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蘇
軾

の
婉
約
詞

に

つ
い
て

北
宋
の
詞
風
と
の
関
連
か
ら

正

木

佐

枝

子

は
じ
め
に

唐

代
に
始
ま
る
詞
の
趣
き
は
、
北
宋

の
蘇
軾
に
至
る
ま
で
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
か
。
そ
れ
を
代
表
的
な
詞
人
及
び
詞
集
で

確
か
め
る
な
ら
、
例
え
ば
、
晩
唐
の
温
庭
　均
、
そ
の
温
詞
を
巻
頭
に
掲
げ
る
五
代
蜀
の
詞
集

『
花
間
集
』
、
北
宋
で
は
曇
殊

・
曇
幾
道
、

欧
陽
修
、
柳
永
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
概
ね
婉
約
的
で
あ

つ
た
と
い
え
る
。

一
例
と
し
て
、
欧
陽
修

の
蝶
恋
花

(庭
院
深
深
深

幾
許
…
…
)
を
思
い
起
こ
し
て
み
よ
う
。
閉
ざ
さ
れ
た
奥
深
い
庭

の
内
で
、
佳
人
が
来
ぬ
あ
の
人
を
想

い
、
過
ぎ
ゆ

く
春
を
留
め
る
こ

と
が

で
き
な
い
と
詠
わ
れ
る
。
と

こ
ろ
で
、
こ
の
蝶
恋
花
の
作
者
は
馮
延
巳
で
あ
る
と
も

い
わ
れ
て
い
る
。
宋
詞

に
互
見
詞
が
多
い
こ

と
は
、
唐
圭
璋
が
考
証
し
た
だ
け
で
も
延
べ
五
百
首
を
軽
く
越
え
る
ほ
ど
で
あ
る
が
、
問
題
な
の
は
、
詞
風
だ
け

で
は
誰
の
作
と
も
俄

か
に
は
判
断

で
き
な
い
ほ
ど
碗
約
の
詞
風
が
似
通

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
う
婉
約
詞
と
は
、
花
、
柳
な
ど
の
美
し
い
風
景

に
、
鰍
　
、
管
絃
な
ど
の
小
物
を
あ
し
ら
い
、
そ
し
て
男
女
の
情

や
惜
春
の
愁

い
な
ど
の
情
を
連
綿
と
綴

っ
た
も

の
で
あ
る
。
北
宋

で

は
、
詞
と
い
え
ば
多
く
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
。

と

こ
ろ
が
、
蘇
軾

(字
子
謄
、
東
披
居
士
、

一
0
三
六
～

一
一
0

一
年
)
に
至

っ
て
、
従
来
の
詞
風
の
詞
の
他

に
新
た
な
趣
き
の
詞

が
作

ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
蘇
軾
は
、
張
先
に
始
ま
る
と
さ
れ
る
、
詞
に
小
題
を

つ
け
る
手
法
を
大
い
に
活
用
し
、
次
韻
詞
を
作
り
、

従
来

な
ら
ば
詩
に
詠
ま
れ
た
題
材
、
例
え
ば
農
村
の
日
常
や
、
茶
を
飲
む
さ
ま
や
、
さ
ら
に
は
人
生
の
感
慨
等
を
詞

に
詠
み
込
ん
だ
。

従
来
蘇
軾
が

「詩
を
以
て
詞
を
作
る
」
と
い
わ
れ
た
り
、
豪
放
詞
の
開
祖
と

い
わ
れ
る
の
は
専
ら
こ
の
た
め
で
あ

る
。
豪
放
詞
の
代
表
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中
国
文
学
論
集

第
二
十
三
号

と
し

て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
蘇
軾

の
有
名
な
念
奴
嬌

(
大
江
東
去
…
…
)
が
、
欧
陽
修
の
蝶
恋
花
な
ど
と
は
全
く
趣
き
を
異
に
す
る

の
は

い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
文
学
史
上
で
は
、
蘇
軾
が
従
来
の
も
の
と
は
趣
き
の
違
う
詞
を
作

っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
従

来
の
研
究
で
は
、

こ
の
点
に
着
目
し
て
論
じ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど

で
あ

っ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
蘇
軾
は
念
奴
嬌
の
よ
う
な
詞
を
作
り
、

「自
ら
是
れ

一
家

」
な
る
こ
と
に
得
意
然
と
し
て
い
る
節
が
あ
る
.、
蘇
軾
が
詞
に
な
に
が
し
か
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
は
確
か

で
あ
る
か
ら
、
こ

れ
は
当
然
注
目
す
べ
き

こ
と
で
あ
る
。

と

こ
ろ
が
、
こ
の
文
学
史
的
常
識
に
対
し
て
、
近
人

・
呉
世
昌
は
疑
問
を
提
起
し
た
。
呉
説
を
要
約
し
よ
う
。
す
な
わ
ち

「蘇
軾
詞

の
う
ち
豪
放
詞
と
呼
べ
る
も
の
は
わ
ず
か
七
、
八
首
し
か
な

い
。
北
宋
に
多
少
の
豪
放
詞
は
存
在
し
た
け
れ
ど
も
、

も
と
も
と
詞
の
流

派
は
な
か
っ
た
、
つ
ま
り
全
部
が

『
花
間
集
』
に
代
表
さ
れ
る
詞
風
だ

っ
た
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ

っ
て
、
蘇
軾
を
領
袖
と
す
る
豪
放

派
は
存
在
し
な
か
っ
た
。」

こ
の
説
は
中
国
で
十
年
近
い
論
争
を
惹
起
し
た
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
呉
説
に
反
論
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ

ら
を
集
約
す
る
と
、
す
な
わ
ち

「
呉
の
豪
放
詞
の
定
義
は
厳
し
す
ぎ
る
し
、
た
と
え
数
首
で
あ

っ
て
も
後
世
に
影
響
を
与
え
た
点

で
蘇
軾

の
豪
放
詞
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
呉
説
は
賛
同
者
が
ほ
と
ん
ど
い
な

い
け
れ
ど
も
、
提

起
そ
の
も
の
は
価
値
あ
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
筆
者
も
ま
た
呉
説
に
啓
発
さ
れ
た
者

の

一
人
で
あ
る
。

そ

こ
で
以
下
に
、
先
ず
小
稿

で
い
う
碗
約

・
豪
放

の
定
義
に
つ
い
て
確
認
し
、
次
に
小
稿

の
目
的
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
先
ず
碗

約
詞

の
定
義
に
つ
い
て
は
、
冒
頭
で
説
明
し
た
よ
う
に
、
様

々
な
小
物
を
あ
し
ら
い
な
が
ら
情
を
連
綿
と
述

べ
た
も

の
で
あ
る
。
豪
放

詞
の
定
義
は
人
に
よ

っ
て
若
干
変
わ
る
..
筆
者
は
、
後
掲
す
る
蘇
軾

の
書
簡
や
宋
代
の
随
筆
か
ら
、
蘇
軾
が
他
の
詞
人
と
詞
風
が
違
う

こ
と
を
強
く
意
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
詞
、
す
な
わ
ち
念
奴
嬌
や
江
城
子

・
密
州
出
猟
な
ど
の
よ
う
な
力
強
い
詞
風
を
も

っ
た
も
の

を
豪
放
詞
と
定
義
す
る
..
ま
た
、
詩
の
よ
う
な
題
材
で
人
生
の
感
慨
を
詠
ん
だ
も
の
、
し
か
し
同
時
に
表
現
が
切
々
と
し
て
情
に
訴
え

る
も

の
は
、

「
詩
を
以
て
詞
を
作
る
」
詞
と
し
て
、
婉
約

・
豪
放
の
い
ず
れ
の
要
素
も
兼
ね
備
え
る
と
考
え
る
。
こ
の
定
義
を
用
い
て

今
蘇
軾
詞
三
百
余
首
を
分
類
す
る
と
、
碗
約
詞
、

「詩
を
以
て
詞
を
作
る
」
詞
が
各
々
約
半
数
、
豪
放
詞
が
数
首
と
な
る
。

筆
者
の
分
類
は
も
と
よ
り
目
安

で
し
か
な
い
が
、
そ
れ
で
も
碗
約
詞
が
無
視
で
き
な
い
多
数

で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

こ
れ
ま
で

は
、
蘇
軾
の
婉
約
詞
は
そ
の
数
の
多
さ
に
も
係
ら
ず
、
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
仮
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
に
し
て
も
、

一60一



蘇
軾

が
如
何
に
従
来
の
詞
に
変
革
を
加
え
た
か
と
言
う
点
が
論
じ
ら
れ
る
ば
か
り
で
あ

っ
た
.)
し
か
し
、
編
年
と
な

っ
て
い
る
蘇
軾
詞

を
端

か
ら
順
に
読
め
ば
、
従
来

の
詞
か
ら
変
化
し

つ
つ
あ
る
詞
を
作
る
と
同
時
に
、
蘇
軾
が
従
来
と
全
く
同
じ
傾
向

の
詞
を
作

っ
て
い

る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
小
稿
で
は
、
蘇
軾
が
な
ぜ

こ
の
よ
う
に
多
く
の
碗
約
詞
を
、
詞
作
し
て
い
た
時
期
全
般
に
亘

っ
て
作

っ
た
の
か
、

そ
の
原
因
に
つ
い
て
探

っ
て
み
よ
う
と
思
う
。

そ
れ
は
同
時
に
、
北
宋
詞
の
本
質
を
詞
風
面
か
ら
確
認
し
、
北
宋
の
詞
風
が
蘇
軾
に
与

え
た
影
響
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
う
..

