
十
分
で
あ
る
と
は
い
え
な

い
。

漢
文
資
料
を
漢
語
の
資
料
と
し
て
扱
う
に
は
、
中
田
祝
夫
氏

(
一
九

五
二
)
が
提
唱
し
、
柏
谷
嘉
弘
氏

(
一
九
八
七
な
ど
)
が
平
安
時
代
の

訓
点
本
に
つ
い
て
調
査
し
た
よ
う
に
、
音
読
符

の
付
い
た
も
の
を
拾
い

上
げ
る
、
と
い
う
作
業
を
、
江
戸
時
代
の
漢
詩
文
の
訓
点
に

つ
い
て
も

行
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
前
に
、
こ
う
し
た
詩
学
書
の
類
の
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漢
語
を
整
理
し
て
お
く
の
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
詩
を
作
ろ
う
と
す

る
人
は
こ
の
よ
う
な
詩
学
書

で
語
彙
を
豊
富
に
し
て
い
っ
た
わ
け
で
あ

ろ
う
か
ら
、
素
養
と
い
え
る
部
分
を
押
さ
え
る
た
め
に
こ
の
詩
学
書
の

語
彙
を
整
理
し
、
そ
の
後

に
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
の

豊
富
な
漢
文
資
料
に
立
ち
向
か
う
、
と

い
う
筋
道
を
考
え
る
の
で
あ

る
。ま

た
原
作
品
で
は
読
み
な
ど
が
不
明
の
も
の
も
あ
る
が
、
こ
う
し
た

詩
学
書
を
も
と
に
同
時
代
の
読
み
を
確
認
し
う
る
こ
と
が
あ
る
わ
け

で
、
ま
た
、
読
み
仮
名
、
訓
点
な
ど
で
、
単
な
る
漢
字
連
続
か
字
音
語

か
が
、
あ
る
程
度
判
断
可
能
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。

ま
た
、
読
み
仮
名

の
あ
る
詩
学
書
に
よ
れ
ば
、
漢
音
と
呉
音
の
使
用

状
況
に
つ
い
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
明
治
期
以
降
、
そ
れ
以
前
に
比

べ
て
漢
音
が
優
勢

に
な

っ
て
ゆ
く
と
い
わ
れ
る
が
、
江
戸
時
代
に
お
い

て
漢
詩
に
お
け
る
漢
語
の
読
み
方
は
ど
う
で
あ

っ
た
の
か
、
と
い
う
こ

と
を
調
べ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

語
学
資
料
と
し
て
の
詩
学
書
に
は
も
ち
ろ
ん
欠
点
も
あ
る
。
ま
ず
、

他
の
辞
書
類
と
同
様
、
文
脈
が
無
い
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
語
釈
が

記
し
て
あ
る
本
も
あ
る
の
は
他

の
多
く
の
辞
書
類
に
比
べ
て
強
み
で
は

あ
る
が
、
語
釈
と
い
っ
て
も
、
山
田
忠
雄
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
字
に

即
し
た
解
釈
で
あ
る
こ
と
が
多
い
し
、
あ
る
特
定
の
詩
題
で
の
用
い
方

を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
特
定
の
詩
題
で
の
用
い
方
を
示
し
て
い

る
の
に
文
脈
が
無
い
と
い
う
の
は
大
き
な
欠
点
で
あ
り
、
実
際
の
漢
詩

か
ら
用
例
を
探
す
こ
と
が
望
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

他
の
欠
点
と
し
て
、
採
録
さ
れ
て
い
る
の
が
詩
語
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
も
あ
る
。
詩
に
は
あ
ま
り
抽
象
的
な
こ
と
は
詠
ま
れ
が
た
い
こ
と

な
ど
も
あ
る
し
、
す
こ
し
偏

っ
た
用
語
集
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
を
補
う

に
は
、
『文
藻
行
涼
』
『文
語
砕
金
』
と
い

っ
た
文
語
集
な
ど
、
詩
学
書

の
周
辺
の
分
野
の
も
の
も
参
考
に
し
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、

