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「
六
朝
美
文
論
」
(
『
全
集
」
第
十
五
巻
所
収
)
に
論
を
進
め
る
。
中

国
文
学
史
を
通
じ
て
六
朝
時
代
ほ
ど
文
学
の
美
に
詩
人
や
創
作
家
が
そ
の

情
熱
を
注
い
だ
時
代
は
わ
そ
ら
く
無
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少

し
大
袈
裟
に
い
え
ば
そ
れ
は
も
う
耽
溺
と
し
か
言
い
様
の
な
い
ほ
ど
の
も

の
で
あ
っ
た
。
韓
愈
が
仇
敵
の
ご
と
く
六
朝
時
代
の
文
章
を
く
さ
す
の
は

そ
の
内
容
の
空
疎
の
故
で
あ
っ
た
が
、
前
論
の
「
文
心
躍
龍
』
論
の
所
で

既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
六
朝
の
美
文
は
決
し
て
そ
れ
だ
け
の
も
の
で
は
無

か
っ
た
。
『
文
心
離
龍
』
な
ど
は
そ
の
例
証
の
一
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
の

理
論
を
精
確
な
論
理
と
華
麗
な
修
辞
で
書
き
上
げ
得
た
美
文
の
最
高
度
の

完
成
の
姿
が
確
か
に
こ
こ
に
は
あ
る
。
六
朝
の
美
文
と
い
え
ば
後
世
に
餅

傭
文
と
称
さ
れ
る
文
体
を
ふ
つ
う
に
は
指
す
が
高
橋
が
論
ピ
る
対
象
は
も

う
少
し
広
い
。
こ
の
文
体
は
『
文
心
離
龍
』
で
は
蝿
辞
と
称
ば
れ
、
梁
の

簡
文
帝
は
今
体
と
言
い
、
唐
宋
時
代
に
は
四
六
と
過
称
さ
れ
、
清
代
に
な

っ
て
耕
文
と
な
っ
た
こ
と
、
孫
徳
謙
の
『
六
朝
間
指
』
に
見
え
る
。
開
明
慣 の

立出

安

東

首尽

の
称
呼
は
柳
宗
元
の
「
麟
四
慣
六
」
に
因
る
こ
と
が
本
書
の
注
釈
書
で
あ

る
『
中
国
文
章
論
六
朝
麗
指
」
(
古
田
敬
一
・
福
井
佳
夫
共
著
)
に
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
難
解
な
『
六
朝
関
指
」
を
詳
細
に
読
解
し
た
労
作

で
筆
者
な
ど
に
と
っ
て
は
実
に
有
り
難
い
も
の
で
あ
る
。
胡
適
の
新
文
学

運
動
(
そ
れ
は
新
文
体
運
動
で
も
あ
っ
た
)
と
時
を
同
む
く
し
て
、
そ
れ

と
は
全
く
反
対
の
立
場
に
立
つ
古
色
蒼
然
た
る
文
章
論
が
著
わ
さ
れ
て
い

た
こ
と
に
対
し
て
複
雑
な
感
情
を
禁
ピ
得
な
い
が
、
社
会
の
幅
と
は
そ
う

い
う
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
時
代
(
国
家
、
民
族
)
は
と
も
す
れ
ば

常
に
一
気
に
同
一
方
向
に
走
り
が
ち
だ
が
そ
れ
を
抑
制
す
る
旧
き
も
の
を

弊
履
の
よ
う
に
捨
て
去
る
だ
け
で
は
歴
史
の
進
展
な
ど
・
お
ぼ
つ
か
な
い
。

「希
A
7
制
奇
、
参
古
定
法
」
(
今
ヲ
希
ミ
テ
奇
ヲ
制
シ
、
古
ヲ
参
シ
テ

法
ヲ
定
ム
)
と
劉
総
は
文
章
の
革
新
と
伝
統
に
つ
い
て
述
べ
る
通
変
篇
の

賛
に
記
し
て
い
る
。
ま
た
彼
は
「
趨
時
必
果
、
乗
機
無
怯
」
(
時
に
趨
キ

テ
ハ
必
ズ
果
一
一
、
機
ニ
乗
ジ
テ
ハ
怯
ル
ル
コ
ト
無
カ
レ
)
と
記
し
、
更
に

彼
は
「
変
則
可
久
、
通
則
不
乏
」
(
変
ズ
レ
パ
則
チ
久
シ
カ
ル
ベ
ク
、
通

ズ
レ
パ
則
チ
乏
シ
カ
ラ
ズ
)
と
も
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
短
句
は
ひ
と
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り
文
章
の
改
革
に
当
た
っ
て
の
覚
悟
だ
け
で
は
な
い
よ
う
に
、
私
に
は
受