蘇
軾
は

一
体
ど
の
よ
う
な
詞
観
を
持
ち
、
宋
人
は
果
た
し
て
蘇
軾
詞
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
先
ず
前
者
に

つ
い
て
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
蘇
軾
の
書
簡
等
を
振
り
返

っ
て
お

こ
う
。

①
近
ご
ろ
却

っ
て
頗
る
小
詞
を
作
る
。
柳
七
郎

(
永
)
の
風
味
無
し
と
錐
も
、
亦
自
ら
是
れ

一
家
な
り
。
呵
呵
。
敷
日
前
、
郊
外

に
強
し
、
獲
る
所
頗
る
多
し
。
作
り
て

一
関
を
得
た
り
。
東
州
の
肚
士
を
し
て
掌
を
抵
ち
足
を
頓
な
ら
し
て
之
を
歌
ひ
、
笛
を

吹
き
鼓
を
撃
ち
て
以
て
節
を
爲
さ
し
め
ば
、
頗
る
牡
観
な
り
0
寓
呈
し
て
笑
を
取
ら
む
。

(
「
與
鮮
干
子
駿
三
首
以
下
倶
密
州
其

二
」
巻
五
三
)

②
又
新
詞
を
恵
ま
る
。
句
句
警
抜
。
詩
人
の
雄
あ
り
。
小
詞
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

(
「與
陳
季
常
十
六
首
以
下
倶
黄
州
其
十
三
」
巻
五
三
)

③
新
詞
を
頒
示
せ
ら
る
。
此
れ
古
人
の
長
短
句
の
詩
な
り
。
之
を
得
て
驚
き
喜
ぶ
。
試
み
に
之
に
縫
が
む
と
勉
む
。
晩
く
な
れ
ば

帥
ち
面
呈
せ
む
。

(
「與
察
景
繁
十
四
首
以
下
倶
黄
州
其
四
」
巻
五
五
)

④
微
詞
は
宛
韓
と
し
て
、
蓋
し
詩

の
商
な
り
。

(
「
祭
張
子
野
文
」
巻
六
三
)

⑤
張
子
野

(先
)
の
詩
筆
は
老
妙
な
り
。
歌
詞
は
乃
ち
其
の
鯨
技
な
る
の
み
。

(
「題
張
子
野
詩
集
後
」
巻
六
八
)

①

の
書
簡
は
密
州

で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
作

っ
た
詞
は
江
城
子

・
密
州
出
猟

で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
男
女
の
情
を
詠

ん
で

「
凡
そ
井
水
の
飲
む
盧
有
れ
ば
、
即
ち
能
く
柳
詞
を
歌
ふ
」
(葉
夢
得

『
避
暑
録
話
』
巻
下
)
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
流
行
し
た
柳
永
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中
国
文
学
論
集

第
二
十
三
号

詞
に
比
べ
て
、
蘇
軾
は
自
分
に
は
格
別
な
風
格
が
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
詞
を
東
州

(密
州
)
の
偉
丈
夫
に
歌
わ
せ
、
笛
や
鼓
で

節
を
と
ら
せ
た
の
が
壮
観
で
あ

っ
た
と

い
う
。
こ
の
江
城
子
も
豪
放
詞
の
範
疇
に
属
す
る
と

い
え
る
が
、
蘇
軾
は
そ
れ
を
作
る
こ
と
に

自
負

の
念
を
抱

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
官
職
に
は
あ
ま
り
恵
ま
れ
ず
詩
よ
り
も
詞
で
有
名
な
柳
永
と
は
違

っ
て
、
蘇
軾
は
宋
代
を
代
表

す
る
文
人
官
僚

で
あ
り
、
従

っ
て
士
大
夫

の
必
須
教
養

で
あ
る
詩
に
重
き
を
置

い
た
。
②
～
⑤

の
書
簡
等
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
詞

は
詩

の
末
喬
で
あ
り
、

「小
」
詞
で
あ
り
、
余
技
に
作
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
詞
に
詩
の
趣
き
が
あ

っ
て
こ
そ
意
に
適
う
も
の
と

な
る
の
で
あ
る
。
蘇
軾
は
、
三
十
七
才
の
杭
州
通
判
で
あ

つ
た
時
か
ら
や

っ
と
詞
作
を
始
め
た

こ
と
が
知
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
の
三
～

六
年
後
の
密
州
滞
在
時
期
に
早
く
も
自
己
の
詞
風
に
つ
い
て
の
見
識
を
持

つ
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

次

に
宋
人
の
蘇
軾
詞
に
関
す
る
評
語
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

*
子
謄
は
詩
を
以
て
詞
を
爲
る
、
教
坊
の
雷
大
使
の
舞
ひ
の
如
く
、
天
下
の
工
を
極
む
と
錐
も
、
要
は
本
色
に
非
ず
。

(陳
師
道

『
後
山
詩
話
』
)

*
世
語

っ
て
云
ふ
…
・:
蘇
子
謄
の
詞
は
詩
の
如
し
と
。

(陳
師
道

『
後
山
詩
話
』
)

*
李
易
安

(清
照
)
云
ふ
…
…
曇
元
献

(殊
)、
歓
陽
永
叔

(脩
)、
蘇
子
謄

(軾
)
に
至
り
て
は
、
學
は
天
人

に
際
り
、
小
歌
詞

を
作
爲
す
る
は
、
藤

欧
芽

水
を
大
海
よ
り
酌
む
が
如
し
・
然
れ
ど
も
皆
句
讃
審

い
の
詩
な
る
の
み
・

(胡
仔

『
菖
渓
漁
隠
叢
話
後
集
』
巻
三
三
)

*
東
披
玉
堂
に
在
り
し
と
き
、
幕
士
の
善
く
謳
ふ
あ
り
。
因
り
て
問
ふ
。
我
が
詞
は
柳
詞
に
比
べ
て
何
如
と
。
封

へ
て
日
く
、
柳

郎
中

(
永
)
の
詞
は
、
只
だ
好
く
十
七
八
の
女
骸
兜
の
紅
牙
を
執
り
て
板
を
拍
ち
て

「楊
柳
の
外
に
曉

の
風
、
磯
ん
の
月
」
を

唱
ふ
の
み
.、
學
士

の
詞
は
須
く
關
西
の
大
漢
の
鐵
板
を
執
り
て

「
大
江
東
に
去
る

一
を
唱
ふ
べ
し
と
。
公
こ
れ
が
爲
に
絶
倒
す
。

(愈
文
豹

『
吹
創
續
録
』
)

以
上

の
評
語
か
ら
、
蘇
軾
の
詞
は
詩
の
よ
う
だ
と
し
き
り
に
い
わ
れ
る
の
が
分
か
る
。
前
述
の
念
奴
嬌
を
例
え
る
の
に
、
関
西
の
大
男

が
鉄
板
を
執

っ
て
唱
う
の
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
蘇
軾
自
身

の
詞
観
と
軌
を

一
に
す
る
表
現
で
あ
り
、
蘇
軾
詞
の
、
他
の

詞
と

は
趣
き
の
違
う
点
を
よ
く
評
し
得
た
も
の
と
い
え
る
。

で
は
、
宋
人
は
蘇
軾

の
こ
の
よ
う
な
詞
し
か
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
否
で
あ
る
。
宋
代
の
随
筆
に
於

い
て
言
及
さ
れ
た
蘇
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軾
詞
を
調
査
し
て
み
る
と
以
下
の
表

の
よ
う
な
結
果
と
な
り
、
明
ら
か
に
碗
約
と
思
わ
れ
る
詞

(☆
印
)
が
約
三
分

の

=
乞
占
め
る
こ

と
が
分
か
る
。

(な
お
、
念
奴
嬌
の
み
豪
放
詞
、
残
り
は

「詩
を
以
て
詞
を
作
る
」
詞
と
思
わ
れ
る
..)