『
文
語
砕
金
』
な
ど
に
な
る
と
、
熟
字
集
と
い
う
よ
り
も
、
文
例
集
の

よ
う
な
も
の
と
な

っ
て
い
る
の
で
、
や
や
扱
い
に
く
い
感
が
あ
る
O

さ
て
、
本
稿

で
は
詩
学
書
の
う
ち

で
最
も
流
布
し
た
と
思
わ
れ
る

『
詩
語
砕
金
』
を
見
る
こ
と
に
す
る
。
『詩
語
砕
金
』
は
、
安
永
五
年
、

延
岡
藩
主
内
藤
政
陽
の
序
を
有
し
、
序
な
ど
に
よ
れ
ば
政
陽
が
泉
要
士

徳
ら
に
編
纂
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
題
名
、
内
容
と
も
に
似

て
い
る

『
詩
語
砕
錦
』
(永
田
俊
平
、
明
和
四
年
序
)
よ
り
も
遅
れ
る
が
、
振
り

仮
名
が
施
し
て
あ
る
の
で
読
み
が
確
定
し
や
す
く
、
語
彙
資
料
と
し
て

は
扱

い
や
す
い
し
、
広
く
流
布
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
ち
ら

を
資
料
と
す
る
。

先
述
の
よ
う
に
、
訓
読
の
も
の
も

「漢
語
」
と
し
て
扱
い
た
い
の
で

あ
る
が
、
辞
典
類
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
の
も
の
と
比
較
す
る

こ
と
が
比
較
的
容
易
で
あ
る
字
音
語
を
中
心
と
し
た
調
査

に
な

っ
た
。

ま
た

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
項
目
と
し
て
見
え
る
も
の
の
調
査
が
中

心
と
な

っ
た
が
、
こ
れ
も
他
の
資
料
と
の
比
較
が
や
り
や
す
い
よ
う
に

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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ま
ず

『
詩
語
砕
金
』
の
項
目
の
中
か
ら
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
立

項
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
日
本
で
の
用
例
が
明
治
以
降
の
も
の
し
か
な

い
も
の
を
掲
げ
る
。

一
望

客
心

旭
日

苦
寒

坐
間

珠
杯

書
架

泉
流

登
高

墓
門

来
尋

冷
艶

陰
伏

官
道

群
童

苦
熱

残
礎

春
禽

新
墳

竃
姻

波
間

奔
雷

落
木

連
朝

屋
後

帰
期

軽
雲

香
餌

残
樽

春
昼

酔
態

双
燕

覇
図

麻
衣

乱
鴉

論
文

屋
背

帰
途

軽
姻

荒
草

紫
気

時
様

垂
釣

鐸
声

波
面

密
樹

離
歌

海
色

帰
藩

軽
胴

江
波

舟
人

小
雨

水
程

断
崖

悲
秋

野
禽

擁
下

海
棲

救
治

鶏
声

豪
遊

愁
容

蒸
気

青
鮭

朝
暉

病
客

幽
韻

柳
陰

夏
雲

急
濡

月
夜

国
手

酒
壺

松
菊

性
僻

鳥
語

氷
桂

友
情

林
影

佳
宴

暁
鴉

絃
月

湖
山

蛛
糸

小
亭

石
楊

天
壇

宝
厘

楊
花

隣
翁

こ
れ
は

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ

っ
て
示
し
た
の
で
あ

っ
て
、
こ

の
中
に
そ
れ
よ
り
も
古
い
用
例
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
語
は
あ
る
。

例
え
ば

「
泉
流
」
は

『延
慶
本
平
家
物
語
』

に
あ
る
し
、
「
舟
人
」
は

『太
平
記
』
に
音
読
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
日
本
漢

文
を
含
め
れ
ば
古
い
用
例
を
も

つ
語
が
多
く
あ
る
。
「苦
寒
」
「登
高
」

「籠
下
」
「垂
釣
」
な
ど
は
、
音
読
し
た
こ
と
が
確
か
な
も
の
と
し
て
明

治
以
降
の
も
の
を
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
熟
字
自
体
は
古

く
か
ら
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
「屋
後
」
「
籠
下
」
は
都
賀
庭
鐘

『萎
句
冊
』
、
「屋
背
」
「官
道
」
「帰
藩
」
「鳥
語
」
「病
客
」
「野
禽
」
は

『南
総
里
美
八
犬
伝
』、
「帰
途
」
は

『
近
世
説
美
少
年
録
』
に
見
え
る
。

他
に
も

「国
手
」
が
明
治
の
用
例
し
か
な
い
と

い
う
の
は
、
『
日
本
国
語

大
辞
典
』
の
日
本
漢
文
か
ら
の
用
例
の
乏
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
語