け
取
れ
る
。
先
年
、
広
州
で
龍
学
の
国
際
研
討
会
が
聞
か
れ
た
折
り
に
、

本
会
の
副
会
長
を
務
め
る
詩
人
で
学
者
の
張
光
年
に
一
筆
を
お
願
い
し
た

と
こ
ろ
、
氏
は
遁
勤
の
筆
跡
で
「
希
今
制
奇
、
参
古
定
法
」
と
書
い
て
く

だ
さ
っ
た
。
政
治
の
修
羅
場
を
潜
り
抜
け
て
き
て
き
た
人
の
実
感
で
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

ニ
O

「
文
体
と
い
う
も
の
は
、
い
わ
ば
認
識
の
坑
道
を
さ
さ
え
る
枠
組
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
内
に
蔵
さ
れ
た
精
神
の
宝
は
、
そ
の
枠
組
の
形
状

に
そ
っ
て
の
み
外
に
出
さ
れ
る
。
一
定
の
支
柱
の
範
囲
内
で
な
さ
れ
る
認

識
の
進
化
が
極
限
に
達
し
、
枠
組
自
体
の
変
容
を
必
然
的
に
せ
ま
ら
れ
る

異
質
な
鉱
脈
の
発
見
に
い
た
る
ま
で
、
い
っ
た
ん
定
立
さ
れ
た
文
体
は
な

か
ば
自
立
性
を
も
っ
て
継
承
さ
れ
る
の
が
、
文
学
史
の
常
態
で
あ
る
」

(
四
五
頁
)
存
在
が
意
識
を
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
意
識
が
存
在
を
決

定
す
る
の
だ
、
と
い
っ
た
懐
か
し
い
比
喰
の
ほ
う
が
少
し
は
解
り
や
す
い

だ
ろ
う
か
。
そ
う
は
言
っ
て
も
私
た
ち
は
純
粋
培
養
の
器
の
中
に
生
息
し

て
い
る
培
養
菌
で
は
な
い
わ
け
だ
か
ら
、
存
在
と
意
識
が
相
互
規
定
で
あ

る
に
似
て
枠
組
と
認
識
が
相
互
影
響
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

周
到
の
高
橋
の
こ
と
、
ま
た
そ
の
辺
り
へ
の
配
慮
に
息
り
は
な
い
。

「
文
体
の
歴
史
は
、
だ
か
ら
何
よ
り
も
、
そ
の
文
体
に
よ
っ
て
明
る
み
に

だ
さ
れ
た
認
識
の
歴
史
で
あ
り
、
さ
ら
に
一
定
の
文
体
を
選
び
つ
守
つ
け
る

こ
と
が
、
や
が
て
事
物
の
が
わ
の
変
化
と
乳
蝶
を
起
す
こ
と
と
な
り
、
ひ

と
た
び
自
己
爆
破
し
、
さ
ら
に
再
生
し
よ
う
と
す
る
文
人
の
文
学
的
態
度

の
歴
史
で
あ
る
」
(
向
上
)
文
体
の
通
変
も
外
物
と
自
己
と
の
絶
え
間
な

い
闘
争
の
歴
史
で
あ
る
、
と
言
う
の
だ
ろ
う
。
「
物
窮
ま
れ
ば
変
ず
」
で

中
国
の
長
い
歴
史
に
沿
う
て
変
容
す
る
文
体
も
時
代
の
風
向
と
共
に
そ
の

様
式
を
決
定
し
て
い
く
。
劉
総
が
「
文
心
離
龍
』
時
序
篇
に
そ
の
連
闘
を

考
察
し
て
い
る
こ
と
は
先
に
少
し
く
述
べ
た
。

「
時
運
交
移
、
質
文
代
変
、
古
今
情
理
、
知
可
言
乎
」
(
先
掲
)
時
代

の
推
移
に
つ
れ
て
、
質
朴
か
ら
華
麗
へ
と
変
化
し
て
い
く
文
学
の
様
式
。

そ
の
変
化
の
道
筋
を
追
え
ば
そ
の
推
移
の
法
則
を
把
捉
し
う
る
、
と
劉
蛇

は
考
え
て
い
た
。
「
文
質
論
」
は
中
国
史
に
・
お
い
て
早
く
か
ら
あ
る
論
争

命
題
の
一
つ
だ
が
文
学
の
世
界
で
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。
質
朴
と
文