念
奴
嬌

水
調
歌
頭

水
調
歌
頭

☆
洞
仙
歌

漏
江
紅

洗
渓
沙

西
江
月

虞
美
人

☆
涜
渓
沙

(
大

江

東

去

…

…

)

(
明

月

幾

時

有

…

)

(
落

日
繍

簾

捲

…

-

)

(
泳

肌

玉

骨

…

…

)

(
東

武

南

城

…

…

)

(
西

塞

人
邊

白

鷺

飛

:

:
)

(
世

事

一
場

大

夢

…

…

)

(
波

聲

拍

枕

長

准

曉

-

-
)

(
輕

汗

微

微

透

碧

…

…

)

12
条

10
条

8
条

6
条

4
条

4
条

3
条

3
条

3
条

☆
西
江
月

卜
算
子

☆
賀
新
郎

☆
水
龍
吟

永
遇
樂

水
龍
吟

☆
定
風
波

戚
氏

(
玉

骨

那
愁

璋

霧

…

…

)

(
訣

月

桂

疏

桐

…

)

(
乳

燕

棲

華

屋

…

:

)

(
似

花

還

似

非

花

…

…

)

(
明

月

如

霜

…

…

)

(
楚

山

修

竹

如

雲

…

…

)

(
常

羨

人

間

琢

玉

郎

-

:
)

(
玉

鶉

山

…

…

)

11
条

8
条

7
条

5
条

4
条

3
条

3
条

3
条

こ
こ
で
は
そ
の

一
例
と
し
て
、
念
奴
嬌
に
次
い
で
世
上
に
知
ら
れ
た
西
江
月
に
つ
い
て
見
て
み
る
。

西
江
月

玉
骨
那
愁
潭
霧
。

玉
骨

那
ぞ
庫
霧
を
愁
ふ

泳
姿
自
有
仙
風
。

泳
姿

自
ら
仙
風
有
り

海
仙
時
遣
探
芳
叢
。
海
仙
を
し
て
時
に
芳
叢
を
探
さ
し
む
れ
ば

倒
桂
緑
毛
イ
ハ鳳
。

倒
桂

緑
毛

ノム
鳳
あ
り
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素
面
常
嫌
粉
椀
。

素
面
は
常
に
粉
椀
を
嫌
ふ

洗
牧
不
槌
唇
紅
。

牧
を
洗
ふ
も
唇
の
紅
を
槌
せ
ず

高
情
已
逐
曉
雲
空
。
高
情
は
已
に
逐
ふ
曉
雲
の
空

不
與
梨
花
同
夢
。

梨
花
と
同
に
は
夢
み
ず

蘇

軾

の
婉
約

詞

に

つ

い
て

(
正
木

)
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こ
の
詞
は
梅
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
美
人
を
思
わ
せ
る
の
は
、
詞
の
常
套
手
段
と
い
え
る
。
ム
鳳
は
南
方
の
珍
禽

で

名
を
倒
掛
子
と
い
い
、
緑
毛
で
あ
る
。
詞
の
内
容
を
以
下
に
説
明
す
る
、.

「
故
郷
蜀
に
よ
く
見
ら
れ
る
海
仙
花

(
錦
帯
花
)
の
よ
う
な

自
分
が
梅

の
咲
く
芳
叢
を
探
す
と
、
去
鳳
が
い
る
。

そ
の
芳
叢

の
中
で
、

こ
の
梅
は
南
方
の
湿
熱
の
気
を
嫌
い
、
自
ら
気
品
あ
る
姿
を

し
て
い
る
。
そ
の
姿
は
、
美
人
が
化
粧
を
嫌
う
よ
う
で
、
素
顔
が
美
し

い
た
め
化
粧
を
落
し
て
も
唇

の
紅
は
槌
せ
な

い
よ
う
だ
。

こ
の

梅
の
高
ら
か
な
心
持
ち
は
朝
焼
け
の
空
を
逐
う
よ
う
で
、
白

い
雲
の
よ
う
な
梨
花
と
は
違
う
」
と

い
う
も
の
で
あ
る
、.
こ
の
詞

で
は
そ

の
気
品
あ
る
さ
ま
が
美
し
く
描
か
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
蘇
軾
詞
も
、
念
奴
嬌
が
知
ら
れ
る

一
方
で
、
人

口
に
檜
災
し

て
い
た
の
で
あ
る
、、

こ
の
詞
に
自
注
は
な
い
が
、

『
冷
斎
夜
話
』
に
妾
朝
雲
が
死
去
し
、
そ
れ
を
弔
う
た
め
に
詩
と
こ
の
詞
を
作

っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
()

こ
の
詞
か
ら
豪
放
詞
を
作
る
の
に
得
意
然
と
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
蘇
軾

の
別
の

一
面
が
偲
ば
れ
る
。

要
す
る
に
、
蘇
軾
は
詞
に
詩
の
趣
き
が
あ
る
も
の
を
好
み
、
宋
人
も
そ
れ
を
よ
く
言

い
表
し
た
、、
し
か
し
そ
の

一
方
で
、
蘇
軾
は
西

江
月

の
よ
う
な
碗
約
の
佳
詞
を
確
か
に
製
作
し
て
い
た
.、
宋
人
は
こ
の
よ
う
な
蘇
軾
詞
の
全
体
像
を
知
り
な
が
ら
、

他
の
詞
人
と
は
明

ら
か
に
異
な
り
、
特
筆
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
蘇
軾

の
豪
放
詞
及
び

「
詩
を
以
て
詞
を
作
る
」
詞
に
つ
い
て
の
評
語

を
多
く
書
い
て
い

た
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
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で
は
、
独
自

の
好
み
を
持
ち
、
自
ら
の
詞
風
に
自
負
心
を
持

つ
蘇
軾
が
、

一
体
な
ぜ
、
他
の
詞
人
と
大
差
の
な
い
詞
を
作

っ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
蘇
軾
詞
の
小
題
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
蘇
軾
詞
の
約
三
分

の

一
に
は
小
題
が
あ
り
、
各
詞

が
ど
の
よ
う
な
場

面
で
作
ら
れ
た
か
等
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
気
づ
く
の
は
、
蘇
軾
が
し
ば
し
ば
人
に
求
め
ら
れ
て
詞
を
作

っ
て
い
る
こ
と

で

あ
る
。
先
ず
、
求
め
ら
れ
て
す
ぐ
さ
ま
作

っ
た
と
思
わ
れ
る
詞
の
小
題
を
数
例
挙
げ
る
。

蝶
懸
花

微
し
く
雪
ふ
る
、
客
に
善
く
笛
を
吹
き
鼓
を
撃

つ
者
有
り
、
方
に
酔
は
む
と
す
る
中
、
有
る
人
の
苦
寒
を
送
る
詩
に
和

す
る
を
求
む
、
遂
に
此
を
以
て
之
に
答
ふ
,

江
城
子

陳
直
方
が
妾
替
、
銭
塘
の
人
な
り
。
新
詞
を
求
む
れ
ば
、
爲
に
此
を
作
る
。
…



さ
ら
に
は
代
作
と
い
う
形
を
採
る
こ
と
も
あ
る
。

菩
薩
蟹

西
湖
の
席
上
に
て
諸
妓
に
代
わ
り
て
陳
述
古
を
送
る
,

こ
の
菩
薩
蛮
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
即
興
の
詞
は
、
席
上
す
な
わ
ち
宴
席
と
関
係
が
深

い
と
思
わ
れ
る
..

涜
漢
沙

席
上
に
て
楚
守
田
待
問
の
小
髪
に
贈
る
、.

西
江
月

杭
州
の
交
代
に
て
林
子
中

の
席
上
に
て
作
る
。

最
後

に
挙
げ
た
西
江
月
は
、
地
方
官
の
引
き
継
ぎ
の
宴
席
と
い
う
、
い
わ
ば
公
的
な
席
上
の
作
で
あ
る
た
め
と
思
わ
れ
る
が
、

「
詩
を

以
て
詞
を
作
る
」
詞
と
は
い
え
、
豪
放
的
要
素
が
強

い
、、
し
か
し
こ
れ
は
却

っ
て
稀
な
も
の
で
あ

つ
て
、
以
上
挙
げ

た
も
の
は
碗
約
詞

又
は
碗
約
的
要
素

の
強
い

「詩
を
以
て
詞
を
作
る
一
詞
と
い
え
る
、
そ
し
て
作
詞
の
場
を
明
示
し
て
い
な
い
も
の
も
、
そ
の
他
の
詞
の

状
況

及
び
詞
風
の
類
似
か
ら
宴
席
で
作
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
、.

そ
も
そ
も
文
人

の
間
で
詞
を
鑑
賞
す
る
場
合
は
、
宴
席
で
唱
わ
れ
楽
し
み
と
さ
れ
る
の
が
常

で
あ

っ
た
..
そ
の
証
生
は
、
蘇
軾
の
詩

集
を
播
け
ば
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
蘇
軾
の
頃
か
ら
書
簡
に
添
え
て
詞
を
贈
答
し
、
音
楽
と
は
切
り
離
し
て
鑑
賞
す
る
よ
う
に
な

っ
た
こ

と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
が

(後
述
)、
詞
が
宴
席
か
ら
全
く
姿
を
消
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
宴
席
に
は
妓

女
が
侍
り
、
席
上

の
人
や
妓
女
に
求
め
ら
れ
て
詞
を
作
り
、
そ
れ
を
歌
妓
に
唱
わ
せ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
性
格
か
ら
、
詞
は
腕
約
的
な

も
の
が
好
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
蘇
軾
は
そ
の
よ
う
な
宴
席
の
性
格
を
心
得
て
い
て
、
求
め
ら
れ
れ
ば
そ

の
場
に
合

っ
た
碗

約
詞

を
当
然
の
こ
と
と
し
て
作

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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で
は
、
こ
れ
ら
の
よ
う
な
即
興
、
す
な
わ
ち
そ
の
場
を
楽
し
む
小
道
具
と
し
て
の
詞
で
は
な
く
、
書
簡
で
贈
答
す

る
な
ど
の
、
詞
作

の
技

量
を
追
求
し
、
詞
の
鑑
賞
そ
の
も
の
を
最
終
目
的
と
す
る
場
合

に
は
、
蘇
軾
は
ど
の
よ
う
に
詞
作
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

蘇
軾

に
は
章
盗
二

字
質
夫
〉
の
水
龍
吟

に
次
韻
し
た
詞
が
あ
る
、.
こ
の
有
名
な
詞
を
次
に
掲
げ
る
..

