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修
の
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に
つ
い
て
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欧
陽
修
の
詞
に
つ
い
て
異
常
心
理
学
の
視
点
か
ら
考
察
し
た
。
彼
の
詞
は
ほ
と
ん
ど
が
春
と
秋
を
背
景
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
春
の
詞
と
秋
の
詞
と
に
分
け
て
そ
の
特
徴

を
と
り
出
そ
う
と
試
み
た
。
ま
ず
季
節
と
は
何
か
を
理
解
す
る
た
め
に
黄
道
分
割
の
諸
可
能
性
を
検
討
し
た
。
一
年
周
期
の
分
け
方
に
は
三
分
割
と
四
分
割
の
二
種
が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
分
け
方
に
よ
っ
て
季
節
の
意
味
が
異
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
次
に
春
の
詞
を
と
り
あ
げ
た
。
そ
こ
で
は
閨
怨
、
嘆
老
、
傷
春
が
三
大
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
い
ず
れ

も
傷
心
が
共
通
し
て
い
る
。
そ
の
傷
心
に
は
「
春
で
あ
る
が
故
に(
w
e
g
e
n
)

」
と
「
春
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず(

t
r
o
t
z
)

」
と
い
う
二
種
の
契
機
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
三

分
割
性
の
季
節
観
と
四
分
割
性
の
そ
れ
と
に
対
応
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
秋
の
詞
で
は
こ
の
両
契
機
は
存
在
す
る
も
の
の
、
春
の
詞
に
お
け
る
ほ
ど
顕
著
で
は
な
か
っ
た
。

か
わ
っ
て
数
篇
の
秋
の
詩
賦
を
例
示
し
、
そ
こ
に
は
こ
の
契
機
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
欧
陽
修
の
詞
、
黄
道
分
割
と
季
節
、
「
で
あ
る
が
故
に(

w
e
g
e
n
)

」
と
「
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず(

t
r
o
t
z
)

」
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一
．
欧
陽
修
に
つ
い
て

　

欧
陽
修
、
字
は
永
叔
、
は
真
宋
の
景
徳
四
年
（
一
〇
〇
七
年
）
、
綿
州
（
四
川
省

綿
陽
県
）
に
生
ま
れ
た
。
一
説
で
は
吉
州
（
江
西
省
吉
安
県
）
に
生
ま
れ
た
と
も
い

う
。
父
欧
陽
観
は
綿
州
の
軍
事
推
官
で
あ
っ
た
が
、
修
が
四
歳
の
時
に
卒
し
た
。
そ

の
た
め
に
家
は
貧
し
く
、
母
の
鄭
氏
は
荻
の
茎
で
地
に
書
い
て
文
字
を
教
え
た
と
い

う
。
（
以
下
、
本
小
論
に
関
連
す
る
部
分
の
み
を
摘
記
す
る
）
。
天
聖
八
年
（
一
〇
三
〇

年
）
、
二
四
歳
、
優
れ
た
成
績
で
進
士
と
な
り
、
翌
年
胥
氏
と
結
婚
、
西
京
留
守
と

し
て
洛
陽
に
勤
務
し
た
。
こ
の
こ
ろ
尹
洙
、
蘇
舜
欽
、
梅
尭
臣
ら
と
親
し
く
な
り
、

常
に
古
文
詩
歌
を
唱
和
し
文
名
を
知
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
二
七
歳
、
妻
胥
氏
が
生
ま

れ
て
間
も
な
い
子
供
を
残
し
て
亡
く
な
り
、
彼
は
深
く
悲
し
ん
だ
。
翌
年
楊
氏
と
再

婚
し
た
が
、
こ
の
妻
も
一
年
後
に
世
を
去
っ
た
。
三
一
歳
、
三
た
び
薛
氏
を
娶
り
、

ま
た
こ
の
年
、「
五
代
史
」
の
撰
に
加
わ
っ
て
い
る
。
三
九
歳
、
政
争
に
ま
き
こ
ま
れ
、

後
述
す
る
姪
張
氏
を
め
ぐ
る
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
弾
劾
さ
れ
て
滁
州
の
知
に
貶
せ
ら
れ

る
。
四
二
歳
、
少
し
く
罪
を
減
じ
ら
れ
て
揚
州
の
知
に
な
り
、
四
三
歳
、
潁
州
の
知

と
な
っ
た
。
四
八
歳
、
翰
林
学
士
と
な
り
「
唐
書
」
（
新
唐
書
）
の
修
撰
を
命
ぜ
ら

れ
た
。
「
唐
書
」
二
百
五
十
巻
は
五
四
歳
の
時
に
完
成
し
た
が
、
彼
が
担
当
し
た
の

は
紀
、
志
、
表
で
あ
り
、
列
伝
は
宋
祁
の
担
当
で
あ
っ
た
。
通
常
は
分
担
者
の
う
ち
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高
位
の
撰
者
の
名
の
み
が
冠
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
修
は
断
固
と
し
て
列
伝
は
宋

祁
が
担
当
し
た
こ
と
を
明
記
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
と
い
う
。
五
一
歳
、
知
貢

挙
（
科
挙
の
出
題
採
点
の
責
任
者
）
と
な
り
、
平
明
で
論
理
的
な
文
章
を
合
格
さ
せ
、

華
美
で
難
解
な
文
章
を
落
第
さ
せ
た
。こ
れ
は
突
然
の
採
点
基
準
の
変
更
で
も
あ
り
、

古
文
復
興
を
大
き
く
前
進
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
半
面
で
不
条
理
な
行
為
で
あ

り
、
不
合
格
者
の
大
き
な
恨
み
を
か
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
時
の
合
格
者
に
は
蘇

軾
、
蘇
轍
、
曽
鞏
な
ど
が
い
た
。
六
四
歳
、
青
苗
法
に
反
対
す
る
も
容
れ
ら
れ
ず
、

ま
た
こ
の
年
、
号
を
醉
翁
か
ら
六
一
居
士
に
改
め
「
六
一
居
士
伝
」
を
著
わ
し
た
。

六
一
と
は
集
古
一
千
巻
、
蔵
書
一
万
巻
、
琴
一
張
、
棋
一
局
、
酒
一
壷
、
そ
の
間
に

一
翁
が
老
を
養
う
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
い
う
。
ひ
そ
か
に
引
退
を
決
意
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
六
五
歳
、
観
文
殿
学
士
太
子
少
師
を
以
て
到
仕
し
て
潁
州
に
帰
り
、
翌

熙
寧
五
年
（
一
〇
七
二
年
）
閏
七
月
二
三
日
病
逝
し
た
。

　

当
時
の
宋
は
唐
代
に
比
し
て
経
済
活
動
が
飛
躍
的
に
発
展
し
、
商
工
業
が
大
い
に

ふ
る
い
、
市
民
階
層
が
興
隆
し
た
。
他
方
で
文
治
国
家
の
宋
軍
は
弱
く
、
契
丹
（
遼
）

や
西
夏
（
党
項
、
タ
ン
グ
ー
ト
）
、
後
に
は
金
（
女
真
、
ツ
ン
グ
ー
ス
系
）
な
ど
の

侵
攻
に
苦
し
み
、
多
く
の
歳
幣
を
与
え
て
辛
う
じ
て
国
を
保
っ
て
い
た
が
、
平
和
は

常
に
不
安
定
で
あ
っ
た
。

　

国
内
で
は
こ
の
多
額
の
歳
幣
附
与
に
加
え
て
多
数
の
官
僚
へ
の
給
与
な
ど
に
よ
っ

て
国
家
財
政
が
窮
迫
し
、
そ
れ
を
再
建
す
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
改
革
案
が
提
出
さ

れ
た
。
中
で
最
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
案
が
王
安
石
の
「
新
法
」
で
あ
り
、
そ
の
中
心
は

青
苗
法
で
あ
っ
た
。
当
時
は
豪
族
や
地
主
が
自
作
農
に
高
利
で
種
子
や
金
銭
を
貸
し

つ
け
て
お
り
、
そ
れ
を
返
済
で
き
な
い
農
民
が
小
作
農
に
転
落
し
、
農
民
層
が
減
少

す
る
状
況
に
あ
っ
た
。
か
わ
っ
て
国
家
が
低
利
で
そ
れ
ら
を
貸
し
つ
け
、
農
民
層
を

復
興
さ
せ
よ
う
と
企
図
し
た
も
の
が
青
苗
法
で
あ
る
。
他
に
免
役
法
、
市
易
法
な
ど

い
ず
れ
も
支
配
層
に
打
撃
を
与
え
る
法
で
あ
り
、
し
か
し
ま
た
急
激
な
変
化
に
よ
っ

て
逆
効
果
に
な
る
危
険
性
も
考
え
ら
れ
、
以
後
、
宋
朝
は
新
法
派
と
旧
法
派
の
激
し

い
争
い
が
続
く
こ
と
に
な
っ
た
。
王
安
石
は
欧
陽
修
の
推
挙
に
よ
っ
て
世
に
出
た
が
、

欧
陽
修
は
新
法
に
反
対
で
あ
り
、
後
に
両
者
は
対
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ

た
。

　

欧
陽
修
は
北
宋
の
古
文
復
興
運
動
の
代
表
者
で
あ
り
、
尹
洙
ら
の
影
響
を
受
け
て
、

宋
初
の
太
学
体
と
称
す
る
徒
ら
に
装
飾
的
で
険
怪
奇
渋
な
文
体
を
、
簡
潔
平
易
論
理

的
な
文
体
へ
と
改
革
し
た
。
詩
に
お
い
て
も
西
崑
体
風
の
浮
艶
を
捨
て
、
平
易
で
気

格
を
主
と
す
る
詩
風
を
拓
き
、
以
後
の
詩
人
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
政
治

家
と
し
て
も
重
き
を
な
し
た
が
、
彼
の
こ
の
側
面
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
こ
と
に
し

た
い
。

　
　
　
　
　

二
．
彼
の
詞
に
つ
い
て
の
若
干
の
研
究
概
観

　

田
中

) (

( 

に
よ
れ
ば
欧
陽
修
の
詞
に
は
伝
統
文
学
の
流
れ
に
沿
っ
た
、
風
格
を
失
わ

ぬ
「
雅
詞
」と
、
俗
語
の
混
入
も
拒
ま
ず
伝
統
の
殻
を
う
ち
破
る
俗
豔
の
一
体
、「
俗
詞
」

と
が
あ
る
。
「
醉
蓬
萊
（
見
羞
容
歛
翠
）
」
、「
踏
莎
行
（
碧
蘚
回
廊
）
」
、「
望
江
南
（
江

南
柳　

葉
小
未
成
陰
）
」
な
ど
は
後
者
の
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
か
な
り
官
能
的
な

詞
で
あ
っ
て
一
代
の
儒
宗
欧
陽
修
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
考
え
ら
れ
、
し
ば
し
ば

彼
に
敵
意
を
含
む
人
々
の
偽
作
と
い
う
説
が
提
出
さ
れ
て
き
た
。
既
述
の
如
く
、
欧

陽
修
は
科
挙
を
主
宰
し
た
時
、
太
学
体
と
称
さ
れ
る
装
飾
的
で
晦
渋
な
文
章
の
作
成

者
を
落
第
さ
せ
た
が
、
こ
の
落
第
者
ら
が
欧
陽
修
を
お
と
し
め
る
た
め
に
俗
豔
の
詞

を
彼
の
詞
集
に
混
入
さ
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。「
望
江
南
」
に
関
し
て
は
さ
ら
に
「
錢