に
つ
い
て
漢
籍

で
の
使
用
状
況

を
見
る
と
、
『
日
本
国

語
大
辞
典
』
『大
漢
和
辞
典
』
『漢
語
大
詞
典
』
『
侃
文
韻
府
』
を
見

て
も
、

漢
籍
で
の
用
例
が
見

つ
か
ら
な
い
も
の
に

「友
情
」
が
あ
る
。
秋
部
の

【
秋
日
訪
友
人
村
亭
】
の
詩
題
の
も
と
に

「友
情
、

ユ
ウ
ジ
ヤ
ウ
、
ト

モ
ダ
チ
コ
・
ロ
イ
レ
」
と
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
語
は
、
『漢
語
大
詞

典
』
で
は
巴
金

「神
鬼
人
」
と
い
う
新
し
い
例
を
あ
げ
て
い
て

(「何
況

在
東
京
還
有
弥
椚
的
友
情
来
温
暖
我
的
心
!
」

と
い
う
の
は
日
本
で
の

使
用
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
)、
漢
籍

で
の
古
い
用
例
が
み
ら
れ
な

い
。他

の
多
く
の
項
目
が
漢
籍
で
の
用
例
を
持

つ
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、

こ
の

「友
情
」
も
和
製
漢
語
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
漢
籍

の
用
例
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
で
台
湾
の
中
央
研
究
院
の

「人
文
資
料
庫

師
生
版
」
を
検
索
し
て
み
る
と
、
『続
高
僧
伝
』
の

一
件

(巻
二
十

一
第

八
、
『大
正
新
修
大
蔵
経
』
五
十
巻
六

一
0
頁
)
が
見

つ
か
る
の
で
あ
る
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が
、
こ
れ
は

「布
衣
知
友
、
情
款
綱
押
」
で
あ
る
。
他
を
探
し
て
み
て

も
、
「朋
情
」
や
、
字
体
が
似
て
い
て
意
味
も
通
じ
る

「交
情
」
は
見
え

る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
平
灰
が
こ
と
な
り
、
「交
情
」
の
誤
写
な
ど
で

「友
情
」
が
生
じ
た
と
い
う
筋
道
は
考
え
が
た
い
。

日
本
で
の
用
例
と
し
て
は
、
佐
藤
亨

『幕
末

・
明
治
初
期
語
彙
の
研

究
』
に
よ
れ
ば
、
箕
作
院
甫

『玉
石
志
林
』
(安
政
二
年
以
降
)
に
見
え

る
と
い
う
。
電
子
ブ

ッ
ク

『
こ
と
わ
ざ
名
言
の
泉
』

(小
学
館

一
九
九

0
)
の

コ

日
見
ず
、
三
月

の
如
し
」
の
項
に
よ
れ
ば
、
高
杉
晋
作

の
、

桂
小
五
郎
宛
、
文
久
二
年
九
月
十
八
日
付
の
書
簡
に
見
え
る
と
い
う
。

ま
た
、
岡
鹿
門

『在
臆
話
記
』
第
三
集
巻
十

一
(『随
筆
百
花
苑
』
巻
二
、

七
四
頁
)
に
、
「其
友
情
、
至

レ
リ
尽
セ
リ
」
と
あ
り
、
文
久
元
年
十

一

月
十
四
日

の
記
事
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
明
治
四
十
年
以
降
の
筆
録
に
な