水
龍
吟

次
韻
章
質
夫
楊
花
詞

蘇
軾

蘇

軾

の
婉
約

詞

に

つ

い
て

(
正
木

)
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似
花
還
似
非
花
。

也
無
人
惜
從
教
墜
。

拗
家
跨
路
。

田
心
旦里
畑御
日疋
c

無
情
有
思
。

榮
損
柔
腸
。

困
酎
嬌
眼
。

欲
開
還
閉
。

夢
随
風
萬
里
。

尋
郎
去
庭
。

又
還
被
。

鶯
呼
起
。

不
恨
此
花
飛
盤
。

恨
西
園
落
紅
難
綴
。

曉
來
雨
過
、

遺
躍
何
在
。

一
池
薄
砕
。

春
色
三
分
。

二
分
塵
土
。

一
分
流
水
。

細
看
來
。

花
に
似
て
還
た
花
に
非
ざ
る
が
似
く

ま
た
人
の
惜
し
む
な
く
墜
ち
し
む
る
に
從
す

家
を
鋤

て
て
路
に
傍

ひ

思
量
す
る
に
都
て
是
れ

情
な
ぎ
も
の
に
思
ひ
あ
り

柔
腸
を
榮
損
し

困
み
酎

て
し
嬌
眼
は

開
か
む
と
欲
し
て
還
た
閉
じ
た
り

夢
は
風
に
随
ひ
て
萬
里
の
か
な
た

郎
の
去
り
し
庭
を
尋
ぬ
る
に

又
た
還
た
も

鶯
の
被
め
に
呼
び
起

こ
さ
れ
ぬ

此
の
花
の
飛
び
書
く
す
を
恨
ま
ず

西
園
の

落
紅
の
綴
り
難
き
を
恨
む

曉
來

雨
過
ぐ

遺
縦
は
何
こ
に
在
り
や

一
池
の
薄
の
埣
け
し
あ
る
の
み

春
色
は
三
分
せ
ば

二
分
は
堕
土

一
分
は
流
水

細
か
に
看
來
た
れ
ば

一66一



不
是
楊
花
。

是
れ
楊
花
な
ら
ず

鮎
鮎
是
。

黙
鮎
と
し
て
是
れ

離
人
涙
。

離
人

の
涙
な
り

こ
の
次
韻
詞
は
、
朱
注

(清

・
朱
孝
蔵
編

「
東
披
楽
府
三
巻

一
)
で
は
元
祐

二

(
一
〇
八
七
)
年

の
作
と
す
る
が
、
村
上
哲
見
氏
は
蘇

軾
の
書
簡
等
か
ら
元
曲豆
四
、
五
、
六

二

〇
八

一
、

二
、
三
)
年
の
い
ず
れ
か
の
年
の
も
の
と
考
え
て
お
ら
れ
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
て
、

そ
の
書
簡
を
筆
者
な
り
に
読
み
直
し
て
み
る
と
、
そ
こ
か
ら
蘇
軾

の
章
棄

の
詞
に
対
す
る
気
持
ち
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

そ
の
書
簡
と
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

某
啓
す
。
愼
静
以
て
憂
患
に
慮
せ
と
喩
せ
ら
る
を
承
く
。

心
よ
り
我
を
愛
す
る
の
深
き
に
非
ざ
れ
ば
、
何
を

以
て
此
に
及
ば
む
。

謹
し
み
て
こ
れ
を
座
右
に
置
か
む
。
柳
花
の
詞
は
絶
妙
な
り
.、
來
者
を
し
て
何
を
以
て
詞
を
措
か
し
む
る
や
。

本
よ
り
敢
て
縫
作

せ
ざ
ら
む
も
、
又
公
の
正
に
柳
花
の
飛
ぶ
時
に
巡
按

に
出
で
し
を
思
ひ
、
坐
う
に
四
子
の
閉
門
し
て
愁
断
せ
し
を
想
ふ
。
故
に
そ

の
意
を
篤
し
、
次
韻

一
首
を
寄
せ
去
る
..
亦
告
げ
む

以
て
人
に
示
さ
ざ
れ
」、
七
夕
詞
も
亦
録
呈
す
。
・

(
「
與
章
質
夫
三
首
以
下
倶
黄
州
其

一
」
巻
五
五
)

蘇
軾
は
、
詞
に
詩
の
趣
き
が
あ
る
も
の
、
豪
放
な
詞
を
好
む
人
で
あ

っ
た
。

こ
の
書
簡
は
黄
州
で
の
作
で
あ
る
が
、

黄
州
滞
在
時
期
は
、

従
来
、
蘇
軾
独
特
の
詞
風
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
評
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
蘇
軾
が
章
棄
の
詞
に
対
し
て
傍
線

部
の
よ
う
に
言

っ

た
の
は
、
謙
辞

で
は
な
く
、
本
当
に
和
韻
す
る
の
が
た
め
ら
わ
れ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
思
う
。

い
ざ
出
来
上
が

っ
て
み
れ
ば
、
宋
の

朱
弁

(
『
曲
浦
旧
聞
』
巻

五
)
や
南
宋
の
張
炎

(
『
詞
源
』
巻
下
)
の
い
う
よ
う
に
、
原
詞
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
評
価
さ
れ
る
ほ
ど

で
あ
る
が
、
そ
の
朱
弁
は
同
じ
箇
所
で

東
披
こ
れ
に
和
す
。
豪
放
に
て
律
呂
に
入
ら
ざ
る
が
ご
と
く
な
れ
ど
も
、
徐
う
に
こ
れ
を
視
れ
ば
、
聲
韻
諸
碗

な
り
。
便
ち
質
夫

の
詞
を
學
び
て
織
繍
な
る
工
夫
あ
り
。

と
、
蘇
軾
が
原
詞
に
学
ん
で
工
夫
を
こ
ら
し
た
だ
ろ
う
こ
と
を
い
つ
て
い
る
。
ま
た
宋
の
魏
慶
之
は
そ
の
著

『魏
慶
之
詞
話
』
の
中
で
、

両
者

を
比
べ
て
章
盗
く詞
を
既
め
る
人
の
意
見
を
肯
定
し
な
が
ら
も
、

余
以
爲
く
、
質
夫
詞
中
の
所
謂

「
鰐
珠
簾
散
漫
、
垂
垂
欲
下
、
依
前
被
、
風
扶
起
..」
も
亦
楊
花
の
妙
盧
を
曲
蓋
す
る
と
謂
ふ
べ

蘇

軾

の
婉

約
詞

に

つ

い
て

(
正
木

)
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し
。
東
披
の
和
す
る
所
は
高
な
る
と
錐
も
、
恐
る
ら
く
は
未
だ
及
ぶ
能
は
ず
。

と

い

つ
て
、
章
棄
詞
も
捨
て
た
も
の
で
は
な
い
と

い
う
.、
つ
ま
り
蘇
軾
詞
は
人

々
の
口
の
端
に
上
り
や
す

い
も
の
で
あ

っ
た
、、
蘇
軾
は

そ
れ
を
熟
知
し
て
お
り
、
作
る
か
ら
に
は
原
詞
を
上
回
る
も
の
を
と
思

っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
分
、
自
分
の
好
み
で
は
な
い
も
の
を
求

あ
ら

れ
た
と
す
る
と
、
蘇
軾
と
し
て
は
些
か
製
作
に
躊
躇
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
、、

そ
れ
は
ま
た
、
次
に
掲
げ
る
、
章
棄
か
ら
琵
琶
用
の
詞
を
求
あ
ら
れ
、
数
年
後

に
や
つ
と
作
り
上
げ
た
逸
話
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。

章
質
夫

琵
琶
の
歌
詞
を
求
む
。
敢
て
寄
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
…
…

(
「與
朱
康
叔
二
十
首
以
下
倶
黄
州

其
二
十
」
巻
五
九
)

そ
し
て
出
来
上
が

っ
た
の
は
次
の
詞
と
思
わ
れ
る
。

水
調
歌
頭

欧
陽
文
忠
公
嘗
て
余
に
問

へ
り
。
琴
詩
は
何
者
を
か
最
も
善
し
と
す
る
と
。
答
ふ
る
に
退
之
の

「
頴
師
の
琴
を
聴

く
詩
」
を
以
て
す
。
公
日
く
、
此
の
詩
は
固
よ
り
奇
麗
な
り
。
然
れ
ど
も
琴
を
聴
く
に
非
ず
、
乃
ち
琵
琶
を
聴
く