氏
私
誌
」
「
黙
記
」
に
、
欧
陽
修
が
姪
張
氏
の
嫁
入
仕
度
の
資
金
を
盗
用
し
た
と
か
、

嫁
ぐ
前
に
彼
女
を
凌
辱
し
た
な
ど
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
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の
件
に
つ
い
て
田
中
は
詳
し
く
考
察
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

　

欧
陽
修
の
俗
詞
を
め
ぐ
っ
て
は
諸
説
が
提
出
さ
れ
て
き
た
が
、
田
中
は
多
く
の
旁

証
か
ら
俗
詞
―
―
具
体
的
に
は
「
近
體
樂
府
」
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
が
「
琴
趣

外
篇
」
に
み
え
る
七
三
篇
の
そ
れ
―
―
の
大
半
を
欧
陽
修
の
作
と
考
え
て
も
よ
い
の

で
は
な
い
か
と
結
論
し
て
い
る
。
士
人
の
詞
が
雅
詞
で
あ
る
べ
し
と
い
う
考
え
は
、

「
詞
」
の
文
学
的
地
歩
が
士
人
の
間
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
時
期
、
ま
た
詞
の
制
作

が
普
遍
化
し
て
士
人
の
手
に
な
る
醜
悪
な
俗
詞
の
氾
濫
を
現
出
す
る
に
至
っ
た
時

期
、
つ
ま
り
詞
の
愛
好
者
徽
宗
皇
帝
を
頂
点
と
し
た
そ
れ
以
後
の
時
代
、
い
い
換
え

れ
ば
儒
学
が
不
動
の
権
威
を
樹
立
し
た
南
宋
に
多
い
と
彼
は
指
摘
す
る
。
欧
陽
修
の

時
代
、
詞
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
は
専
ら
酒
席
の
興
を
添
え
る
た
め
の
歌
曲
で
あ
り
、
衣

冠
を
正
し
て
作
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
俗
豔
の
詞
と
さ
れ
る

作
品
全
て
が
彼
の
作
と
断
定
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
多
く
が
彼
の
手
に
な
っ

た
と
み
て
お
か
し
い
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
方
が
学
者
政
治
家
と
し
て
多
く
の

業
績
を
残
し
た
巨
人
欧
陽
文
忠
公
の
人
間
的
振
幅
を
さ
ら
に
大
な
ら
し
め
る
で
あ
ろ

う
、
と
田
中
は
結
論
し
て
い
る
。

　

田
中
の
所
説
は
十
分
に
説
得
的
で
あ
り
、
そ
の
俗
豔
の
詞
の
意
義
に
つ
い
て
も
わ

れ
わ
れ
は
全
面
的
に
賛
意
を
表
し
た
い
。
た
だ
し
こ
の
問
題
と
、
彼
の
詞
集
へ
の
馮

延
巳
、
晏
殊
そ
の
他
の
詞
人
の
作
品
の
混
入
問
題
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
論
じ
る
に
は

あ
ま
り
に
大
き
な
そ
れ
で
あ
り
、
こ
の
小
論
で
は
触
れ
な
い
こ
と
に
し
た
い
。
さ
ら

に
本
論
で
は
も
っ
ぱ
ら
「
雅
詞
」
を
中
心
に
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
理
由
は
「
琴

趣
外
篇
」
の
俗
詞
の
テ
ー
マ
が
単
調
で
彼
の
詞
の
特
徴
を
と
り
出
す
た
め
に
は
不
適

切
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
し
ば
し
ば
読
解
が
難
か
し
い
こ
と
、
に
よ
る
。
田
中
の
指
摘

す
る
よ
う
に
、
本
来
で
あ
れ
ば
こ
う
し
た
側
面
を
も
含
め
た
彼
の
詞
の
全
体
像
を
提

示
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
能
力
を
こ
え
る
の
で
、
こ
の
小
論

で
は
限
定
的
な
考
察
に
止
め
た
い
。

　

次
に
瞥
見
し
た
い
く
つ
か
の
研
究
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

　

薛
砺
若

)((

( 

は
欧
陽
修
が
馮
延
巳
や
晏
殊
の
流
れ
を
く
み
な
が
ら
自
ら
の
作
風
を
完

成
さ
せ
た
こ
と
、
散
文
や
詩
を
読
む
と
厳
格
で
古
板
頑
強
な
人
間
に
思
え
る
が
、
詞

は
軽
柔
嫵
媚
で
あ
り
、
こ
う
し
た
繊
細
な
側
面
も
あ
る
こ
と
を
知
れ
ば
か
え
っ
て
詩

文
の
本
当
の
価
値
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
、
と
、
田
中
に
似
た
指
摘
を
し

て
い
る
。
ま
た
そ
の
詞
集
に
は
し
ば
し
ば
陽
春
集
（
馮
延
巳
）
や
珠
玉
詞
（
晏
殊
）

そ
の
他
の
詞
集
が
混
入
し
て
い
る
こ
と
、
官
能
的
な
多
く
の
詞
に
つ
い
て
は
後
人
が

悪
意
を
も
っ
て
竄
入
さ
せ
た
と
す
る
説
が
あ
る
こ
と
、
な
ど
も
つ
け
加
え
て
い
る
。

　

黄

) (

( 

は
北
宋
が
経
済
的
に
発
展
し
、
大
都
市
の
官
僚
か
ら
商
賈
に
至
る
人
々
の
「
娯

賓
消
遣
」
の
た
め
に
詞
曲
が
作
ら
れ
た
こ
と
、
欧
陽
修
の
詞
に
も
そ
う
し
た
側
面
が

あ
る
が
、
新
ら
し
い
別
の
面
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
第
一
に
民
間
の
風
土

に
根
ざ
し
た
新
ら
し
い
詞
を
作
っ
た
こ
と
、
第
二
に
自
然
の
景
物
の
美
し
さ
を
詠
っ

た
こ
と
、
第
三
に
艶
麗
で
官
能
的
な
詞
の
中
に
真
摯
な
感
情
性
を
こ
め
た
こ
と
、
第

四
に
惜
春
嘆
老
の
詞
の
背
後
に
国
を
愛
し
悲
憤
慨
嘆
す
る
気
持
を
こ
め
て
い
る
こ

と
、な
ど
。
さ
ら
に
彼
は
平
易
な
口
語
を
と
り
入
れ
て
新
機
軸
を
う
ち
出
し
た
こ
と
、

慢
詞
は
も
っ
ぱ
ら
柳
永
に
始
ま
る
と
さ
れ
て
き
た
が
、
彼
も
そ
の
創
作
に
貢
献
し
て

い
る
こ
と
を
も
指
摘
し
て
い
る
。
艶
詞
と
他
の
詞
人
の
作
品
の
混
入
に
つ
い
て
は
簡

単
に
触
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

　

陳
新

) (

( 

は
欧
陽
修
の
詞
が
多
く
の
議
論
を
ま
き
お
こ
し
、
毀
誉
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ

る
と
述
べ
る
。
ま
ず
そ
れ
は
清
麗
明
快
で
蘇
軾
か
ら
辛
棄
疾
に
ま
で
至
る
そ
の
後
の

詞
の
発
展
の
先
駆
と
な
っ
た
こ
と
、
艶
詞
に
関
連
し
て
姪
張
氏
と
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル

が
あ
る
と
さ
れ
、
し
か
し
そ
れ
が
必
ず
し
も
信
頼
で
き
る
情
報
で
は
な
い
こ
と
、
艶

詞
の
背
後
に
政
治
的
批
判
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
説
も
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
指

摘
し
て
い
る
。

　

王
釣
明

)((

( 
の
評
も
こ
れ
ら
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
彼
も
先
述
の
黄
と
同
じ
く
劉
熙
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載
の
、
晏
殊
、
欧
陽
修
は
馮
延
巳
の
影
響
を
と
も
に
受
け
た
が
、
晏
殊
は
そ
の
俊
を

得
、
欧
陽
修
は
そ
の
深
を
得
た
、
と
い
う
指
摘
を
引
き
、
前
者
が
温
庭
筠
に
近
い
華

美
な
詞
を
作
っ
た
の
に
対
し
、
後
者
は
韋
荘
に
近
い
清
麗
な
詞
を
作
っ
た
こ
と
、
そ

の
詞
に
し
ば
し
ば
身
世
の
感
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に

他
の
評
者
と
同
じ
く
、
内
容
を
写
景
、
民
間
習
俗
な
ど
に
拡
大
し
た
こ
と
に
つ
い
て

も
触
れ
て
い
る
。
ま
た
欧
陽
修
の
詞
の
大
き
な
部
分
を
占
め
る
「
抒
情
詞
」
に
つ
い

て
、
郭
正
忠
は
そ
れ
を
傷
春
、
嘆
老
、
惜
別
の
三
種
に
分
け
て
い
る
が
、
こ
の
三
者

は
常
に
混
在
し
て
い
て
分
か
つ
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
い
、
「
玉
樓
春
（
尊
前
擬
把

歸
期
説
）
」
そ
の
他
多
く
の
詞
を
引
い
て
い
る
。

　
　
　
　
　

三
．
黄
道
分
割

　

欧
陽
修
の
詞
に
は
春
秋
を
題
材
と
し
た
作
品
が
多
く
、
夏
、
冬
の
そ
れ
は
極
め
て

少
な
い
。
詩
に
は
そ
の
よ
う
な
偏
位
は
な
い
。
や
は
り
春
秋
は
風
趣
に
富
み
、
抒
情

性
の
ま
さ
っ
た
詞
で
は
題
材
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
や
す
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か

し
ま
ず
彼
の
詞
の
背
景
を
な
す
季
節
と
は
何
で
あ
る
か
を
一
考
し
た
い
。

　

黄
道
三
百
六
十
度
は
い
か
よ
う
に
も
分
割
し
う
る
。
二
分
割
、
三
分
割
、
四
分
割
、

五
分
割
、
六
分
割
・
・
・

) (

( 

。

　

二
分
割
。
暑
熱
と
寒
冷
、
乾
季
と
雨
季
、
二
分
割
は
最
も
基
底
的
な
分
割
で
は
あ

る
が
、
あ
ま
り
に
も
単
純
、
過
包
括
的
で
あ
り
、
一

リ
ト
ム
・
ア
ニ
ュ
エ
ル

年
周
期
を
彩
り
、
調
律
し
、
連

続
性
の
う
ち
に
変
化
を
も
た
ら
す
、
と
い
う
効
果
は
期
待
で
き
な
い
。

　

三
分
割
。
〈
三
〉
と
は
ど
の
よ
う
な
数
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
基
本
的
に
「
二
元

論
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
葛
藤
の
解
決
」
を
象
徴
し
、
対
立
す
る
二
者
を
よ
り
高

次
な
一
者
へ
と
統
合
し
よ
う
と
す
る
強
い
階
層
上
昇
的
志
向
性
を
内
包
し
て
い
る
。

そ
れ
は
空
間
に
投
影
さ
れ
る
と
三
角
形
と
な
り
、
基
底
の
両
端
が
頂
点
へ
と
収
斂
す

る
構
造
に
よ
っ
て
、
垂
直
的
秩
序
の
優
越
、
上
方
へ
の
飛
翔
、
高
次
の
統
合
を
、
そ

れ
故
に
ま
た
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
、
火
、
山
、
神
性
、
無
限
等
を
表
わ
す
も
の
と
な
る
。