華
(
華
麗
)
は
文
章
表
現
に
あ
っ
て
内
容
の
典
雅
と
形
式
の
華
麗
を
一
般

的
に
は
指
す
。
そ
の
相
符
相
対
が
文
章
表
現
に
対
す
る
劉
総
の
理
想
で
あ

っ
た
。
典
雅
は
伝
統
の
固
守
で
あ
り
、
華
麗
は
革
新
の
展
開
で
あ
っ
た
。

劉
誌
に
と
っ
て
の
典
雅
と
は
経
書
で
あ
り
、
華
麗
と
は
緯
書
で
あ
り
楚

辞
で
あ
っ
た
。
小
西
甚
一
の
偉
著
『
日
本
文
義
史
」
は
雅
と
俗
を
基
軸
に

日
本
文
芸
を
縦
横
に
裁
断
す
る
が
、
そ
れ
と
て
中
国
に
旧
く
か
ら
あ
る
文

学
の
分
析
法
を
彼
な
り
の
方
法
論
で
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
「
先

例
あ
る
表
現
こ
そ
美
し
い
」
と
言
う
こ
と
は
伝
統
あ
る
表
現
こ
そ
が
典
雅

の
法
則
に
適
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
俗
と
は
郁
俗
の
こ
と
で
都

雅
の
対
住
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
野
卑
こ
そ
が
革
新
の
工
、
ネ
ル
ギ
ー
と
な

り
う
る
こ
と
今
も
昔
も
変
わ
り
な
い
。
枠
組
自
体
の
変
容
を
必
然
的
に
迫

る
異
質
の
鉱
脈
と
は
都
俗
の
革
新
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
こ
と
で
あ
る
。
雅
は

常
に
俗
に
よ
っ
て
こ
そ
再
生
し
う
る
の
が
こ
の
世
の
常
理
で
あ
る
。

「
美
文
の
流
れ
は
、
の
ち
に
も
幾
分
言
及
す
る
ご
と
く
、
古
く
「
楚
辞
』
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し
ん

よ
り
、
近
く
清
代
南
方
文
学
に
い
た
る
ま
で
、
そ
の
萌
芽
と
余
栄
の
幅
を

充
分
に
み
と
め
う
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
文
体
が
も
っ
と
も
充
実
し
た

内
容
を
、
時
代
全
体
の
基
本
的
承
認
の
も
と
に
盛
り
え
た
時
期
は
六
朝
で

あ
っ
た
。
六
朝
|
|
い
い
換
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
的

制
約
が
参
与
し
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
中
に
生
き
か
っ
生
活
し
た
文
人

の
意
識
に
・
お
い
て
、
そ
の
特
有
の
美
文
形
式
こ
そ
が
、
彼
ら
の
当
面
す
る

諸
問
題
の
文
学
的
解
決
や
、
当
時
の
理
想
的
人
生
態
度
に
よ
り
よ
く
適
応

し
調
和
す
る
と
考
え
ら
れ
た
時
代
、
理
論
的
に
は
さ
ら
に
一
歩
す
す
め
て

美
文
こ
そ
が
文
学
の
必
当
然
的
と
考
え
ら
れ
た
時
代
で
あ
る
」
(
四
六
頁
)

そ
う
い
う
意
識
は
こ
の
時
期
よ
り
も
う
ひ
と
つ
前
の
時
代
の
漢
代
に
す

で
に
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
賦
形
式
の
文
学
に
特
有
の
も

の
で
あ
り
、
文
学
一
般
に
ま
で
は
至
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
決
定