詩
な
り
と
.、
余
深
く
こ
れ
を
然
り
と
す
。
建
安
の
章
質
夫

の
家
の
琵
琶
を
善
く
す
る
者
歌
詞
を
爲
す
を
乞

へ
り
。

余
久
し
く
作
ら
ず
。
特
に
退
之

の
詞
を
取
り
て
、
梢
や
　渠
括
を
加

へ
、
聲
律
に
就
か
し
め
て
以

て
こ
れ
に
遣
り
て

云
ふ
。

睨
泥
児
女
語
。

睨
睨
と
し
て
児
女
語
る

鐙
火
夜
微
明
。

鐙
火

夜
に
微
か
に
明
か
な
り

恩
怨
爾
汝
來
去
。
恩
怨

爾
汝

來
り
去
り

揮
指
涙
和
聲
。

指
を
弾
き
て
涙
も
て
聲
に
和
す

忽
攣
軒
昴
勇
士
。
忽
ち
軒
昴
な
る
勇
士
に
攣
ず

一
鼓
墳
然
作
氣
。

一
鼓
す
れ
ば
填
然
と
し
て
氣
を
作
す

千
里
不
留
行
。

千
里
も
行
く
を
留
め
ず

回
首
暮
雲
遠
。

回
首
す
れ
ば
暮
雲
遠
く

飛
紫
撹
青
冥
.、

飛
紫

青
冥
に
撹
る
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衆
禽
裏
。

衆
禽
の
裏

眞
彩
鳳

.

眞
の
彩
鳳
の
み

掲
不
鳴
。

蜀
り
鳴
か
ず

踏
墓
寸
歩
千
瞼
。
踏
墓
し
て
千
瞼
に
寸
歩
し

一
落
百
尋
輕
。

一
た
び
落
れ
ば
百
尋
輕
し

煩
子
指
間
風
雨
。
煩
し
き
こ
と
子
の
指
間
の
風
雨
は

置
我
腸
中
泳
炭
。
我
が
腸
中
に
泳
炭
を
置
く

起
坐
不
能
平
。

起
坐
す
る
に
平
ら
か
な
る
こ
と
能
は
ず

推
手
從
蹄
去
。

手
を
推
し
て
從
ひ
て
蹄
り
去
る

無
涙
與
君
傾
。

涙
無
く
君
に
傾
く
る
こ
と
あ
ら
む
や

さ
て
、
こ
の
詞
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
、
朱
注
は
、
蘇
軾
と
章
彙
が
同
時
に
沐
京
に
い
た
こ
と
を
以
て
、
元
祐

二

(
一
0
八
七
)
年
に

こ
の
詞
を
配
列
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し

て
村
上
哲
見
氏
は
、
小
題
に

「
余
久
し
く
作
ら
ず

一
(右
跨
線
部
)
と
あ
る
か
ら

「
琵
琶
を

聴

い
た
時
に
作

っ
た
も

の
で
は
な
い
」
と
し
、
さ
ら
に

「
こ
の
頃
で
は
手
紙
に
添
え
て
詞
を
贈
答
す
る
こ
と
が
ご
く
普
通
に
行
わ
れ
て

い
た

の
で
あ
る
か
ら
、
詞
の
贈
答
が
あ

っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
二
人
が
同
じ
土
地
に
い
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
全
く
な
い
」

と
し

て
、
前
掲
の

「
與
朱
康
叔

(黄
州
滞
在
中
、
元
豊
三
～
六
、

一
〇
八
〇
～

一
0
八
三
年
)
」
か
ら
、
ま
も
な
く
寄
せ
た
可
能
性
を

あ
げ
、
朱
氏
の
配
列
に
疑
問
を
も
た
れ
て
い
る
..

し

か
し
筆
者
は
、

「余
久
し
く
作
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
に
着
目
す
れ
ば
、
さ
ら
に
別
の
解
釈
が
成
り
立
つ
よ
う
に
思
う
。
蘇
軾
が
黄

州
に
い
た
年
と
そ
の
年
に
作

っ
た
詞
は
、
元
曲豆
三
年
三
首
、
四
年
九
首
、
五
年
二
三
首
、
六
年
十

一
首

で
あ
る
。
元
豊
七
年
十

二
首
、

八
年
十

一
首
を
経
て
、
元
祐
元
年

(
在
沐
京
)
に
は
詞
を
作

っ
た
と
い
う
記
録
は
な
い
。
も
と
よ
り
小
題
か
ら
認
め
ら
れ
な
い
だ
け
で

あ

っ
て
、
全
く
作
ら
な
か

っ
た
と
は
言
い
難
い
が
、
こ
の
後
は
元
祐
二
年

二
首
、
三
年

一
首
、
四
年

二
首
の
詞
が
認

め
ら
れ
る
こ
と
を

思
え
ば
、
こ
の

一
年
は
ほ
と
ん
ど
詞
作
を
し
な
か

っ
た
可
能
性
は
あ
る
。
そ
し
て
朱
氏
の
よ
う
に
元
祐

二
年
に
こ
の
詞
を
配
す
れ
ば
、

作
詞

の
空
白
と

「
余
久
し
く
作
ら
ず
」
と
が
符
合
す
る
の
で
あ
る
。

蘇
軾
の
婉
約
詞
に
つ
い
て

(正
木
)
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そ
こ
で
筆
者
は
次
の
よ
う
に
考
え
た
い
。
蘇
軾
は
黄
州
滞
在
中
に
章
盗
ハか
ら
詞
を
求
め
ら
れ
、
作
ら
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
言

い
つ

つ
も
、
そ
の
返
事
が
延
び
延
び
に
な

っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
数
年
後
に
二
人
が
沐
京
で
顔
を
合
わ
せ
た
時
に
、
蘇
軾
は
そ
れ
を
思

い
出
し
た
か
、
再
度
求
あ
ら
れ
る
か
し
て
や
っ
と
作

っ
た
。
し
か
し
あ
ま
り
に
返
事
が
遅
く
な

っ
た
弁
解
と
し
て
、
わ
ざ
わ
ざ

「
余
久

し
く
作
ら
ず
」
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
出
来
上
が

っ
た
詞
は
、
欧
陽
修
を
引
き
合
い
に
出
し
て
韓
愈
の
詩
を
詞
に
作
り
直
し
た

も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
、

「琵
琶
の
音
色
が
、
児
女
の
声
や
、
勇
士
や
鳳
鳳
や
、
高
み
か
ら
落
ち
る
石
の
よ
う

に
変
化
し
て
、
人

の
心
を
あ
ま
り
に
動
か
す
の
で
思
わ
ず
手
で
曲
を
遮

つ
た
」
と

い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
詞
は
、
婉
約
詞
で
は
な
く
蘇
軾
の
好
む

「
詩

を
以

て
詞
を
作
る
」
詞
と
い
え
る
。
そ
れ
は
全
く
窮
余
の
策
と
し
て
で
ぎ
た
と

い
え
ま
い
か
。

筆

者
は
こ
こ
に
、
蘇
軾
が
章
盗
(か
ら
水
龍
吟
の
次
韻
詞
を
求
め
ら
れ
た
時
に

「
柳
花
の
詞
は
絶
妙
な
り
。
來
者
を
し
て
何
を
以
て
詞

を
措
か
し
む
る
や
。
本
よ
り
敢
え
て
縫
作
せ
ざ
ら
む
も
…
…
」
と

い
っ
た
の
が
決
し
て
謙
辞
で
は
な
い
こ
と
を
思
う

の
で
あ
る
。

こ
の
推
測
を
助
け
る
も
の
と
し
て
、
劉
貢
父
の
回
文
菩
薩
蛮
に
倣

っ
た
詞
を
取
り
上
げ
た
い
。
先
ず
劉
貢
父
に
宛

て
た
書
簡
の
中
で
、

蘇
軾

は
次
の
よ
う
に
い

っ
て
い
る
。

某
啓
す
。
示
及
せ
ら
れ
し
回
文
小
関
は
、
律
度
精
緻
、
雍
容
た
る
を
失
は
ず
、
和
せ
む
と
欲
す
れ
ど
も
殆
ん
ど
及
ぶ
べ
か
ら
ず
、

已
に
歌
ふ
者

に
授
け
た
り
。
王

(景
純
)
寺
丞
は
信
に
得
る
所
あ
り
、
亦
頗
る
至
術
を
傳
下
す
。
詩
の
之
に
贈
る
有
れ
ば
、
爲
呈

し
、

一
笑
と
爲
さ
む
..