し
か
し
そ
こ
に
時
間
性
が
導
入
さ
れ
る
と
、
〈
三
〉
は
三
角
形
の
内
的
構
造
よ
り
は

そ
の
辺
縁
へ
と
そ
の
関
心
を
移
動
さ
せ
る
。
そ
れ
は
底
辺
の
一
端
か
ら
出
発
し
、
辺

上
を
頂
点
へ
と
向
か
い
、
再
び
他
端
へ
と
下
降
す
る
。
過
程
に
注
目
す
れ
ば
三
角
形

は
ほ
ぼ
半
円
と
同
義
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
常
に
初
動
と
終
結
と
そ
の
中
間
経
過
と
い

う
三
契
機
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
太
陽
の
三
様
態
、
日
の
出
、
南
中
、
日
没
。

人
間
の
三
様
相
、
誕
生
、
成
熟
、
死
。
植
物
の
三
様
相
、
発
芽
、
結
実
、
搖
落
。
行

動
の
三
段
階
、
起
動
、
遂
行
、
終
結
。
論
理
の
三
段
階
、
発
語
、
展
開
、
帰
結
。
王

朝
の
三
様
態
、
創
建
、
盛
期
、
衰
退
・
・
・
。
こ
の
よ
う
に
〈
三
〉
は
そ
の
本
性
上
、

上
昇
と
下
降
の
ド
ラ
マ
を
内
包
し
た
強
い
一
方
向
的
、
不
可
逆
的
運
動
性
を
も
っ
て

い
る
。
そ
れ
故
に
一
年
の
三
分
割
は
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
、
つ
ま
り
各
季
節
の
特
性
を

保
ち
つ
つ
も
そ
の
基
底
に
常
に
推
移
へ
の
志
向
を
潜
在
さ
せ
、
か
つ
は
終
結
を
先
駆

的
に
含
む
あ
る
切
迫
性
を
も
つ
よ
う
な
季
節
観
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。
古
代

ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
は
一
年
は
春
、
夏
、
冬
で
あ
り
、
秋
は
単
に
夏
の
晩

オ
ポ
ー
ラ
ー

季
で
あ
っ

た
と
さ
せ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
滞
留
よ
り
は
流
動
を
、
生
誕
の
春
か
ら
輝
か
し

い
生
命
を
謳
歌
す
る
夏
を
経
て
死
と
沈
黙
の
冬
へ
と
崩
落
し
て
ゆ
く
推
移
相
の
強
調

を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

〈
四
〉
。
〈
二
〉
の
二
乗
。
一
本
の
線
に
よ
る
第
一
の
分
割
は
精
神
が
世
界
に
最
初

に
刻
み
こ
む
切
れ
目
、
原
初
的
な
認
識
の
端
緒
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
直
交
す

る
線
に
よ
る
第
二
の
分
割
は
全
く
異
質
な
原
理
に
基
づ
く
世
界
の
認
識
、
以
下
に
続

く
さ
ら
な
る
無
限
分
割
を
予
兆
さ
せ
つ
つ
と
り
あ
え
ず
は
第
一
の
分
割
と
協
同
し
て

は
じ
め
て
複
数
の
視
点
か
ら
世
界
を
把
握
し
、
定
位
す
る
よ
う
な
認
識
で
あ
る
。
こ

の
分
割
は
対
称
的
か
つ
対
比
的
で
あ
る
。
分
割
の
対
称
性
は
世
界
の
秩
序
性
、
均
衡
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性
、
規
則
性
、
安
定
性
、
堅
固
性
な
ど
の
性
質
を
顕
在
化
さ
せ
る
。
他
方
で
分
割
さ

れ
た
各
域
に
包
含
さ
れ
た
万
象
は
対
比
性
に
よ
っ
て
特
有
な
色
調
を
帯
び
る
こ
と
に

な
ろ
う
。
〈
四
〉
の
対
称
対
比
性
は
世
界
の
多
様
性
を
内
包
し
つ
つ
も
、
均
等
な
、

極
め
て
安
定
し
、
推
移
を
む
し
ろ
抑
圧
し
た
静
止
的
構
造
を
も
た
ら
す
。
一
年
の
四

分
割
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
の
特
殊
性
を
際
立
た
せ
、
分
割
線
を
よ
り
強
調
す
る
よ

う
な
季
節
観
を
形
成
さ
せ
る
。
し
か
し
逆
説
的
に
も
そ
れ
は
こ
の
対
称
性
そ
れ
自
体

に
よ
っ
て
原
点
を
通
る
軸
を
中
心
に
回
転
し
、
春
か
ら
夏
秋
を
経
て
沈
黙
の
冬
が
極

ま
っ
た
時
、
再
び
春
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

〈
五
〉
。
そ
れ
は
〈
一
＋
四
〉
で
あ
り
、
頭
と
四
肢
の
ご
と
く
対
称
的
全
体
と
そ
の

統
括
者
を
表
現
す
る
。
中
国
に
お
い
て
は
四
方
位
と
中
央
、
西
欧
に
お
い
て
は
同
じ

く
四
方
位
と
天
、
の
よ
う
な
空
間
の
分
割
が
そ
の
例
で
あ
る
。
一
年
の
分
割
で
は
わ

が
国
の
歳
時
記
、
四
季
に
特
別
な
年
の
初
め
で
あ
る
新
年
を
加
え
た
構
成
な
ど
に
、

あ
る
い
は
そ
の
痕
跡
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
一
年
周
期
を
分
割
す
る
数

は
す
で
に
確
定
し
て
い
る
も
う
一
つ
の
数
、
月
の
盈
虧
に
基
づ
く
〈
十
二
〉
の
約
数

で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
点
で
〈
五
〉
は
そ
の
資
格
を
欠
い
て
い
る
。

　

〈
六
〉
。
〈
三
＋
三
〉
。
正
三
角
形
が
表
わ
す
高
次
の
統
合
へ
の
志
向
と
逆
三
角
形
が

表
わ
す
原
初
へ
の
還
帰
の
和
、
夏
を
頂
点
と
す
る
三
分
割
と
冬
を
頂
点
と
す
る
三
分

割
。
そ
れ
は
あ
り
え
な
く
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
一
年
を
大
局
的
に
概
括
す
る
に

は
六
十
度
の
分
割
は
せ
わ
し
な
く
、
し
か
し
二
十
四
節
季
七
十
二
候
の
よ
う
に
そ
の

微
分
的
変
化
を
追
う
に
は
大
ざ
っ
ぱ
す
ぎ
る
中
途
半
端
な
数
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
あ

ま
り
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

や
は
り
一
年
周
期
を
分
割
す
る
の
は
、
推
移
相
に
お
い
て
季
節
を
把
握
し
、
一
方

向
的
な
完
成
態
へ
の
前
向
指
向
、
先
駆
的
終
結
を
包
有
す
る
〈
三
〉
か
、
静
止
相
に

お
い
て
そ
れ
を
把
握
し
、
対
称
対
比
的
な
、
差
異
を
強
調
し
つ
つ
も
そ
の
反
復
を
潜

在
さ
せ
た
〈
四
〉
の
何
れ
か
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
両
者
は
あ
る
い
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
に
お
け
る
線
分
的
な
時
間
と
、
ヘ
レ
ニ

ズ
ム
に
お
け
る
円
環
的
な
時
間
、
と
い
う
二
つ
の
時
間
的
把
握
に
い
く
分
類
似
し
た

区
分
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
吉
川

) (

( 

は
漢
時
の
挽
歌
（
薤
露
歌
）
の
解
説
で
言
う
。

　

世
界
の
す
べ
て
は
時
間
の
流
れ
の
上
を
推
移
し
て
ゆ
く
と
い
う
感
覚
は
、
早
く

か
ら
中
国
人
に
あ
っ
た
。
―
―
「
薤
上
露
、
何
ん
ぞ
晞
き
易
き
」
。
―
―
時
間
の

推
移
の
上
に
の
っ
て
、
露
は
き
え
去
り
、
人
間
は
そ
の
終
末
に
到
達
す
る
。

　

し
か
し
、
人
間
の
上
に
見
ら
れ
る
推
移
、
そ
れ
は
自
然
の
推
移
と
、
重
要
な
と

こ
ろ
で
お
な
じ
で
な
い
。
自
然
は
推
移
し
つ
つ
循
環
す
る
。
「
露
は
晞
け
ど
明
朝

更
に
復
た
落
ち
ん
。
」
し
か
し
人
間
の
生
命
は
、
再
び
循
環
す
る
こ
と
は
な
い
。
「
人

死
一
去
何
時
帰
。
」

　

人
間
も
自
然
も
同
じ
法
則
の
も
と
に
い
る
と
い
う
の
は
、
中
国
人
の
世
界
観
の

根
本
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
人
間
と
自
然
の
間
に
あ
る
大
き
な
さ
け
め
、
す

な
わ
ち
人
間
の
一
生
は
有
限
で
あ
る
の
に
反
し
、
自
然
は
悠
久
で
あ
る
と
い
う
大

き
な
さ
け
め
に
、
目
を
つ
む
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
さ
け
め
が
、
ふ
と
目
の

前
に
現
れ
た
と
き
に
、
中
国
の
悲
傷
の
詩
は
生
ま
れ
る
―
―
（
以
下
略
）
。

こ
の
推
移
と
循
環
の
二
面
性
は
一
年
周
期
の
三
分
割
と
四
分
割
と
に
対
応
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
両
者
は
時
に
相
互
に
滲
透
す
る
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
四
分
割
さ
れ
た
四

季
に
孟
仲
季
と
い
う
サ
ブ
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
は
四
分

割
内
に
お
け
る
三
分
割
性
の
反
映
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
三
分
割
で
は
そ
の
中
央

部
の
プ
ラ
ト
ー
が
二
分
さ
れ
て
四
分
割
に
近
づ
く
こ
と
が
あ
る
。
太
陽
の
三
様
態
に
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お
け
る
南
中
は
長
す
ぎ
る
過
程
が
午
前
と
午
後
に
分
け
ら
れ
、
人
間
の
一
生
に
お
け

る
成
熟
は
青
年
期
と
壮
年
期
に
分
け
ら
れ
、
植
物
の
成
長
に
お
け
る
結
実
は
そ
の
前

に
開
花
が
お
か
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
。
王
朝
の
盛
期
と
い
う
プ
ラ
ト
ー
は
た
と
え
ば

初
唐
と
晚
唐
の
中
間
を
盛
唐
と
中
唐
の
よ
う
に
区
切
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
三
分
割
性
と
四
分
割
性
と
は
よ
り
複
雑
な
形
で
重
合
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
で

あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　

四
．
春

　

欧
陽
修
の
詞
は
春
と
秋
を
背
景
と
し
た
作
品
が
多
く
、
夏
冬
を
背
景
と
し
た
作
品

は
極
め
て
少
な
い
。
各
月
ご
と
の
風
光
を
詠
じ
た
「
漁
家
傲
」
を
除
く
と
夏
冬
の
詞

は
「
臨
江
仙
（
柳
外
輕
雷
池
上
雨
」
（
夏
）
、
「
蝶
戀
花
（
簾
幕
東
風
寒
料
峭
」
（
冬
）

な
ど
数
首
に
す
ぎ
な
い
。
春
秋
は
夏
冬
に
比
し
て
風
趣
に
富
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と