る
も
の
で
あ
る
。

「来
尋
」
と
い
う
語
も
、
辞
典
類

で
は
漢
籍
で
の
用
例
を
見
出
し
に

く
い
。
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
、
同
じ
項
目
と
し
て
い
る

「来
訊
」
な

ら

『
大
漢
和
辞
典
』
で
も
見
出
せ
る
の
で
あ
る
が
、
「尋
」
は
平
声
侵
韻
、

「訊
」
は
去
声
震
韻
で
異
な
る
音
で
あ
る
O
『
侃
文
韻
府
』
で
も
見
出
せ

な
い
が
、
杜
甫

「無
家
別
」
に
、
「帰
来
尋
旧
践
」
と
あ
る
。
し
か
し
こ

れ
は

「来
」
と

「尋
」
の
間
に
切
れ
目
が
有
り
、
熟
語
と
は
な

っ
て
い

な
い
。

し
か
し
宋
代
に
な
れ
ば
、
陸
游

「
登
賞
心
亭
」
に

「半
酔
来
尋
白
鷺

洲
」
と
あ
る
し
、
梅
尭
臣
の
詩
に
も
、
「來
尋
准
上
寺
」
(「施
景
仁
遽
詠

洒
州
普
照
王
寺
古
桧
」)
、
「來
尋
観
魚
皇
」
(「濠
梁
感
懐
」)
、
「偶
來
尋

隠
居
」
(「訪
石
子
澗
外
兄
林
亭
」)
、
「來
尋
谷

口
春
」
(「和
師
直
早
春
雪

後
五
墾
道
中
作
」
)、
「來
尋
鳥
爪
人
」
(「
送
播
士
方
建
昌
」)
と
見
え
る
。

ま
た
白
話
小
説
で
は

『清
平
山
堂
話
本
』
に
も

「我
來
尋
弥
」
な
ど
と

見
え
る
よ
う
で
あ
る
。

日
本
で
の
用
例
と
し
て
は
、
藤
井
竹
外

『竹
外
二
十
八
字
詩
』
後
編

巻
上
冒
頭
の

「永
源
寺
観
楓
三
首
」
第

一
首
に
も

「暮
鐘
引
客
此
来
尋
」

と
見
え
、
こ
れ
は

「
心

・
尋

・
深
」
と
侵
韻
で
押
韻
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
、

こ
の

「来
尋
」
が
辞
書
に
載
せ
ら
れ
な
い

の
は
不
思
議
で
あ
る
。

「佳
宴

・
残
礎

・
珠
杯

・
鐸
声

・
擁
下
」
も
、
辞
典
類
で
は
漢
籍
の

用
例
が
探
し
出
せ
な
い
。
「鐸
声
」
は
陸
游
の

「月
夕
」
に

「答
廻
送
鐸

声
」、
「農
起
」
に

「楊
上
鐸
声
悲
破
夢
」
と
見

え
る
。
「擁
下
」
は
、
陶

淵
明

「飲
酒
二
十
首
」
の

「採
菊
東
擁
下
」
で
は
、
辞
典
類
に
は
と
ら

れ
な
い
の
だ
ろ
う
が
、
梅
尭
臣

「和
江
隣
幾
有
菊
無
酒
」
の

「当
時
陶

淵
明
、
籠
下
望
亦
久
」
な
ど
に
よ
れ
ば
、
辞
典
類
に
採
録
し
て
も
よ
い

の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。
陸
游

の
詩
に
も
見

え
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
語
の

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
お
け
る
明
治
以
降

の
用
例
と
い
う
の
は
、
『花
柳
春
話
』
で
あ
る
も

の
が
多
い
の
だ
が

(屋

後

・
佳
宴

・
帰
途

・
暁
鴉

・
江
波

・
湖
山

・
舟
人

・
愁
容

・
時
様

・
双

燕

・
友
情

・
来
尋

・
柳
陰

・
連
朝
)
、
こ
れ
は

『
花
柳
春
話
』
が
漢
文
訓

読
的
な
漢
語
を
多
く
含
む
も
の
で
あ
る
と
い
う
米
川
明
彦
氏

(
一
九
八

五
)
の
指
摘
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

こ
れ
ら
の
語
が

『詩
語
砕
金
』
に

見
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
語
は
明
治

以
降
に
漢
籍
か
ら
取
り

一224「



入
れ
ら
れ

て
使
わ
れ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
江
戸
時
代
の
う
ち
に

漢
詩
の
世
界
で
は
使
わ
れ
て
い
た

(あ
る
い
は
使
う
こ
と
が
出
来
る
よ

う
に
な

っ
て
い
た
)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

次
に

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
お
い
て
、
日
本
で
の
用
例
の
な
い
も