二

與
劉
貢
父
七
首
以
下
倶
汝
州

(煕
寧
十
、

一
0
七
七
年

)
其
三
」
巻
五
十
)

そ
し

て
、
筆
禍
事
件
で
あ
る
、
御
史
台

の
獄
に
入
牢
す
る
と
い
う
辛
酸
を
経
て
、
汝
州
滞
在
時
期
よ
り
三
年
後
の
黄
州
滞
在
中
に
次
の

書
簡

が
あ
る
。

劉
十
五
の
膿
に
敷
ひ
、
回
文
菩
薩
攣
四
首
を
作
り
寄
せ
去
り
、

一
笑
と
爲
さ
む
。
知
ら
ず
公
曾

て
劉
十
五
の
詞
を
見
し
や
否
や
。

劉
此
の
様
を
造
り
て
寄
せ
ら
る
る
も
、
今
之
を
失

へ
り
、.
渠
の
消
息
を
得
し
や
否
や
.)
宰
老

(孫
豊
)
は
必
ず
時
に
書
を
得
ば
、

徐
う
に
樂
し
む
に
在
ら
む
か
。

(
「
與
李
公
澤
十
七
首
以
下
倶
黄
州
其
十
三
」
巻
五

一
)

こ
こ
に
言
及
す
る

「
回
文
菩
薩
蛮
四
首

」
と
は
、
次
の
も
の
と
思
わ
れ
る
..
四
首
連
作
で
あ
る
が
、
紙
幅
の
関
係
上
其
の

一
の
み
を
掲

げ
る
。

菩
薩
攣

回
文
四
時
の
閨
怨
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翠
髪
斜
慢
雲
垂
耳
。

耳
垂
雲
慢
斜
髪
翠
。

春
晩
睡
昏
昏
。

昏
昏
睡
晩
春
。

翠
登

斜
慢

耳
に
雲
垂
す

耳
に
垂
る
雲
の
ご
と
き
慢
は
斜
め
に
し
て
髪
は
翠

春
晩
れ
睡
る
こ
と
昏
昏
た
り

昏
昏
と
し
て
晩
春
に
睡
る

細
花
梨
雪
墜
。

墜
雪
梨
花
細
。

墾
淺
念
誰
人
。

人
誰
念
淺
擾
。

細
き
花
梨
は
雪
の
ご
と
く
墜
る

墜
る
こ
と
雪
の
ご
と
き
梨

の
花
は
細
し

擾
淺
く
誰
が
人
を
念
ふ

人
誰
れ
か
淺
き
擾
を
念
ふ

こ
れ
ら
を
要
す
る
に
、
蘇
軾
は
先
ず
原
詞
に

「
和
せ
ん
と
欲
す
れ
ど
も
殆
ん
ど
及
ぶ
べ
か
ら
ず

「

詞
の
代
わ
り
に
詩
を
贈

っ
て
い
る
。

そ
し

て
筆
禍
事
件
を
経
て
、

(
こ
こ
で
は
省
略
し
た
書
簡

の
前
半
で
)
自
分
の
近
況
を
報
告
し
な
が
ら
、
友
人
達

の
消
息
を
知
り
た
い

と
思

い
、
以
前
贈
ら
れ
た
詞
を
思
い
出
し
て
こ
の
詞
を
作

つ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
詞
作
が
鑑
賞
目
的
で
は
な
く
、
友
人
を
偲
ぶ

よ
す

が
と
な

っ
て
い
る
。
恐
ら
く
御
史
台
の
獄
に
入
牢
す
る
と
い
う
辛
酸
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
詞
は
作
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ

は
、
蘇
軾
が
書
簡
を
受
け
取

っ
た
時
に
、
贈
ら
れ
た
詞
と
求
め
ら
れ
る
詞
が
碗
約
詞
で
あ

っ
た
た
め
、
返
書
に
億
劫
さ
を
感
じ
て

い
た
た
め
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。

水
龍
吟
に
し
て
も
菩
薩
蛮
に
し
て
も
、
蘇
軾
は
碗
約

で
あ
る
原
詞
に
す
ぐ
に
は
和
さ
ず
に
、
躊
躇
し
て
時
間
を
置

い
て
か
ら
作

っ
た
。

水
調
歌
頭
に
至

っ
て
は
、
弁
解
を
し
な
が
ら
蘇
軾
本
来

の

「
詩
を
以
て
詞
を
作
る
」
詞
を
作
る
こ
と
に
よ

っ
て
返
事

と
し
た
の
で
あ
る
。

蘇
軾

に
と

っ
て
婉
約
詞
は
作
れ
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
宴
席
で
求
め
ら
れ
れ
ば
気
軽

に
応
じ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
次
韻
詞
や

琵
琶

用
の
詞
な
ど
、
碗
約
詞
で
し
か
も
高
度
な
技
術
を
必
要
と
す
る
詞
を
作
る
の
は
た
め
ら
わ
れ
た
。
贈
ら
れ
た
詞
が

「
此
古
人
の
長

短
句

の
詩
な
り
。
之
を
得
て
驚
き
喜

ぶ
、.
試
み
に
之
を
継
が
む
と
勉

」
め
た
よ
う
な
積
極
性
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
碗

約
詞
は
、
蘇
軾
は

必
ず

し
も
望
ま
な
か

っ
た
が
、
当
時
の
詞
壇
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
..

で
は
、
第

一
章
で
取
り
上
げ
た
妾
朝
雲
の
た
め
に
作

っ
た
西
江
月
の
よ
う
な
、
小
題
に
誰
に
求
め
ら
れ
た
か
等
を

明
記
し
な
い
碗
約

蘇
軾
の
婉
約
詞
に
つ
い
て

(正
木
)
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詞
に

つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
。
西
江
月
は
詠
む
相
手
が
妾

(梅
)
で
あ
る
た
め
に
、
蘇
軾
は
椀
約

詞
が
ふ
さ
わ
し
い

と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
.)
そ
う
判
断
す
る
前
提
に
は
、
そ
れ
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
詞
壇
の
傾
向
が
あ

つ
た
と
思
わ
れ
る
..
例

え
ば
、東

披
先
生
の
長
短
句
は
既
に
鐘
板
さ
る
、
復
た
張
賓
老
の
編
す
る
所
を
得
、
井
び
に
蜀
本
に
載
す
る
者
悉
く

こ
れ
を
牧
む
..
江
山

秀
麗
の
句
、
樽
姐
戯
劇
の
詞
は
、
捜
羅
し
て
幾
ん
ど
蓋
せ
り
..
こ
れ
を
無
窮
に
傳
ふ
れ
ば
、
豪
放
風
流
の
及
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
を
想

像
す
る
な
り
。
紹
興
辛
未

(
一
一
五

一
年
)
孟
冬
、
至
游
居
士
曾
髄
題
す
。

(明

・
呉
訥
輯

『
百
家
詞
』
本

「
東
岐
詞
二
巻
拾
遺

一
巻
」
「東

披
詞
拾
遺
蹟
語
」
)

こ
の
蹟
語
の
よ
う
に
、

「
江
山
秀
麗
の
句
、
樽
姐
戯
劇
の
詞

一
を
蘇
軾
の
豪
放
詞
よ
り
も
重
視
す
る
傾
向
が
あ

っ
た

こ
と
が
分
か
る
、、

宋
人

の
随
筆

で
多
く
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
、
蘇
軾
の
詩
詞
文
は
注
目
の
的
で
あ
り
、
そ
の
書
は
高
値
が
つ
い
た
と
い
う
。

こ
れ
ら
の
こ

と
よ
り
筆
者
は
以
下
の
よ
う
に
推
察
す
る
。
蘇
軾
は
己
れ
の
作
品
が
人
々
に
鑑
賞
さ
れ
る
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
詞

壇

の
傾
向
を
加
味
し
た
詞
作
も
し
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
現
在
蘇
軾
の
編
年
に
な

っ
た
詞
を
順
に
読
む
時
、
蘇
軾

の
好
む

「
詩
を
以

て
詞
を
作
る
」
詞
や
豪
放
詞
に
混
じ

っ
て
、

一
貫
し
て
碗
約
詞
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
、.
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お
わ
り
に

小
稿
の
考
察
に
よ
り
、

『
花
間
集
』
以
来
の
詞
風
の
伝
統
が
時
代

の
共
通
認
識
と
し
て
あ
り
、
蘇
軾
は
そ
れ
を
無
視

で
き
ず
に
、
自

ら
が
好
ん
だ
豪
放
詞
や

「詩
を
以

っ
て
詞
を
作
る
」
詞
の
他
に
、
椀
約
詞
を
も
、
そ
の
場
に
応
じ
、
求
め
に
応
じ
、
詞
壇

の
傾
向
を
加

味
し
な
が
ら

一
貫
し
て
作

っ
て
い
た
情
況
が
明
ら
か
に
な

っ
た
と
思
う
、一
蘇
軾
独
特
の
詞
風
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
黄
州
時
期
を
す