な
の
で
あ
ろ
う
が
、
さ
ら
に
春
の
詞
は
秋
の
詞
に
比
し
て
約
三
倍
に
な
っ
て
い
る
。

彼
の
詩
作
品
に
は
こ
う
し
た
極
端
な
偏
位
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　

前
述
の
よ
う
に
郭
正
忠
は
欧
陽
修
の
抒
情
詞
を
傷
春
、
嘆
老
、
惜
別
に
分
け
た
と

の
こ
と
で
あ
る
が
、
惜
別
と
は
ど
の
よ
う
な
内
容
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

惜
別
を
字
義
通
り
に
と
れ
ば
そ
れ
を
テ
ー
マ
と
し
た
作
品
は
あ
ま
り
多
く
な
い
の

で
、
わ
れ
わ
れ
は
か
わ
り
に
三
十
首
に
近
い
春
を
背
景
と
し
た
閨
怨
詞
を
あ
げ
た
い

と
考
え
る
。
無
論
、
秋
を
背
景
と
し
た
閨
怨
詞
も
存
在
す
る
が
、
な
ぜ
か
そ
れ
は
春

の
そ
れ
に
比
し
て
は
る
か
に
少
な
い
。

　

ま
ず
春
の
閨
怨
詞
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
ご
く
定
型
的
な
例
。

　
　
　

蝶
戀
花

　

畫
閤
歸
來
春
又
晚

　

燕
子
雙
飛

　

柳
軟
桃
花
淺

　

細
雨
滿
天
風
滿
院

　

愁
眉
斂
盡
無
人
見

　

獨
倚
闌
干
心
緒
亂

　

芳
草
芊
綿

　

尚
憶
江
南
岸

　

風
月
無
情
人
暗
換

　

舊
遊
如
夢
空
腸
斷

　
　

玉
樓
春

　

去
時
梅
萼
初
凝
粉

　

不
覺
小
桃
風
力
損

　

梨
花
最
晚
又
凋
零

　

何
事
歸
期
無
定
準

　

闌
干
倚
遍
重
來
凭

　

淚
粉
偸
將
紅
袖
印

　

蜘
蛛
喜
鵲
誤
人
多

　

似
此
無
憑
安
足
信

後
闋
第
三
行
は
西
京
雑
記
に
あ
る
、
鵲
が
さ
わ
げ
ば
待
ち
人
が
来
て
、
蜘
蛛
が
集
ま
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れ
ば
喜
び
ご
と
が
多
い
と
い
う
、
陸
賈
が
樊
噲
に
語
っ
た
と
さ
れ
る
言
葉
を
ふ
ま
え

て
い
る
。

　

春
の
閨
怨
詞
が
よ
り
多
い
一
つ
の
理
由
と
し
て
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
に
仮
定
し

て
み
た
い
。
酒
席
に
お
い
て
経
綸
を
論
じ
る
よ
り
も
豔
曲
を
う
た
う
方
が
ふ
さ
わ
し

い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
多
く
女
性
を
主
人
公
と
し
た
閨
怨
と
い
う
形

を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
当
時
の
男
尊
的
社
会
通
念
か
ら
し
て
女
性
は
若
さ

が
最
も
価
値
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
若
さ
が
空
し
く
失
わ
れ
る
過
程
が
、
美
し

い
風
光
と
そ
れ
が
速
や
か
に
去
り
ゆ
く
春
の
過
程
に
比
定
さ
れ
た
の
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
か
。
男
性
に
は
さ
ら
に
生
が
充
実
す
る
壮
年
期
と
、
あ
る
視
点
か
ら
み
れ
ば
独

自
の
価
値
を
も
つ
老
年
期
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

次
に
嘆
老
詞
を
例
示
し
た
い
。

　
　

玉
樓
春

　

兩
翁
相
遇
逢
佳
節

　

正
値
柳
綿
飛
如
雪

　

使
須
豪
飲
敵
靑
春

　

莫
對
新
花
羞
白
髪

　

人
生
聚
散
如
弦
筈

　

老
去
風
情
尤
惜
別

　

大
家
金
盞
倒
垂
蓮

　

一
任
西
樓
低
曉
月

弦
筈
は
弦
と
や
は
ず
の
こ
と
で
、
ひ
と
た
び
離
れ
れ
ば
逢
う
こ
と
は
難
し
い
と
い
う

陸
機
の
表
現
に
由
来
し
て
い
る
。
後
闋
第
三
行
は
、
君
よ
金
蓮
を
形
ど
っ
た
杯
を
さ

か
し
ま
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
互
い
に
乾
杯
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
柳

絮
が
雪
の
よ
う
に
飛
ぶ
美
し
い
春
に
ち
ょ
う
ど
旧
友
に
逢
い
、
失
わ
れ
た
青
春
に
対

抗
し
う
る
ほ
ど
に
豪
飲
し
よ
う
と
い
う
。
青
春
と
は
春
の
こ
と
か
年
少
者
の
こ
と
か
、

そ
れ
と
も
若
さ
や
青
年
期
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
老
人
に
は
失
わ

れ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
　

聖
無
憂

　

世
路
風
波
險

　

十
年
一
別
須
臾

　

人
生
聚
散
長
如
此

　

相
見
且
歡
娯

　

好
酒
能
消
光
景

　

春
風
不
染
髭
鬚

　

爲
公
一
醉
花
前
倒

　

紅
袖
莫
來
扶

欧
陽
修
は
慶
暦
五
年
（
一
〇
四
五
年
）
か
ら
至
和
元
年
（
一
〇
五
五
年
）
ま
で
滁
州

に
貶
謫
さ
れ
て
い
た
。
後
闋
第
二
行
は
、
こ
の
暖
か
い
春
風
も
白
く
な
っ
た
ひ
げ
を

も
と
の
黒
に
染
め
て
は
く
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

嘆
老
詞
も
春
を
背
景
と
す
る
作
品
が
多
い
。
秋
の
そ
れ
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が

極
め
て
少
な
い
。
「
減
字
木
蘭
花
（
傷
懷
離
抱　

天
若
有
情
天
亦
老
―
―
李
賀
の
句

を
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
い
る
―
―
）
」
、
「
漁
家
傲
（
九
日
歡
遊
何
處
好
・
・
・
落
葉
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西
園
風
嫋
嫋　

催
秋
老
）
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
ろ
う
か
。

　

老
い
と
秋
は
同
期
化
し
て
い
て
対
比
の
効
果
が
少
な
く
、
や
は
り
嘆
老
に
は
若
さ

と
そ
の
象
徴
で
あ
る
春
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
ろ
う
。
花
や
柳
絮
は
開

花
を
長
く
待
た
れ
な
が
ら
咲
け
ば
忽
ち
に
散
り
、
春
は
長
く
待
た
れ
な
が
ら
来
た
れ

ば
忽
ち
に
去
り
、
生
は
自
己
実
現
が
期
待
さ
れ
な
が
ら
気
づ
く
と
す
で
に
終
極
に
近

づ
い
て
い
る
。
三
者
は
同
型
的
で
あ
り
、
互
い
の
隠
喩
で
あ
る
。
他
方
、
彼
の
嘆
老

詞
は
ほ
と
ん
ど
が
杯
を
挙
げ
て
愁
思
に
対
抗
し
よ
う
で
は
な
い
か
、
と
い
う
定
型
的

な
帰
結
を
と
る
。
そ
こ
に
痛
切
な
悲
傷
や
悔
恨
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ

れ
は
こ
こ
で
も
閨
怨
詞
に
お
け
る
と
同
じ
く
、
エ
リ
ク
ソ
ン
の
発
達
段
階
説
、
自
己

実
現
と
絶
望
の
段
階
な
ど
を
仮
定
し
た
く
な
る
。
当
時
の
士
人
に
と
っ
て
壮
老
年
期

が
自
己
実
現
の
達
成
さ
れ
る
人
生
の
盛
時
で
あ
る
。
春
の
嘆
老
は
こ
の
時
期
を
省
略

し
、
若
年
と
す
で
に
退
隠
し
た
老
年
を
直
接
対
比
さ
せ
る
。
失
わ
れ
た
の
は
若
さ
で

あ
り
、
生
の
意
味
全
体
で
は
な
い
。
彼
の
官
僚
生
活
は
一
定
の
成
功
を
お
さ
め
た
が
、

そ
の
こ
と
が
嘆
老
詞
に
お
け
る
い
く
分
の
真
正
性
の
欠
如
と
関
連
し
て
い
る
の
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

最
後
に
傷
春
詞
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
欧
陽
修
は
、
あ
る
い
は
多
く
の
詞
人

た
ち
は
、
春
で
あ
る
が
故
に
心
を
傷
ま
し
め
る
の
か
、
春
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

心
を
傷
ま
し
め
る
の
か
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
以
前
か
ら
病
跡
学
で
と
り
あ
げ
ら
れ

て
き
たt

r
o
t
z

かw
e
g
e
n

か
の
問
題
に
出
会
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

典
型
的
なt

r
o
t
z

（
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
の
例
は
、
春
風
駘
蕩
と
し
て
百
花
咲
き

出
ず
る
美
し
い
春
の
風
光
と
、
そ
れ
と
反
対
の
愁
い
に
み
ち
た
自
ら
の
心
情
と
を
対

比
さ
せ
た
作
品
で
あ
る
。

　
　

漁
家
傲

　

二
月
春
期
看
已
半

　

江
邊
春
色
靑
猶
短

　

天
氣
養
花
紅
日
暖

　

深
深
院

　

眞
珠
簾
額
初
飛
燕

　

漸
覺
銜
盃
心
緒
懶

　

酒
浸
花
臉
嬌
波
慢

　

一
捻
閒
愁
無
處
遣

　

牽
不
斷

　

游
絲
百
尺
隨
風
遠

養
花
の
天
気
と
は
牡
丹
の
開
く
こ
ろ
に
多
い
軽
雨
微
雲
の
天
候
を
指
す
。
詞
は
春
が

深
ま
る
と
漸
く
心
が
懶
く
な
る
こ
と
を
覚
え
、
一
段
と
増
し
た
閒
愁
を
処
理
す
る
す

べ
も
な
い
心
情
を
詠
う
。
外
に
は
美
し
い
春
の
風
光
が
あ
り
、
し
か
し
に
も
か
か
わ

ら
ず
愁
思
は
一
層
深
ま
る
の
で
あ
る
。
後
闋
第
二
行
、
慢
は
曼
で
あ
り
、
酒
に
酔
っ

て
色
づ
い
た
女
性
の
ま
な
ざ
し
が
さ
ら
に
美
し
く
な
る
と
い
う
。
こ
の
詞
は
女
性
を

侍
ら
せ
た
酒
席
の
作
な
の
か
、
女
性
に
仮
托
し
て
春
を
詠
っ
て
い
る
の
か
、
い
ず
れ

に
し
て
も
美
し
い
春
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
晴
れ
や
ら
ぬ
心
情
と
の
乖
離
が
テ
ー
マ