の
を
あ
げ
る
。

雲
臥

郷
天

菜
畦

小
艇

水
雲

蝉
吟

短
籠

別
錘

編
巾

園
木

暁
色

山
閣

傷
悼

酔
舞

浅
水

昼
眠

別
酒

林
麓

花
鳩

玉
杖

山
窓

場
圃

垂
楊

浅
瀬

釣
鉤

芳
景

冷
雨

家
醍

金
液

山
風

紗
巾

盛
錘

霜
夜

荻
盧

野
菊

弄
瓦

旱
雲

吟
情

山
木

酒
屈

征
騎

祖
帳

道
衣

野
色

寒
空

景
勝

秋
懐

酒
味

済
勝

黛
眉

薄
雲

幽
泉

暁
光

戸
庭

秋
宵

醇
膠

清
賞

丹
砂

漫
声

落
帽

凝
脂

故
里

蒸
暑

新
陽

石
壇

短
艇

晩
照

涼
雨

「景
勝
」
「
別
酒
」
が
都
賀
庭
鐘

『英
草
紙
』
に
見
え
る
こ
と
な
ど
、
近

世
期
の
用
例
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
も
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
「寒
空
」
「山
風
」
な
ど
、
訓
読
す
れ
ば

そ
れ
に
対
応
す
る
和
語
が
有

っ
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
字
音
語
と
し

て
の
用
例

で
あ
る
か
ど
う
か
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
に
、
用
例
と
し

て
取
ら
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
語

の
漢
籍

で
の
用
例
は
、
『大
漢
和
辞
典
』
『漢
語
大
詞
典
』

で
お
お
む
ね
見
出
す

こ
と
が
出
来
た
。
「
爆
声
」

は
見
出
し
が
た
い
が
、

こ
れ
は
陸
游

「七
月
十
九
日
大
風
雨
雷
電
」
に

「尚
聴
飛
涛
濃
漫
声
」

と
あ
る
。

こ
れ
ら
の
他
に
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
、
日
本
で
の
用
例
に
近
世

の
漢
詩
文
を
掲
げ
る
も
の
も
み
ら
れ
た
O

客
衣

豪
華

科
頭

沙
汀

襖
事

山
鬼

山
渓
…
…

山
径

残
照

残
碑

村
隻

た
と
え
ば
、
「暁
光
」
が

『
和
漢
朗
詠
集
』

の
菅
原
道
真
の
詩
句
に
、

「暁
色
」

が
同
じ
く
源
順
の
詩
句
に
見
え
る
こ
と
な
ど
、
音
読
し
た
こ

と
が
た
し
か
な
も
の
の
み
を
用
例
と
し
て
い
る

『
日
本
国
語
大
辞
典
』

に
よ

っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
問
題
点
が
あ
る
の
は
、
先
程
と
同
様
で
あ