的
に
し
た
の
が
耕
偶
文
の
盛
行
で
あ
っ
た
。
美
文
の
誕
生
の
基
因
を
高
橋

は
次
の
よ
う
に
把
え
て
い
る
。
「
美
文
が
も
っ
第
一
の
特
色
は
、
惜
し
み

な
い
個
人
の
感
情
の
強
調
に
あ
る
。
も
っ
ぱ
ら
歴
史
家
た
ち
に
よ
っ
て
事

実
の
記
述
と
し
て
、
あ
る
い
は
思
想
家
た
ち
に
よ
る
道
義
や
政
策
の
理
論

的
表
明
と
し
て
発
展
さ
せ
ら
れ
た
、
簡
潔
、
緊
密
な
〈
古
文
〉
を
は
み
で

る
個
々
人
の
感
情
の
自
覚
が
、
美
文
の
-
誕
誕
生
の
第
一
原
因
だ
つ
た
と
い
-
ええ

る
」
(
同
上
)
惜
し
み
な
い
個
人
の
感
情
の
強
調
と
↓
言

に
よ
り
も
ま
ず
文
学
者
の
も
の
で
あ
る
と
い
つ
て
い
い
だ
ろ
う
。
高
橋
は

そ
の
祖
型
を
屈
原
の
「
離
騒
」
の
文
体
に
徴
し
て
い
る
。
「
憤
激
に
自
負

を
重
ね
、
執
劫
な
ま
で
に
自
己
主
張
を
つ
ら
ね
る
比
喰
に
満
ち
た
『
離
騒
』

の
文
体
は
、
そ
の
志
向
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
、
す
で
に
劃
然
と
『
尚
書
」

き

で

ん

ろ

ん

ご

『
左
博
」
『
論
語
」
の
文
章
と
区
別
さ
れ
る
」
(
向
上
)

美
文
の
誕
生
の
第
二
基
因
を
高
橋
は
こ
う
記
す
「
つ
、
ぎ
に
美
文
は
、
人

間
の
成
し
と
げ
た
も
ろ
も
ろ
の
事
業
の
、
そ
の
壮
大
な
か
た
ち
を
、
文
章

の
華
麗
な
重
畳
的
表
現
に
う
つ
し
か
え
、
賞
賛
し
肯
定
し
よ
う
と
す
る
志

向
に
よ
っ
て
一
般
化
し
た
。
そ
の
と
き
、
美
文
に
は
、
一
段
と
顕
著
な
装

飾
性
が
、
そ
の
第
二
の
特
色
と
し
て
加
わ
っ
た
」
(
向
上
)
そ
の
顕
著
な

装
飾
性
の
祖
型
を
司
馬
相
如
、
揚
雄
、
張
衡
、
理
固
ら
の
賦
に
徴
し
て
い

る
。
感
情
の
強
調
は
内
面
の
真
情
の
吐
露
で
あ
り
、
装
飾
的
描
写
は
外
面

の
苓
飾
の
表
現
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
二
者
は
即
連
結
し
難
い
対
立
矛
盾

存
在
と
し
て
私
た
ち
に
は
見
え
る
が
、
そ
れ
は
貌
晋
の
時
代
に
至
っ
て
統

一
さ
れ
る
と
高
橋
は
説
く
。

「
貌
王
朝
の
法
術
主
義
、
晋
の
司
馬
氏
の
腹
黒
い
纂
奪
と
、
政
治
的
に

は
、
か
ぎ
り
な
く
厳
し
い
時
代
で
あ
っ
た
こ
の
こ
ろ
に
、
文
学
は
急
速
に

内
面
化
の
道
を
た
ど
り
、
竹
林
に
自
由
の
立
場
を
求
め
た
知
識
人
た
ち
に

よ
っ
て
、
ま
た
、
文
学
と
自
然
哲
学
の
相
関
が
樹
立
さ
れ
る
。
ひ
た
す
ら

外
ヘ
外
へ
と
素
材
領
域
を
拡
大
し
て
い
た
賦
の
ジ
ャ
ン
ル
に
す
ら
、
音
楽

の
賦
、
志
の
賦
、
哀
傷
の
賦
、
そ
し
て
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
論
文
で
あ
る