で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　

鵲
踏
枝

　

誰
道
閑
情
抛
棄
久

　

毎
到
春
來
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惆
悵
還
依
舊

　

日
日
花
前
常
病
酒

　

不
辭
鏡
裏
朱
顏
痩

　

河
畔
靑
蕪
堤
上
柳

　

爲
問
新
愁

　

何
事
年
年
有

　

獨
立
小
橋
風
滿
袖

　

平
林
新
月
人
歸
後

こ
の
詞
は
わ
れ
わ
れ
が
披
見
し
え
た
限
り
で
は
二
種
の
欧
陽
集
全
集

)((

)
(

(1

(

 

と
前
掲
「
欧

陽
集
秦
觀
詞
選
」
で
は
欧
陽
修
の
作
と
さ
れ
て
い
る
が
、
「
欧
陽
修
詞
箋
注
」
で
は

と
ら
れ
て
い
な
い
。
近
年
の
「
馮
延
巳
研
究
」) (

(

「
馮
延
巳
詞
」) (

(

に
は
当
然
の
こ
と
な

が
ら
採
録
さ
れ
て
い
る
が
、
他
の
二
作
品
（
「
六
曲
闌
干
偎
碧
樹
」
「
庭
院
深
深
深
幾

許
」
）
と
と
も
に
欧
陽
修
作
の
説
が
あ
る
こ
と
も
併
記
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
馮
延
巳
の
作
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
を
も
っ
て
い
る
。
欧
陽

修
の
作
は
傷
春
で
あ
る
に
せ
よ
閨
怨
嘆
老
で
あ
る
に
せ
よ
か
な
り
定
型
的
で
あ
り
、

か
つ
い
く
分
直
截
な
表
現
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
詞
の
よ
う
に
サ
ン
ボ
リ
ズ
ム
風

に
空
虚
感
を
景
に
托
し
て
詠
じ
る
傾
向
は
よ
り
少
な
い
。
た
だ
し
田
中
は
後
闋
二
、

三
行
「
爲
問
新
愁　

何
事
年
年
有
」
は
孫
光
憲
「
生
査
子
」
の
「
春
病
與
春
愁　

何

事
年
年
有
」
に
影
響
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
す
る
と
に

わ
か
に
欧
陽
修
説
が
有
力
に
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ

の
三
名
作
の
作
者
が
確
定
で
き
な
い
の
は
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
問
題

は
し
ば
ら
く
措
い
て
、
と
り
あ
え
ずt

r
o
t
z

の
例
と
し
て
こ
の
詞
を
と
り
あ
げ
て
み

た
い
。
小
川
環
樹
は
村
上

) (

( 

の
「
李
煜
」
の
跋
で
こ
の
作
品
に
触
れ
て
言
う
。

　

（
こ
の
詞
の
）
後
半
に
お
い
て
、
ま
ず
「
河
畔
の
青
蕪　

堤
上
の
柳
」
の
句
で
、

春
景
色
が
点
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
た
だ
の
景
物
で
は
な
く
、
ま
た
人
の

心
を
浮
き
立
た
せ
る
は
ず
な
の
に
、
実
は
そ
う
で
な
い
こ
と
が
次
の
二
行
で
明
ら

か
に
な
る
。
「
爲
に
問
う
新
た
な
る
愁
い
の　

何
事
ぞ
年
年
に
有
る
。
」
青
青
と
し

げ
る
草
、
芽
を
ふ
く
柳
。
わ
が
心
の
う
ち
に
生
い
出
て
、
は
び
こ
っ
て
ゆ
く
憂
愁

は
、
そ
の
草
や
柳
の
よ
う
に
、
年
年
に
新
し
い
。
つ
ま
り
後
半
の
第
一
行
は
、
読

者
の
予
想
と
反
対
の
事
を
言
い
出
す
た
め
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
で
、
二
重
の
役

目
を
は
た
す
わ
け
に
な
る
。

（
中
略
）

前
半
で
提
起
さ
れ
た
「
閑
情
」
と
「
惆
悵
」
。
前
者
は
春
の
楽
し
さ
を
味
わ
う
心

の
余
裕
を
さ
し
、
後
者
は
何
の
も
の
を
も
っ
て
も
う
ず
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
心

の
空
虚
を
さ
す
。
そ
の
空
し
い
心
に
入
り
こ
ん
で
来
る
の
は
、
い
つ
も
愁
い
、
と

言
う
の
が
後
半
で
あ
る
（
以
下
略
）
。

こ
こ
に
はt

r
o
t
z

と
い
う
契
機
の
意
味
と
効
果
が
適
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
き

に
は
明
示
し
な
か
っ
た
が
、
既
述
の
閨
怨
嘆
老
詞
も
極
め
て
多
く
を
こ
の
契
機
に

負
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

春
で
あ
る
が
故
に
（w

e
g
e
n

）
心
を
傷
ま
し
め
る
と
は
ど
の
よ
う
な
事
態
で
あ
ろ

う
か
。

　
　

浣
渓
沙

　

湖
上
朱
橋
響
畫
輪
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溶
溶
春
水
浸
春
雲

　

碧
瑠
璃
滑
浄
無
塵

　

當
路
遊
絲
縈
醉
客

　

隔
花
啼
鳥
喚
行
人

　

日
斜
歸
去
奈
何
春

こ
の
詞
に
対
し
て
楊
愼
は
「
『
奈
何
春
』
三
字
、
新
而
遠
」
と
言
い
、
沈
際
飛
は
「
奈

何
二
字　

春
色
撩
人
」と
言
い
、
潘
游
龍
は
「
奈
何
字　

春
色
無
邊
」と
言
う
。
「
撩
人
」

と
は
人
の
心
を
み
だ
す
の
意
か
、
人
に
ま
つ
わ
り
つ
く
の
意
か
。
ど
ち
ら
の
意
味
に

し
て
も
、
そ
し
て
他
の
二
者
の
評
語
も
、
春
が
く
み
つ
く
し
え
ざ
る
広
さ
と
深
さ
を

も
ち
、
作
者
が
十
分
に
そ
れ
に
対
処
し
き
れ
ず
、
そ
の
こ
と
を
嘆
じ
て
い
る
、
と
指

摘
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
兪
陛
雲
は
こ
の
詞
は
、
上
闋
で
は
春
光

明
媚
な
風
景
を
描
い
て
い
る
が
、
下
闋
で
は
醉
っ
ぱ
ら
い
や
鳥
が
や
ま
か
し
く
騒
ぎ

た
て
て
ど
う
し
よ
う
も
な
く
、
夕
方
に
も
な
っ
た
の
で
帰
る
だ
け
で
あ
る
と
述
べ
て

い
る
、
と
評
す
る
。
う
が
っ
た
興
味
深
い
見
方
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
う
し
た
こ
と

を
詞
と
し
て
詠
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
や
は
り
こ
の
「
奈
何
」
は
大
い
な

る
も
の
に
対
す
る
畏
敬
、
そ
し
て
自
ら
の
無
力
感
の
表
白
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　

玉
樓
春

　

東
風
本
是
開
花
信

　

及
至
花
時
風
更
緊

　

吹
開
吹
謝
苦
怱
怱

　

春
意
到
頭
無
處
問

　

把
酒
臨
風
千
萬
恨

　

欲
掃
殘
紅
猶
未
忍

　

夜
來
風
雨
轉
離
披

　

滿
眼
淒
涼
愁
不
盡

花
信
と
は
小
寒
か
ら
穀
雨
に
至
る
百
二
十
日
間
、
五
日
を
一
候
と
し
、
一
候
ご
と
に

一
つ
の
花
を
春
風
が
開
か
せ
る
と
い
う
、
そ
う
し
た
花
だ
よ
り
を
言
う
。
離
披
は
落

花
が
散
っ
て
い
る
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。
「
春
意
」
と
は
何
か
。
春
の
の
ど
か
な
気
持

か
、
春
を
楽
し
も
う
と
す
る
気
持
か
、
あ
る
い
は
春
へ
の
何
ら
か
の
問
い
か
け
の
気

持
か
。
花
の
開
落
が
あ
わ
た
だ
し
く
結
局
の
と
こ
ろ
問
い
を
い
つ
ど
こ
に
向
け
て
よ

い
か
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
表
現
か
ら
し
て
、
そ
れ
は
春
を
楽
し
む
気
持
で
あ
る
に

せ
よ
そ
れ
と
一
体
化
し
た
春
と
い
う
存
在
へ
の
問
い
か
け
、
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
て
、

そ
も
そ
も
春
と
は
何
で
あ
る
の
か
、
そ
の
意
図
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
わ
れ
わ
れ
は

ど
う
す
れ
ば
そ
れ
に
対
応
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
い
か
け
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
れ
を
理
解
す
る
い
と
ま
も
な
く
春
は
過
ぎ
去
り
、
詞
人
は
空
し
く
残
紅
に
対

す
る
の
み
な
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
ま
た
「
春
到
幾
人
能
爛
賞
」（
「
定
風
波
」
）
と
詠
い
、

「
借
問
春
歸
何
處
所
」
（
「
玉
樓
春
」
）
と
詠
う
。
爛
賞
と
は
爛
漫
た
る
花
ま
た
は
春
の

盛
時
に
対
峙
し
、
そ
れ
を
味
賞
し
つ
く
し
、
そ
の
意
味
を
了
解
す
る
こ
と
で
は
な
い

の
か
。
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
多
く
に
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
。
春
帰
と
い
う
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ
は
ど
こ
か
ら
か
来
た
り
、
し
ば
し
と
ど
ま
り
、
し
か
し
そ
の
本
意
を

明
ら
め
る
い
と
ま
も
与
え
ず
い
ず
こ
か
へ
と
去
っ
て
ゆ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。

　
　

鶴
沖
天
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梅
謝
粉

　

柳
拖
金

　

香
滿
舊
園
林

　

養
花
天
氣
半
晴
陰

　

花
好
却
愁
深

　

花
無
數

　

愁
無
數

　

花
好
却
愁
春
去

　

戴
花
持
酒
祝
東
風

　

千
萬
莫
怱
怱

花
が
好
け
れ
ば
か
え
っ
て
愁
い
は
深
い
と
い
う
。
か
え
っ
て
と
言
っ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
詞
にt

r
o
t
z

よ
り
もw

e
g
e
n

の
契
機
を
み
る
。
そ
れ
は

さ
き
にt

r
o
t
z

の
例
と
し
て
あ
げ
た
作
品
で
は
明
る
い
春
光
が
ひ
と
ま
ず
は
肯
定
さ

れ
、
そ
れ
に
対
比
し
て
愁
苦
の
情
が
表
現
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
作
品
で

は
花
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
析
出
し
た
春
そ
の
も
の
に
衰
残
凋
落
の
み
が
看
取
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
無
論
、
後
闋
で
は
愁
い
は
花
の
咲
く
春
が
去
っ
て
し
ま
う
か
ら

で
あ
る
と
詠
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
花
を
喜
ば
ず
に
愁
う
る
だ
け
と
い
う
こ
と
は
結

局
は
そ
れ
に
正
対
し
、
そ
れ
を
十
全
に
経
験
味
賞
し
つ
く
し
て
、
そ
れ
が
問
い
か
け

る
も
の
に
応
答
し
え
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
は
終
末
論
的
色
彩
を
帯
び
た