ぎ
る
と
、
却

っ
て
蘇
軾
の
習
作
時
期
の
、
他
の
詞
人
と
大
差
の
無

い
詞
風
に
も
ど

っ
て
し
ま

っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、

こ
れ
も
蘇
軾
が
当

時
の

一
般
的
な
詞
風
か
ら
乖
離
す
る
こ
と
に
困
難
を
感
じ
た
た
め
で
あ
る
と
推
測
で
き
ま
い
か
、.
ま
た
、
明

・
毛
晋

や
清

・
朱
孝
蔵
、

さ
ら

に
近
人

・
曹
樹
銘
が
、
蘇
軾
を
豪
放
詞
人
と
し
て

一
部
の
碗
約
詞
を
誤
入
と
し
て
い
る
の
に
は
、
再
考
が
必
要
と
感
じ
る
。

豪

放
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
な
ら
、

「
自
ら
是
れ

一
家
な
り

」
と
い
う
割
合
に
、
豪
放
詞
は
数
首
し
か
な
い
。

又
、
蘇
軾

の
存
命



中
か
ら
北
宋
末
ま
で
に
は
、
若
干
の
豪
放
詞
は
存
在
す
る
が
、
特

に
爆
発
的
ブ
ー
ム
を
起

こ
し
た
わ
け
で
も
な
い
し
、
豪
放
派
が
独
自

に
形

成
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
い
。

つ
ま
り
蘇
軾
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
周
邦
彦
の
よ
う
な
詞
人
が
高
く
評
価
さ
れ
た
の
は
、
碗
約
詞
が
好
ま

れ
る
と
い
う
詞
壇

の
傾
向
を
反
映
し
た
も
の
で
あ

っ
て
至
極
当
然
な
こ
と
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

南
宋
に
な
る
と
、
辛
棄
疾
や
劉
過
、
劉
克
荘
な
ど
の
所
謂
豪
放
詞
人
も
出
て
く
る
が
、
そ
の
豪
放
詞
の
内
容
は
中
原
を
回
復
し
た
い

と
い
う
時
代
的
政
治
的
背
景

の
も
と
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
南
宋
詞
に
関
し
て
は
筆
者
の
今
後
の
課
題
と
し
た

い
が
、
と
も
あ
れ
、

時
代

が
比
較
的
良
く
、
文
化
活
動
に
い
そ
し
む
こ
と
の
で
き
た
北
宋

で
は
、
詞
本
来
の
姿
は
碗
約
で
あ

っ
た
。
従
来
と
は
趣
き
の
違
う

詞
風
を
持
ち
込
み
、
後
世
に
影
響
を
与
え
た
蘇
軾
の
力
量
は
や
は
り
注
目
に
値
す
る
が
、
そ
の
蘇
軾
に
も
、
当
時
の
主
流

で
あ

っ
た
碗

約
の
詞
風
が
大
き
く
影
響
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

注

*
テ
キ
ス
ト
は
、
蘇
軾
詞
は
龍
楡
生
編

『
東
披
楽
府
箋
』
(
商
務
印
書
館
、

一
九
三
六
年
初
版

一
九
五
八
年
)、
そ
の
他

の
詞
は
唐
圭

璋
編

『
全
宋
詞
』
(中
華
書
局
、

一
九
六
五
年
)、
蘇
軾
の
書
簡
は
孔
凡
礼
点
校

『
蘇
軾
文
集
』
(中
華
書
局
、

一
九
八
六
年
)
に

拠

っ
た
。

(
1
)
蝶
懸
花

庭
院
深
深
深
幾
許
。
楊
柳
堆
煙
、
簾
幕
無
重
数
。
玉
勒
雛
鞍
遊
冶
慮
。
縷
高
不
見
章
毫
路
。

雨
横
風
狂
三

月
暮
。
門
掩
黄
昏
、
無
計
留
春
住
。
涙
眼
問
花
花
不
語
。
齪
紅
飛
過
鰍
　
去
。

(
2
)
唐
圭
璋

『
宋
詞
四
考
』

(江
蘇
古
籍
出
版
社
、

一
九
八
五
年
)
「宋
詞
互
見
考
」

(
3
)
張
先
が
詞
に
小
題
を
つ
け
始
め
、
そ
れ
が
蘇
軾
に
影
響
し
、
蘇
軾
が
多
用
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
村
上
哲
見

『宋
詞
研
究
』

(創
文
社
、
昭
和
五
十

一
年
初
版
)
「
張
子
野
詞
論
」
「蘇
東
披
詞
論
」
を
参
照
。

(
4
)
念
奴
嬌

赤
壁
懐
古

大
江
東
去
。
浪
淘
書
。
千
古
風
流
人
物
。
故
塁
西
邊
。
人
道
是
。
三
國
周
郎
赤
壁
。
齪
石
崩
雲
。

驚
濤
裂
岸
。
捲
起
千
堆
雪
。
江
山
如
書
。

一
時
多
少
豪
傑
。

遙
想
公
瑛
當
年
。
小
喬
初
嫁
了
。
雄
姿
英
獲
。
羽
扇
論
巾
。

談
笑
間
。
強
虜
灰
飛
煙
滅
。
故
國
神
遊
。
多
情
懸
笑
我
。
早
生
華
髪
。
人
間
如
夢
。

一
尊
還
酪
江
月
。

(
5
)

「
有
関
蘇
詞
的
若
干
問
題
」
(
『
文
学
遺
産
』
、

一
九
八
三
年
、
二
期
)

蘇
軾
の
婉
約
詞
に
つ
い
て

(正
木
)
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中
国
文
学
論
集

第
二
十
三
号

「
宋
詞
中
的

"豪
放
派
"
和

"碗
約
派
"」
(
『
文
史
知
識
』
、

一
九
八
三
年
、
九
期
)

こ
の
二
篇
の
論
文
に
対
し
て
直
接
間
接
に
言
及
し
た
論
文
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
例
と
し
て
次
の
幾

つ
か
を
挙
げ
て
お
く
.、

郡
喬
彬

「首
届
詞
学
討
論
会
召
開
」
(
『
文
学
遺
産
』
、

一
九
八
四
年
、

一
期
)

王
水
照

「蘇
軾
豪
放
詞
派
的
酒
義
和
評
価
問
題
」
(
『
中
華
文
史
論
叢
』
、

一
九
八
四
年
、
五
期
)

朱
靖
華

「
蘇
軾
的
豪
放
詞
及
其
在
詞
史
上
的
地
位
」
(
『徐
州
師
範
学
院
学
報

・
哲
学
社
会
科
学
』
、

一
九
八
五
年
、

一
期
)

顧
全
芳

「
蘇
東
披
不
是
豪
放
詞
人
」
(
『
山
西
師
大
学
報
』
、

一
九
九
〇
年
、
三
期
)

劉
石

『
蘇
軾
詞
研
究
』

(大
陸
地
区
博
士
論
文
叢
刊
、
文
津
出
版
社
、
民
国
八
十

一
年
)
四
二
～

四
五
頁

そ
も
そ
も
婉
約

・
豪
放
と
い
う
語
を
使

い
、
詞
を
こ
の
二
派
に
分
け
た
の
は
明
人
張
誕
と
言
わ
れ
る
。

(
「按
詞
膿
大
略
有

二
。

一
膿
婉
約
、
一
體

豪
放
、
碗
約
者
欲
其
辞
情
醗
籍
、
豪
放
者
欲
其
氣
象
恢
弘
。」
張
誕

『
詩
絵
圖
譜
』
凡
例
)
宋
代
に

於
て
は
こ
の
語
を
使

っ
た
分
類
は
な
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
蘇
軾
の
後
は
詞
に
大
別
し
て
二
つ
の
詞
風
が
存
在
し
た
こ

と
は
、
適
当
な
語
を
使
う
か
否
か
に
係
ら
ず
、
誰
も
が
認
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
今
日

一
般
に
詞
を
こ
の
定
義
で
二
派
に
分

け
、
又
、
小
稿
で
も

こ
の
語
を
借
り
る
所
以
で
あ
る
。

呉
雪
涛

「蘇
軾

『
与
鮮
干
子
駿
』
系
年
考
辮

}
(
『
河
北
学
刊
』
、

一
九
八
三
年
、
四
期
)

江
城
子

密
州
出
搬

老
夫
柳
護
少
年
狂
.、
左
牽
黄
.
右
摯
蒼

.
錦
帽
招
裏
千
騎
巻
平
岡
。
爲
報
傾
城
随
太
守
。
親
射
虎

看
孫
郎
。

酒
酎
胸
謄
尚
開
張
。
髪
微
霜
..
又
何
妨
。
持
節
雲
中
何
日
遣
馮
唐
。
會
挽
雛
弓
如
瀟
月
。
西
北
望
。
射
天
狼
。