る
。
「釣
鉤
」
は

『
日
本
書
紀
』
巻
二
に
見
え
る
が
、
普
通

「
チ
」
と
訓

読
さ
れ
て

い
る
の
で
字
音
語
の
例
と
は
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た

と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
漢
文
脈
で
は
使
わ
れ
て
い
て

も
、
和
漢
混
清
文
な
ど
で
使
わ
れ
て
い
な
か

っ
た
だ
け
、
と
い
う
こ
と

の
よ
う
で
あ
る
。
先
に
掲
げ
た
よ
う
な
、
『詩
語
砕
金
』
に
見
え
て
い
て

近
世
ま
で
の
用
例
が
見
出
せ
て
い
な
い
語
彙
に

つ
い
て
も
、
こ
れ
ら
の

近
世
漢
詩
文
の
み
の
用
例
を
持

つ
語
彙
と
、
同
じ
よ
う
な
性
格
の
語
彙

で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
O



以
上
、

『詩
語
砕
金
』

に
お
け
る
項
目
語
を
見

て
来
た
が
、

も
ち
ろ

ん
、
こ
れ
ら
の
他
に
も
多
く
の
語
が
あ
る
。
各
時
代
を
通
じ
て
盛
ん
に

使
わ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
立
項
さ
れ
な

い
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。
本
来
は
そ
の
よ
う
な
も

の
も
含
め
た
全

て

を
、
『詩
語
砕
金
』

の
漢
語
、
と
し
て
論
ず
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
が
、

こ
こ
で
は
、
時
代
的
に
見
て
、
そ
れ
以
前
に
あ
ま
り
使
わ
れ
て
い
な
い

よ
う
に
見

え
る
も
の
に
つ
い
て
の
み
取
り
上
げ
た
。

お
わ
り
に

中
野
先
生
の

「蔵
書
目
そ
の
八

詩
学
書
」
で
、
詩
学
書

の
存
在
を

知
り
、
こ
れ
を
語
彙
史
の
資
料
、
と
く
に
漢
語
史
の
資
料
と
し
て
使
い

た
い
と
思

い
、
集
め
る
よ
う
に
し
て
き
た
が
、
こ
れ
を
実
際
に
語
彙
史

の
資
料
と
し
て
扱
う
の
は
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
は
、

個
々
の
詩
学
書
の
索
引
の
よ
う
な
も
の
を
作

っ
て
い
き
、
総
合
索
引
を

め
ざ
し
て
ゆ
け
ば
、
語
彙
史
研
究
の
資
料
に
な
る
だ
ろ
う
と
思

っ
て
い

る
。詩

学
書
と
い
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
波
多
野
太
郎
氏

(
一
九
八

0
)
に
収
め
ら
れ
て
い
る
山
本
北
山
の

『
詩
用
虚
字
』
や
、
そ
れ
を
大

き
く
増
補

し
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
澤
熊
山
の
『詩
語
群
玉
』
は
、

中
国
の
詩

の
用
例
を
あ
げ
て
俗
語
的
な
語
ま
で
も
採
録
し
て
い
る
。
ま

た
、
明
治
期
の
詩
学
書
に
な
る
と
、
新
し
い
事
物
を
読
み
込
も
う
と
し

て
新
漢
語

の
よ
う
な
も
の
も
採
録
し
て
い
る
。
明
治
期
に
盛
ん
に
出
さ

れ
る
漢
語
辞
書
の
類
と
の
相
互
の
影
響
関
係
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
い

し
、
作
文
用
語
集

へ
の
影
響
も
あ
り
そ
う
で
あ

る
。
こ
う
し
た
こ
と
を

考
え

つ
つ
、
詩
学
書
を
見
て
ゆ
き
た
い
と
思

っ
て
い
る
。

松
井
利
彦
氏

(
一
九
九
0
)

一
八
五
頁
な
ど
参
照

『
楓
文
韻
府
』
は
、
漢
和
辞
典
類

に
比

べ
る
と
項
目
と
な
る
規
準
が
ゆ
る

い
よ
う
で
、
た
と
え
ば
冒
頭

の

「
東
」
の
と

こ
ろ
を
み

て
も
、
「
渤
海

の

東
」

と
い

っ
た
よ
う
な
も

の
ま

で
み
ら
れ

る
。

こ
れ

は
詩
作

の
た
め

の

用
例
集
と

い

っ
た
性
格
か
ら
来
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
『
餅
字
類
編
』
で
は

ま
た
違

っ
て
く

る
。

た
だ

し
、
訓
読

に
と
ら
わ
れ
な

い
こ
と
も
必
要

で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば

岡
崎

元
軌

『
日
本
詩
礎
』

な
ど

に
お

い
て
、

「
最
高
峰
」

と

い
う
語
は

「
最
も
高
き
峰
」
と
訓
読
す

る
よ
う
な
返
り
点
が
み
ら
れ
る
が
、
現
在

で
は
音
読

さ
れ

る
字
音
語
と
な

っ
て
い
る

(『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
は

音
読

の
用
例
と
し

て
徳
富
藍
花

「
思

い
出

の
記
」
を
掲
げ

る
)
。
こ
う
し

た
も

の
が
音
読

さ
れ
る

よ
う

に
な
る

の
が
時
代
的
な
も

の
な

の
か
文
体

に
よ
る
も

の
な

の
か

は
考
え
ね
ば
な
ら
な

い
が
、
字
音
語

の
源
流
と
し

て
こ
の
よ
う
な
成
句
が
あ
る

こ
と
は
指
摘
し

て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
こ

と
で
あ

る
。
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ェ
ブ
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後
も
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友
情
」
を
探
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憲
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に
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醒
後
初
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友
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た
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友
の

情
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で
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表
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で
あ
る
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稿
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五
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国
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史
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六
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発
表
の

一
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い
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。
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い
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見
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方
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謝
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上
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ま
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検
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の
作
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れ
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ル
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検
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し
た
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検
索
に

つ
い
て
は
、
情
報
処
理
語
学
文
学
研
究
会
の
テ
キ
ス
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デ
ー

タ
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た
他
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藤
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裕
氏
の
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力
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得
た
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感
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上
げ
ま
す
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