カ
イ
ロ
ス
の
予
兆
の
み
が
突
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
う
し
た
詞
句
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
春
で
あ
る
が
故
に
心
を
傷
ま
し
め
る
と
い
う

事
態
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
春
、
こ
の
無
辺
で
深
微
で
決
し
て
尽
く
し

え
ざ
る
な
に
も
の
か
、
彼
は
そ
れ
に
正
面
か
ら
対
峙
し
、
そ
の
全
質
量
を
受
け
と

め
、
そ
れ
を
十
全
に
味
賞
し
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
了
解
し
、
遂
に
は
そ
の
中

に
入
り
そ
れ
と
一
体
に
な
ろ
う
と
試
み
る
に
至
る
。
し
か
し
そ
れ
は
処
処
に
溢
れ
な

が
ら
捉
え
よ
う
と
す
れ
ば
ど
こ
に
も
な
く
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
対
処
す
る
に
は
あ
ま

り
に
も
巨
大
で
あ
り
、
そ
の
試
み
は
こ
と
ご
と
く
失
敗
に
帰
し
、
そ
れ
は
尽
く
し
え

ざ
る
深
み
を
も
っ
た
謎
の
ま
ま
に
過
ぎ
去
っ
て
ゆ
く
。
こ
こ
に
は
一
種
の
ヌ
ミ
ノ
ー

ゼ
（N

u
m
i
n
o
s
e

）
に
対
す
る
感
覚
に
近
い
そ
れ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
周
知
の

ご
と
く
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
と
は
オ
ッ
ト
ー
・R

が
神
の
観
念
を
表
現
す
る
「
聖
な
る
も
の
」

を
分
析
し
、
そ
こ
に
合
理
的
倫
理
的
な
要
素
だ
け
で
は
な
く
非
合
理
的
な
そ
れ
も
存

在
す
る
こ
と
を
見
出
し
、
神
性
を
意
味
す
る
ラ
テ
ン
語
「
ヌ
ー
メ
ン
」
に
基
い
て
作

り
出
し
た
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
は
表
現
し
が
た
い
神
秘
的
な
神
性
で
、
抗
し
が
た
い

魅
力
を
も
ち
な
が
ら
、
他
方
で
深
い
畏
怖
、
強
い
圧
倒
感
を
と
も
な
う
被
造
性
の
感

覚
を
人
間
に
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
西
欧
人
が
神
の
前
で
抱
い
た
ほ
ど
の

強
烈
な
被
造
感
が
欧
陽
修
に
あ
っ
た
と
ま
で
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
し
か
し
彼
が
―

―
そ
し
て
多
く
の
詩
人
た
ち
が
―
―
春
と
い
う
広
大
無
辺
な
存
在
、
あ
る
い
は
そ
う

し
た
世
界
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
対
し
、
限
り
な
い
魅
力
と
そ
れ
を
十
全
に
把
握
し

味
賞
し
え
な
い
焦
燥
、
そ
れ
を
失
う
こ
と
へ
の
悲
哀
を
感
じ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り

う
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
にw

e
g
e
n

と
い
う
契
機
の
存
在

を
指
摘
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。

　

w
e
g
e
n

とt
r
o
t
z

と
は
必
ず
し
も
同
一
作
品
の
中
に
共
在
し
え
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
た
と
え
ば
閨
怨
詞
に
お
い
てt

r
o
t
z

の
契
機
が
強
調
さ
れ
て
い
て
も
背
景
に

w
e
g
e
n

の
そ
れ
が
潜
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
作
品
も
多
く
、
傷
春
詞
に
お
い
て

w
e
g
e
n

の
契
機
が
テ
ー
マ
で
あ
る
に
し
て
も
部
分
的
にt

r
o
t
z

の
そ
れ
が
表
面
に
う

ち
出
さ
れ
て
い
る
作
品
も
存
在
す
る
。
両
者
は
相
反
的
で
も
あ
る
が
相
補
的
で
も
あ

り
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
極
限
的
な
理
念
と
し
て
は
、
こ
の
対
比
的
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な
二
者
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
。

　

こ
の
両
者
は
さ
ら
に
、
第
三
節
で
述
べ
た
三
分
割
的
季
節
観
と
四
分
割
的
な
そ
れ

と
に
あ
る
程
度
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。w

e
g
e
n

、
三
分
割
性
に
お
け
る

不
可
逆
的
で
一
切
の
猶
予
な
く
終
末
へ
と
向
か
う
一
方
向
性
、
そ
の
線
上
の
春
、
花
々

は
、
風
光
は
圧
倒
的
に
美
し
く
、
し
か
し
分
析
風
の
表
現
を
藉
り
れ
ばI

c
h
-
f
r
e
m
d

な
、
親
し
み
や
安
ら
ぎ
を
与
え
な
い
何
も
の
か
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
に
十
全

に
関
わ
り
、
そ
れ
と
一
体
に
な
る
こ
と
も
そ
れ
を
止
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
無
力
感

を
も
ち
、
痛
烈
な
有
限
性
の
自
覚
、
被
造
感
を
も
つ
。
こ
れ
に
対
し
て
四
分
割
性
に

お
け
る
春
は
畏
怖
感
を
与
え
ず
、
そ
の
風
光
はI

c
h
-
g
e
r
e
c
h
t

な
、
親
し
み
を
与
え

る
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
の
心
情
が
そ
れ
に
そ
ぐ
わ
な
い
場
合
で
あ
れ

（t
r
o
t
z

）
、
そ
う
し
た
こ
と
ど
も
が
お
こ
る
地
平
と
し
て
の
春
に
信
頼
し
、
過
ぎ
去
っ

て
も
再
び
め
ぐ
り
く
る
で
あ
ろ
う
循
環
性
に
期
待
し
、
不
可
逆
的
な
決
定
性
と
い
う

よ
り
も
可
逆
的
な
暫
定
性
の
う
ち
に
安
ら
ぐ
。
そ
こ
で
は
被
造
性
よ
り
も
親
和
性
が

優
越
し
、
詠
嘆
は
し
ば
し
ば
感
傷
的
な
、
そ
れ
故
に
半
ば
快
よ
い
情
趣
を
伴
う
に
至

る
。

　

欧
陽
修
か
ら
は
な
れ
る
が
、
た
と
え
ば
唐
詩
に
お
け
る
表
現
、

　

舊
苑
荒
臺
楊
柳
新

　

菱
歌
淸
唱
不
勝
春

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
李
白
「
蘇
臺
覧
古
」
）

　

煬
帝
行
宮
汴
水
濱

　

數
株
楊
柳
不
勝
春

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
劉
禹
錫
「
楊
柳
枝
詞
」
）

こ
の
「
春
に
た
え
ず
」
と
い
う
表
現
は
、
春
の
圧
倒
的
な
重
量
を
受
け
と
め
え
な
い

こ
う
し
た
被
造
感
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
　

江
南
逢
李
龜
年

　

岐
王
宅
裏
尋
常
見

　

崔
九
堂
前
幾
度
聞

　

正
是
江
南
好
風
景

　

落
花
時
節
又
逢
君

ど
こ
ま
で
も
美
し
い
春
、
そ
の
美
し
い
外
界
と
悲
哀
愁
苦
に
み
ち
た
内
面
と
の
乖
離
、

こ
の
詩
は
典
型
的
なt

r
o
t
z

の
例
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
彼
が
そ
の
愁
苦
の
情
を
言
わ

ず
、
さ
り
げ
な
く
正
に
こ
れ
好
風
景
と
言
い
、
さ
ら
に
は
落
花
の
時
節
と
言
い
、
ま

た
君
に
逢
う
と
言
う
時
、
そ
の
抑
制
さ
れ
た
逆
説
性
に
は
春
の
循
環
性
で
は
な
く
そ

の
循
環
性
を
も
部
分
と
し
て
含
有
す
る
よ
り
基
底
的
な
一
方
向
性
の
意
識
が
、
ま
た

そ
れ
と
共
起
的
な
大
い
な
る
春
に
お
け
るw

e
g
e
n

の
、
被
造
性
の
意
識
が
看
取
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
杜
甫
の
七
絶
はt

r
o
t
z

とw
e
g
e
n

が
重
合
し
た
名
作
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
以
上
、
両
契
機
を
例
示
す
る
た
め
に
い
さ
さ
か
本
論
を
は
な
れ
て

み
た
。

　
　
　
　
　

五
．
秋

　

秋
は
美
し
い
季
節
で
あ
る
。
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漁
家
傲

　

一
派
潺
潺
流
碧
漲

　

新
亭
四
面
山
相
向

　

翠
竹
嶺
頭
明
月
上

　

迷
俯
仰

　

月
輪
正
在
泉
中
漾

　

更
待
高
秋
天
氣
爽

　

菊
花
香
裏
開
新
釀

　

酒
美
賓
嘉
眞
勝
賞

　

紅
粉
唱

　

山
深
分
外
歌
聲
響

春
も
よ
い
が
秋
の
方
が
さ
ら
に
よ
い
、
と
い
う
作
も
あ
る
。

　

漁
家
傲

靑
女
霜
前
催
得
綻

金
鈿
亂
散
枝
頭
遍

落
帽
臺
高
開
雅
宴

芳
尊
滿

採
花
吹
在
流
霞
面

桃
李
三
春
雖
可
羨

鶯
來
蝶
去
芳
心
亂

争
似
仙
潭
秋
水
岸

香
不
斷

年
年
自
作
茱
萸
伴

青
女
は
霜
雪
を
司
る
神
で
霜
の
お
り
る
こ
ろ
に
菊
花
が
開
く
と
い
う
。
金
鈿
は
こ
の

詞
で
は
小
さ
く
て
花
の
密
な
菊
を
意
味
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
落
帽
と
は
、
桓
温
の

参
軍
で
あ
っ
た
孟
嘉
が
重
陽
の
日
に
山
に
遊
ん
だ
折
、
風
で
帽
子
が
と
ば
さ
れ
た
の

に
気
づ
か
ず
、
桓
温
が
孫
盛
に
そ
れ
を
笑
う
文
を
作
ら
せ
た
、
と
い
う
故
事
に
基
づ

く
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
九
月
九
日
に
宴
を
開
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で

あ
ろ
う
。
流
霞
は
抱
朴
子
に
み
え
る
仙
酒
の
名
、
仙
潭
は
河
南
府
に
あ
る
菊
潭
、
か

た
わ
ら
に
甘
菊
が
生
え
て
い
て
そ
の
た
め
に
川
の
水
も
甘
く
、
そ
れ
を
飲
む
と
長
生

き
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
茱
萸
は
重
陽
節
に
邪
気
を
払
う
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。

些
末
な
故
事
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
要
す
る
に
春
も
い
い
が
い
ろ
い
ろ
と
せ

わ
し
な
く
心
を
惑
わ
す
こ
と
が
多
く
、
ど
う
し
て
心
静
か
に
菊
花
や
秋
水
に
対
す
る

秋
に
比
肩
し
え
よ
う
か
、
と
秋
を
賞
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

春
ほ
ど
多
く
は
な
い
が
、
無
論
、
秋
の
閨
怨
詞
も
存
在
す
る
。

　
　

淸
商
怨

　

關
河
愁
思
望
處
滿

　

漸
素
秋
向
晚

　