調
査
し
た
随
筆
は
以
下
の
通
り
。

『
詞
話
叢
編
』
所
収
の
宋
代
の
詞
話
十
種
、

『
歴
代
詩
話
』
所
収
の
宋
代
の
詩
話
十
五
種
、

『
歴
代
詩
話
続
編
』
所
収

の
宋
代
の
詩
話
十

二
種
、

『宋
詩
話
輯
侠
』
、

『彙
輯
宋
人
詞
話
』
、

『
詩
話
総
亀
』
、

『
清
夜
録
』
、

『
侯
鯖
録
』
、

『
冷
斎
夜
話
』
、

『
貴
耳
集
』
、

『
鶴
林
玉
露
』
、

『
野
客
叢
書
』

宋

.
傅
幹
注
、
劉
尚
栄
校
証

『
傅
幹
注
披
詞
』
(
巴
蜀
書
社
、

一
九
九
三
年
)
六
二
頁
に
、
題
に

「
古
梅
」
と
あ
る
。
な
お
、

『東
披
楽
府
箋
』

で
は
こ
れ
を
紹
聖
三
年
恵
州
で
の
作
と
す
る
。

(紹
聖
)
三
年
七
月
十
五
日
朝
雲
卒
。
…
…
又
作
梅
花
詞
日
。
玉
骨
那
愁
潭
霧
者
。
其
寓
意
爲
朝
雲
作
也
。

(釋
恵
洪

『
冷

齋
夜
話
』
巻

こ
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簾
外
東
風
交
雨
霰
。
簾
裏
佳
人
。
笑
語
如
鶯
燕
。
深
階
今
年
正
月
暖
。
鐙
光
酒
色
揺
金
瑛
。

滲
鼓
漁
陽
樋
未
偏
。
舞
槌

墳
銀
。
汗
淫
香
羅
襖
。
今
夜
何
人
吟
古
怨
。
清
詩
未
了
泳
生
硯
。

玉
人
家
在
鳳
鳳
山
。
水
雲
間
。
掩
門
間
。
門
外
行
人
。
立
馬
看
弓
轡
。
十
里
春
風
誰
指
似
。
斜
日
映
。
繍
簾
斑
。

多
情

好
事
與
君
還
。
閲
新
鰹
。
拭
絵
濟
。
明
月
空
江
。
香
霧
著
雲
婁
。
陪
上
花
開
春
蓋
也
。
聞
薔
曲
。
破
朱
顔
。

婿
娼
敏
月
西
南
落
。
相
思
棲
断
琵
琶
索
。
枕
涙
夢
魂
中
。
畳
來
眉
量
重
。

華
堂
堆
燭
涙
。
長
笛
吹
新

水
。
酔
客
各
西
東
。

憲
思
陳
孟
公
。

學
書
鴉
見
正
妙
年
。
陽
城
下
票
困
嬬
然
。
愚
君
莫
唱
短
因
縁
。

霧
帳
吹
笙
香
搦
搦
。
霜
庭
按
舞
月
媚
婿
。
曲
終
紅
袖
落

隻
纏
。

昨
夜
扁
舟
京
口
。
今
朝
馬
首
長
安
。
善
官
何
物
封
新
官
。
ロハ
有
湖
山
公
案
。

此
景
百
年
幾
攣
。
箇
中
下
語
千
難
。
使
君

才
氣
巻
波
瀾
。
與
把
新
詩
判
断
。

な
お
、

『
東
披
楽
府
箋
』

で
は
小
題
に

「蘇
州
交
代
…
…
」
と
な

っ
て
い
る
が
、
引
く
所

の
朱
孝
蔵
の

「
蘇
州
疑
杭
州
之
誤

…
」
に
よ
り
改
め
た
。

例
え
ば
、
巻
十
四

「
登
常
山
絶
頂
廣
麗
亭
」
に

「
紅
裾
欲
仙
去
、
長
笛
有
絵
哀
。
清
歌
入
雲
雷
、
妙
舞
繊
腰
回
。」
と
あ
る
。

宴
席

の
詞
と
妓
女
と
の
関
係
は
、
横
山
伊
勢
雄

「
東
披
詞
論
考

ー

作
詞
の
場
と
作
品
の
分
析

…

」
(
『
国
文
学
漢
文
学
論

叢
』
十
八
輯
、
昭
和
四
八
年
)
に
指
摘
が
あ
る
。

章
彙

の
原
詞
は
以
下
の
通
り
。
水
龍
吟

燕
忙
鶯
獺
花
残
、
正
堤
上
、
柳
花
瓢
墜
。
輕
飛
鮎
豊
青
林
、

誰
道
全
無
才
思
。

間
趁
遊
練
、
静
臨
深
院
、
日
長
門
閉
。
傍
珠
簾
散
漫
、
垂
垂
欲
下
、
依
前
被
、
風
扶
起
。

蘭
帳
玉
人
睡
畳
、
怪
春
衣
、

雪
需
現
綴
。
繍
躰
旋
満
、
香
毬
無
数
、
才
圓
郁
埣
。
時
見
蜂
見
、
仰
粘
輕
粉
、
魚
吹
池
水
。
望
章
毫
路
杏

、
金
鞍
遊
蕩
、
有

盈
盈
涙
。

前
出

『
宋
詞
研
究
』
第
四
章
附
考
四
東
披
詞
札
記
そ
の

一

蘇
軾
の
詩
文
及
び
手
蹟
を
敬
愛
し
、
珍
重
す
る
人
々
が
い
た

こ
と
は
、
村
上
哲
見

「
蘇
東
披
書
簡
の
伝
来

と
東
披
集
諸
本
の

系
譜
に
つ
い
て
」
(
『
中
国
文
学
報
』

二
七
冊
、

一
九
七
七
年
四
月
)
に
指
摘
が
あ
る
。

蘇
軾
の
婉
約
詞
に
つ
い
て

(正
木
)
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中
国
文
学
論
集

第
二
十
三
号

以
上
の
統
計
は
テ
キ
ス
ト
と
し
た

『
東
披
楽
府
箋
』

に
拠
る
。
ま
た
、
曹
樹
銘
校
編

『
蘇
東
披
詞
上
下
』
(台
湾
商
務
印
書

館
、
民
国
七
二
年
初
版
)
に
拠
れ
ば
、
元
豊
三
年
六
首
、
四
年
十
五
首
、
五
年

二
十
六
首
、
六
年
二
十
首

、
七
年
十
五
首
、

八
年
十

一
首
、
元
祐
元
年
○
首
、

二
年
四
首
、
三
年
二
首
、
四
年

二
首
で
あ
る
。
但
し
元
祐

二
年
の
数
に
該
詞
は
含
ま
な
い

(
本
文
も
同
じ
)。

こ
の
書
簡
は
元
豊
三

二

〇
八
0
)
年

の
冬
に
書
か
れ
、
詞
は
そ
の
頃
か
、
そ
の
す
こ
し
前
に
作
ら
れ
た

こ
と
が
、
村
上
哲

見
氏
に
よ

っ
て
考
証
さ
れ
て
い
る
。
注
(
19
)参
照
。

四
時
閨
怨
回
文
、
敷
劉
十
五
貢
父
燈
。

(注
(
9
)
『傅
幹
注
披
詞
』

二
0
四
頁
)

こ
こ
で
、
蘇
軾
の
詞
作
に
対
す
る
音
律
の
影
響
に
つ
い
て
少
し
く
触
れ
て
お
き
た
い
。
当
時
、
曲

に
乗
せ
て
唱
わ
れ
て
い
た

詞
は
、
音
律
に
合
う
こ
と
が
必
須
条
件
で
あ

っ
た
。
蘇
軾
も
詞
作
に
際
し
て
音
律
に
留
意
し
て
い
た
で
あ

ろ
う
こ
と
は
、
本

文
前
掲

の

「
與
劉
貢
父
」
の
書
簡
や
朱
弁
の
随
筆
な
ど
か
ら
も
推
察
で
き
る
。
し
か
し
、
音
律
こ
そ
が
蘇
軾
の
碗
約
詞
の
製

作
を
躊
躇
さ
せ
た
原
因
と
は
考
え
難
い
。
な
ぜ
な
ら
蘇
軾
は
水
調
歌
頭
の
よ
う
に
詩
を
音
律
に
合
せ
て
詞

に
作
り
直
し
た
り
、

豪
放
で
な
い
所
は
音
律
に
合
せ
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

(
「
諸
賢

へ蘇
軾
と
辛
棄
疾
を
指
す
)
之
詞
。
固
豪
放
　
。

不
豪
放
盧
、
未
嘗
不
叶
律
也
。
」
南
宋

・
沈
義
父

『
樂
府
指
迷
』
)
詞
の
音
律
と
内
容
は
不
可
分

で
あ
る
が
、
筆
者
は
、
蘇

軾
が
詞
作
す
る
場
合
は
よ
り
内
容
を
重
視
し
、
そ
の
た
め
碗
約
詞
の
製
作
に
困
難
を
感
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

多
渾
入
欧
、
黄
、
秦
、
柳
作
今
悉
剛
去
(.

(毛
巫臼
『
宋
名
家
詞
』
践
)

元
刻
中
有
五
首
即
爲
毛
氏
所
已
剛
、
顧
尚
疑
其
未
書
。
如
意
難
忘
之
花
擁
鴛
房
、
雨
中
花
慢
之
遼
院
重
簾
、
徽
瞼
董
蛾
二
首
、

不
類
披
詞
、
苦
無
顯
謹
。

(朱
孝
藏
編

『
彊
村
叢
書
』
所
牧

「東
披
樂
府
三
巻
」
凡
例
)

按
此
詞
係
女
流

口
吻
、
意
境
與
東
披
詞
絶
不
相
類
、
断
非
東
披
所
作
。

(注
(
21
)
『
蘇
東
披
詞
』

四
六
三
頁
等
)
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