雁
過
南
雲

　

行
人
回
淚
眼
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雙
鸞
衾
裯
悔
展

　

夜
又
永

　

枕
孤
人
遠

　

夢
未
成
歸

　

梅
花
聞
塞
管

後
闋
第
一
行
は
、
一
対
の
鸞
を
ぬ
い
と
り
し
た
夜
具
を
敷
く
こ
と
も
悲
し
い
と
い
っ

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　

玉
樓
春

　

別
後
不
知
君
遠
近

　

觸
目
淒
涼
多
少
悶

　

漸
行
漸
遠
漸
無
書

　

水
闊
魚
沈
何
處
問

　

夜
深
風
竹
敲
秋
韻

　

萬
葉
千
聲
皆
是
恨

　

故
欹
單
枕
夢
中
尋

　

夢
又
不
成
燈
又
燼

上
闋
第
三
行
は
「
離
愁
漸
遠
漸
無
窮
（
踏
莎
行
）
」
句
を
想
起
さ
せ
る
表
現
で
あ
る
。

第
四
行
、
魚
は
雁
と
な
ら
ん
で
書
信
を
伝
え
る
動
物
と
さ
れ
て
き
た
。

　

秋
は
も
と
も
と
自
然
自
体
が
寂
し
げ
で
あ
る
の
で
春
ほ
ど
にt

r
o
t
z

の
契
機
は
顕

著
で
は
な
い
が
、
基
本
的
に
こ
れ
ら
は
春
の
閨
怨
詞
と
あ
ま
り
変
わ
り
は
な
い
よ
う

で
あ
る
。

　

秋
、
凋
零
搖
落
の
季
節
、
三
分
割
に
お
い
て
で
あ
れ
四
分
割
に
お
い
て
で
あ
れ
生

が
、
世
界
が
終
末
へ
と
崩
落
し
て
ゆ
く
時
、
古
く
か
ら
当
然
の
こ
と
な
が
ら
悲
傷
を

詠
じ
る
詩
が
作
ら
れ
て
き
た
。

　

悲
哉
秋
之
爲
氣
也

　

蕭
瑟
兮
草
木
搖
落
而
變
衰

　

―
―
―
―
―

　

泬
寥
兮
天
高
而
氣
淸

　

寂
寥
兮
収
潦
而
水
淸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
宋
玉
「
九
辯
」
）

　

帝
子
降
兮
北
渚

　

目
眇
眇
兮
愁
予

　

嫋
嫋
兮
秋
風

　

洞
庭
波
兮
木
葉
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
屈
原
「
湘
夫
人
」
）

　

秋
風
起
兮
白
雲
飛

　

草
木
黄
落
兮
雁
南
歸

　

―
―
―
―
―

　

歡
樂
極
兮
哀
情
多

　

少
壯
幾
時
兮
奈
老
何
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（
漢
武
帝
「
秋
風
辭
」
）

そ
れ
故
に
彼
の
詞
に
も
悲
秋
の
作
品
が
多
い
。

　
　

漁
家
傲

　

九
日
歡
遊
何
處
好

　

黄
花
萬
蕊
雕
闌
繞

　

通
體
淸
香
無
俗
調

　

天
氣
好

　

烟
滋
露
結
功
多
少

　

日
脚
淸
寒
高
下
照

　

寶
釘
密
綴
圓
斜
小

　

落
葉
西
園
風
嫋
嫋

　

催
秋
老

　

叢
邊
莫
厭
金
尊
倒

前
闋
第
五
行
は
菊
花
が
霧
や
露
を
受
け
て
よ
く
開
花
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
。
後

闋
第
二
行
は
菊
の
花
び
ら
が
円
形
に
密
集
し
て
斜
め
に
咲
い
て
い
る
あ
り
さ
ま
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　

又

　

八
月
秋
高
風
歷
亂

　

衰
蘭
敗
芷
紅
蓮
岸

　

皓
月
十
分
光
正
滿

　

淸
光
畔

　

年
年
常
願
瓊
筵
看

　

社
近
愁
看
歸
去
燕

　

江
天
空
闊
雲
容
漫

　

宋
玉
當
時
情
不
淺

　

成
幽
怨

　

鄕
關
千
里
危
腸
斷

蘭
と
芷
は
香
草
で
あ
り
、
看
は
も
て
な
し
の
意
と
考
え
ら
れ
る
。
社
近
は
秋
の
社
日
、

す
な
わ
ち
立
秋
後
の
最
初
の
戌
の
日
に
近
い
と
い
う
こ
と
で
、
毎
年
こ
の
こ
ろ
に
燕

が
飛
び
去
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

春
か
ら
夏
を
経
て
秋
に
至
る
経
過
を
主
題
に
し
た
作
品
も
あ
る
。

　
　

玉
樓
春

　

蝶
飛
芳
草
花
飛
路

　

把
酒
已
嗟
春
色
暮

　

當
時
枝
上
落
殘
花

　

今
日
水
流
何
處
去

　

樓
前
獨
繞
鳴
蟬
樹

　

憶
把
芳
條
吹
暖
絮
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紅
蓮
綠
芰
亦
芳
菲

　

不
奈
金
風
兼
玉
露

後
闋
第
三
、
四
行
は
蓮
や
菱
も
美
し
い
花
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
す
で
に
厳
し
い
晩

秋
の
気
候
が
せ
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
と
ど
め
よ
う
の
な
い
時
の

流
れ
を
嘆
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
し
ば
ら
く
詞
か
ら
眼
を
転
じ
て
い
く
つ
か
の
彼
の
詩
作
品
を

と
り
あ
げ
て
み
た
い
。
詩
に
お
い
て
も
秋
の
悲
し
み
を
詠
っ
た
作
品
は
多
い
。

　
　

蟲
鳴

　

葉
落
秋
水
冷

　

衆
鳥
聲
已
停

　

陰
氣
入
牆
壁

　

百
蟲
皆
夜
鳴

　

蟲
鳴
催
歳
寒

　

喞
喞
機
杼
聲

　

時
節
忽
已
換

　

壯
心
空
自
驚

　

平
明
起
照
鏡

　

但
畏
白
髪
生

　
　

秋
懷

　

節
物
豈
不
好

　

秋
懷
何
黯
然

　

西
風
酒
旗
市

　

細
雨
菊
花
天

　

感
事
悲
雙
鬢

　

包
羞
食
萬
錢

　

鹿
車
終
自
驚

　

歸
去
潁
東
田

第
六
句
は
俸
禄
に
み
あ
っ
た
仕
事
が
で
き
な
い
こ
と
を
恥
じ
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ

う
。
鹿
車
は
小
型
の
車
で
あ
り
、
ま
た
彼
は
潁
州
に
田
を
買
っ
て
帰
隠
の
心
を
も
っ

て
い
た
と
い
う
。

　

彼
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
こ
の
よ
う
に
秋
の
悲
し
み
を
詠
う
詩
を
作
っ
て
い
る
。

し
か
し
他
方
で
そ
れ
と
は
反
対
の
秋
の
詩
を
も
作
っ
て
い
る
。

　
　

送
子
野

　

四
時
慘
舒
不
可
調

　

冬
夏
寒
暑
易
鬱
陶

　

春
陽
著
物
大
軟
媚

　

獨
有
秋
節
最
勁
豪

　

金
方
堅
剛
屏
炎
瘴

　

兌
氣
高
爽
清
風
飆

　

烟
霞
破
散
灝
氣
豁
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山
河
震
發
地
脈
搖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
以
下
略
）

　

易
で
は
兌
は
金
で
あ
り
、
金
は
季
節
で
は
秋
、
方
角
で
は
西
を
表
わ
す
。
五
、
六

句
は
秋
が
来
て
暑
熱
が
斥
け
ら
れ
、
気
候
が
爽
や
か
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
以
下
、
秋
に
は
自
然
も
壮
大
に
な
り
人
間
の
精
神
も
奮
い
立
つ
こ
と
、
時
局
へ

の
慷
慨
、
張
先
（
字
は
子
野
）
へ
の
賛
辞
、
高
い
官
職
へ
の
転
任
で
は
な
い
こ
と
へ

の
慰
め
な
ど
が
続
く
。
送
別
の
詩
と
い
う
前
提
は
あ
る
も
の
の
、
凛
然
と
し
た
秋
の

本
質
が
詠
わ
れ
て
い
る
。

　

次
の
詩
も
同
様
で
あ
る
。

　
　

新
霜
（
二
首
の
一
）

　

荒
城
草
樹
多
陰
暗

　

日
夕
霜
雲
意
濃
淡

　

長
淮
漸
落
見
洲
渚

　

野
潦
初
淸
収
瀲
灎

　

蘭
枯
蕙
死
誰
復
弔

　

殘
菊
籬
根
爭
豔
豔

　

靑
松
守
節
見
臨
危

　

正
色
凛
凛
不
可
犯

　

芭
蕉
芰
荷
不
足
數

　

狼
藉
徒
能
汚
池
檻

　

時
行
収
斂
歳
將
窮

　

冰
雪
嚴
凝
從
此
漸

　

吚
呦
兒
女
感
時
節

　

愛
惜
朱
顏
屢
窺
鍳

　

惟
有
壯
士
獨
悲
歌

　

拂
拭
塵
埃
磨
古
劍

第
三
、
四
句
、
秋
に
な
っ
て
淮
河
の
水
位
が
さ
が
っ
て
中
洲
が
み
え
る
こ
と
、
ま
た

前
述
「
九
辯
」
の
一
節
を
引
く
。
第
五
句
か
ら
の
六
行
は
深
ま
る
秋
の
花
木
に
か
こ

つ
け
て
知
友
蘇
舜
欽
が
前
年
に
不
遇
の
う
ち
に
世
を
去
っ
た
こ
と
を
寓
し
て
い
る
、

と
陳
新
は
注
し
て
い
る
。
末
尾
四
句
、
児
女
は
秋
が
深
ま
り
年
が
逝
く
こ
と
に
感
じ

て
、
老
い
を
悲
し
み
鏡
を
見
た
り
す
る
が
、
壯
士
は
ま
す
ま
す
意
気
さ
か
ん
で
あ
る

と
詠
ず
る
。
こ
の
詩
は
慶
暦
七
年
、
彼
が
滁
州
に
貶
謫
さ
れ
て
い
る
時
の
作
で
あ
り
、

秋
こ
そ
壮
気
が
激
発
す
る
時
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
う
表
現
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
ほ
ど
に
失
意
も
大
き
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
秋
自
体
に
そ
う
し
た
厳

し
さ
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
表
現
も
可
能
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

秋
に
は
澄
爽
清
麗
な
美
し
さ
が
あ
る
。
他
方
で
そ
れ
は
深
ま
る
に
つ
れ
て
凛
冽
悲

愴
の
様
相
を
帯
び
て
く
る
。
こ
う
し
た
下
降
的
意
味
方
向
に
お
い
て
逆
説
的
に
人

間
が
生
気
づ
け
ら
れ
る
現
象
に
つ
い
て
は
、
異
常
心
理
学
が
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か

ら
言
及
し
て
い
る
。
曰
く
、
反
動
形
成
（
フ
ロ
イ
ト
・S

）
、
躁
的
防
衛
（
ク
ラ
イ

ン
・M

）
、
生
物
学
的
逆
説
（
ワ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
・
Ⅴ
・
ⅴ
、
や
せ
症
な
ど
に
お
い
て

身
体
的
衰
弱
に
反
比
例
し
て
精
神
が
高
揚
す
る
現
象
）
、
通
夜
軽
躁
（
ブ
ラ
ン
ケ
ン

ブ
ル
ク
・W

）
、
イ
ン
ト
ラ
・
フ
ェ
ス
ト
ゥ
ム
（
木
村
敏
）
な
ど
な
ど
。
「
通
夜
軽
躁
」

(
L
e
i
c
h
e
n
s
c
h
m
a
u
s
h
y
p
o
m
a
n
i
e
) )((

(

と
は
葬
儀
時
の
会
食
に
お
い
て
近
親
者
が
不
自
然

な
気
分
の
高
揚
や
行
動
過
剰
を
示
す
事
態
で
あ
る
。
ブ
ラ
ン
ケ
ン
ブ
ル
ク
は
そ
こ
に

負
荷
か
ら
の
解
放
や
、
よ
り
根
底
に
あ
る
死
の
祝
祭
性
と
い
う
契
機
を
見
て
お
り
、

木
村

) (

( 

は
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
、
個
別
的
生
命
の
日
常
性
が
甘
受
せ
ざ
る
を
え
な
い
有
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限
性
か
ら
の
徹
底
的
な
離
脱
で
あ
る
、
イ
ン
ト
ラ
・
フ
ェ
ス
ト
ゥ
ム
と
い
う
祝
祭
の

時
間
性
を
と
り
出
し
て
い
る
。
「
獨
有
秋
節
最
勁
豪
」
「
壯
懷
直
恐
衝
斗
杓
」
（
「
送
子

野
」
）
と
か
壮
士
が
荊
軻
に
倣
っ
て
古
剣
を
磨
く
と
い
っ
た
表
現
は
こ
う
し
た
心
理

に
近
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
前
節
で
述
べ
たt

r
o
t
z

と
い
う
現
象
に
比
定
し
う

る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
に
は
、
秋
と
い
う
下
降
的
な
季
節
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
気
分
が
高
揚
す
る
、
と
い
う
逆
の
意
味
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。t

r
o
t
z

の

契
機
が
あ
る
と
は
思
う
が
、
春
の
ケ
ー
ス
に
比
し
て
や
や
心
理
的
、
あ
る
い
は
人
為

的
な
側
面
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
詞
人
と
し
て
の
彼
に
は
認
め
ら

れ
な
い
下
降
へ
の
抵
抗
が
、
詩
人
あ
る
い
は
士
人
と
し
て
の
彼
に
は
存
在
し
て
い
る

と
い
え
よ
う
。

　

w
e
g
e
n

と
い
う
現
象
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
彼
に
詩
詞
で
は
な
い
が
「
秋
聲
賦
」

と
い
う
作
品
が
あ
る
。
あ
る
夜
彼
が
読
書
を
し
て
い
る
と
、
西
南
の
方
角
か
ら
波
濤

の
如
く
風
雨
の
如
く
戦
地
に
赴
く
軍
隊
の
行
進
の
如
き
激
し
い
音
が
す
る
。
そ
こ
で

童
子
を
呼
ん
で
表
で
見
て
く
る
よ
う
に
言
う
と
、
童
子
が
帰
っ
て
き
て
報
告
す
る
。

「
星
月
皎
潔　

明
河
在
天　

四
無
人
聲　

聲
在
樹
間
」
。
そ
こ
で
彼
は
言
う
。
こ
れ
こ

そ
秋
声
、
ど
う
し
て
来
て
し
ま
っ
た
の
か
。
秋
の
あ
り
さ
ま
と
い
う
の
は
「
其
色
慘

淡　

煙
霏
雲
斂　

其
容
淸
明　

天
高
日
晶　

其
氣
慄
冽　

砭
人
肌
骨　

其
意
蕭
條　

山
川
寂
寥　

故
其
爲
聲
也
」
と
秋
の
美
し
さ
と
厳
し
さ
が
語
ら
れ
る
。
以
下
、
諸
象

に
五
行
説
に
基
く
よ
う
な
解
説
を
加
え
、
万
物
が
凋
落
す
る
の
は
自
然
の
摂
理
で
あ

り
、
秋
声
を
恨
む
必
要
は
な
い
こ
と
を
童
子
に
説
く
。
し
か
し
童
子
は
居
眠
り
を
し

て
い
て
、
た
だ
虫
の
声
だ
け
が
自
分
の
歎
息
を
助
け
て
く
れ
る
よ
う
で
あ
っ
た
、
と

述
べ
て
終
る
。
童
子
の
、
声
は
樹
間
に
の
み
あ
っ
た
、
と
い
う
表
現
は
、
秋
と
い
う

季
節
が
声
と
し
て
、
あ
る
い
は
風
、
気
と
し
て
、
至
る
と
こ
ろ
に
あ
り
な
が
ら
ど
こ

に
も
な
い
、
と
い
う
逆
説
的
な
あ
り
方
を
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
て
興
味
深

い
。
こ
こ
で
欧
陽
修
は
秋
に
正
対
し
、
そ
の
問
い
か
け
に
応
答
し
、
そ
の
意
味
を
解

明
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
み
え
る
。
こ
れ
はw

e
g
e
n

の
契
機
に
近
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　

し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
は
詩
や
賦
で
あ
り
、
詞
で
は
な
い
。
く
り
返
し

に
な
る
が
詞
に
は
詩
に
お
け
る
よ
う
な
深
秋
の
逆
説
性
、
賦
に
お
け
る
よ
う
な
正
対

性
は
な
く
、
そ
れ
が
士
人
の
公
的
な
表
出
で
あ
る
詩
賦
と
、
も
と
も
と
は
娯
賓
消
遣

の
歌
曲
で
あ
っ
た
詞
と
の
相
違
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
聊
か
本
題
か
ら
離
れ
る
が
、
彼
は
自
ら
の
終
末
、
絶
対
的
な
他
者
性
、
死

を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
。
こ
こ
に
そ
の
一
端
を
か
い
ま
み
せ
る
よ
う
な
詩

が
あ
る
。
明
道
二
年
（
一
〇
三
三
年
）
、
最
初
の
妻
胥
氏
が
乳
児
を
残
し
て
病
逝
し

た
時
の
詩
「
綠
竹
堂
獨
飲
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
彼
は
旅
か
ら
戾
る
と
夫
人
が

亡
く
な
っ
て
い
た
こ
と
、
夫
人
の
思
い
出
を
詠
い
、
自
分
は
平
生
か
ら
剛
気
を
貯
え

て
い
た
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
実
は
柔
弱
で
あ
っ
た
の
か
、
と
自
問
す
る
。
そ
し
て
荘

子
は
妻
を
亡
く
し
て
鼓
盆
し
て
歌
っ
た
と
い
う
が
本
当
は
悲
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

と
言
い
、
「
又
聞
浮
屠
説
生
死　

滅
没
謂
若
夢
幻
泡　

前
有
萬
古
後
萬
世　

其
中
一

世
獨
蛁
蟟
」
と
続
け
る
。
仏
教
で
は
人
生
は
夢
幻
の
泡
、
永
遠
の
中
の
な
つ
ぜ
み
の

如
き
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
・
・
・
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
に

せ
よ
こ
の
悲
し
み
は
「
古
來
此
事
無
可
奈　

不
如
飲
此
樽
中
醪
」
と
結
ぶ
。

　

こ
の
詩
は
夫
人
を
失
っ
た
悲
し
み
を
詠
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
彼
は
自
ら
の
生
も

無
か
ら
来
た
り
、
ひ
と
と
き
こ
の
世
に
と
ど
ま
り
、
ま
た
無
へ
と
去
っ
て
ゆ
く
夢
幻

の
泡
と
考
え
て
い
た
の
か
。
苛
酷
な
、
不
可
逆
的
な
、
三
分
割
性
に
基
く
一
回
性
を

見
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
こ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
空
し
い
徒

労
と
す
る
見
方
と
、
そ
れ
故
に
こ
そ
か
け
が
え
の
な
い
意
味
を
も
つ
と
す
る
見
方
と

が
あ
ろ
う
が
。
あ
る
い
は
高
ら
か
に
壮
志
を
詠
い
、
死
後
も
青
史
に
名
を
伝
え
竹
帛

に
功
を
記
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
四
分
割
性
に
基
く
死
と
再
生
の
テ
ー
マ
を
夢
想
し
て
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い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
後
者
の
可
能
性
が
大
き
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
も
と
よ

り
わ
れ
わ
れ
に
は
正
確
に
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
絶
筆
は
次
の
絶
句
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
。

　

冷
雨
漲
焦
陂

　

人
去
陂
寂
寞

　

惟
有
霜
前
花

　

鮮
鮮
對
高
閣

焦
陂
は
潁
州
に
あ
る
退
隠
の
地
で
あ
る
。
こ
の
詩
か
ら
何
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　

六
．
結
語

　

こ
の
小
論
で
は
欧
陽
修
の
詞
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
ま
ず
彼
の
詞
は
春
と
秋
を
背

景
に
し
た
作
品
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
を
春
の
詞
と
秋
の
詞
と
に

分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
と
り
出
そ
う
と
試
み
た
。
そ
れ
に
先
立
っ
て
黄
道
分
割

の
諸
可
能
性
を
簡
単
に
考
察
し
、
一
年
周
期
の
分
け
方
に
は
三
分
割
と
四
分
割
の
二

種
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
割
様
式
に
応
じ
て
季
節
の
意
味
、
と
り
わ
け
本
論
で
は

春
秋
の
意
味
が
異
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
春
の
詞
で
は
写
景
詞
を
別
と
す
れ
ば
、
閨

怨
、
嘆
老
、
傷
春
が
三
大
テ
ー
マ
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
詞
に
お
け
る
傷
心
は
「
春
で

あ
る
が
故
に(

w
e
g
e
n
)

」
と
「
春
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず(

t
r
o
t
z
)

」
に
分
け
ら
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
は
三
分
割
性
の
季
節
観
と
四
分
割
性
の
そ
れ
と
に
対
応
す
る
こ
と
を
指
摘

し
た
。
秋
の
詞
で
は
や
は
り
写
景
、
閨
怨
、
悲
秋
が
主
な
テ
ー
マ
で
あ
る
がt

r
o
t
z

やw
e
g
e
n

の
契
機
は
あ
ま
り
顕
著
で
は
な
か
っ
た
。
か
わ
り
に
若
干
の
秋
の
詩
賦
を

と
り
上
げ
た
が
、
そ
こ
に
は
こ
う
し
た
契
機
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

欧
陽
修
の
詞
集
に
は
馮
延
巳
や
晏
殊
そ
の
他
、
五
代
か
ら
北
宋
初
期
の
諸
詞
人
の

作
品
が
混
入
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
多
く
の
名
作
が
必
ず
し
も
彼
の
作
品
と

確
定
さ
れ
え
な
い
の
は
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中
で
最
高
傑
作
「
少
年
游
（
闌

干
十
二
獨
凭
春
）
」
が
彼
の
作
品
で
あ
る
と
確
定
で
き
る
の
は
ま
こ
と
に
喜
ば
し
い

こ
と
で
あ
ろ
う
。
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