賦
な
ど
、
事
物
の
直
接
的
描
写
と
い
う
範
囲
を
こ
え
る
〈
無
形
〉
の
も
の

へ
の
関
心
と
志
向
が
加
わ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
と
き
、
人
間
の

総
体
的
な
論
理
と
文
章
の
定
型
的
リ
ズ
ム
と
の
合
体
と
い
う
、
も
っ
と
も

秀
れ
た
特
質
が
美
文
に
附
与
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
(
四
七
頁
)

外
圧
に
よ
る
文
学
の
内
面
化
、
哲
学
と
の
相
関
、
有
形
の
事
物
の
苓
飾

へ
の
関
心
か
ら
無
形
の
も
の
(
心
と
い
う
う
ち
な
る
も
の
)
へ
の
関
心
の

移
行
、
そ
れ
に
加
え
て
論
理
と
リ
ズ
ム
の
合
体
に
よ
る
美
文
の
完
成
。

そ
の
美
文
の
完
成
態
を
高
橋
は
陸
機
の
「
文
の
賦
」
に
見
て
い
る
。
陸
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機
の
「
文
の
賦
」
が
周
到
の
論
理
と
鮮
烈
な
美
麗
の
融
合
態
で
あ
る
こ
と

を
否
定
す
る
も
の
は
恐
ら
く
そ
う
多
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
高
橋
は
こ
れ
か

ら
い
よ
い
よ
「
文
の
賦
」
の
解
剖
分
析
に
入
る
が
、
そ
の
前
に
い
っ
た
い

耕
聴
文
体
と
い
う
も
の
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
私
た
ち
は
一
瞥

し
て
わ
き
た
い
と
思
う
。

願
文
学
に
つ
い
て
の
研
究
は
今
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
が
、
少
な
く

と
も
そ
の
文
体
は
清
朝
末
期
に
至
る
ま
で
脈
々
と
書
か
れ
続
け
て
き
た
文

体
で
あ
る
こ
と
を
知
れ
ば
、
研
究
は
こ
れ
か
ら
だ
と
い
う
気
が
す
る
。
中

国
も
文
革
終
了
後
、
唯
物
論
一
辺
倒
の
研
究
が
下
火
に
な
り
、
文
学
研
究

も
「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」
と
し
て
の
研
究
姿
勢
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
こ

と
か
ら
み
て
も
、
こ
の
方
面
の
研
究
は
い
っ
そ
う
拍
車
が
か
か
る
で
あ
ろ

う
。
美
神
の
微
笑
に
背
を
向
け
る
依
伯
地
な
文
学
研
究
者
も
そ
う
そ
う
多

く
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
。

耕
文
の
句
字
数
の
称
呼
名
に
つ
い
て
詳
し
く
説
い
た
書
は
少
な
い
が
、

&

か

み

か

ど

管
見
に
入
っ
た
も
の
は
小
西
甚
一
の
『
日
本
文
事
史
」
に
引
く
中
御
門
宗

忠
の
『
作
文
大
韓
」
と
古
田
敬
一
の
『
中
国
文
学
に
お
け
る
対
句
と
対
句

論
」
に
引
く
佐
々
塑
明
の
『
文
海
知
津
」
で
あ
っ
た
。

耕
文
の
句
字
数
の
称
呼
名
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
文
章
論
の
集
大
成
と

し
て
つ
と
に
著
名
な
空
海
の
「
文
鏡
秘
府
論
』
も
触
れ
て
い
な
い
。
小
西

と
古
田
の
両
本
と
『
群
書
類
従
』
所
収
本
の
『
作
文
大
韓
』
と
を
参
考
に

し
つ
つ
概
説
す
れ
ば
、
句
に
は
「
発
旬
、
壮
旬
、
緊
旬
、
長
旬
、
傍
旬
、

隔
旬
、
漫
旬
、
送
句
」
が
あ
り
、
発
句
と
傍
句
は
原
則
と
し
て
一
字
あ
る

い
は
二
字
、
時
に
三
字
、
四
字
も
あ
る
が
、
発
句
は
文
章
の
冒
頭
に
傍
句

は
文
章
の
中
間
に
用
い
る
。
送
句
は
一
字
あ
る
い
は
二
字
で
文
章
の
末
尾

に
用
い
る
。
以
上
の
三
句
は
全
て
対
句
で
は
無
く
平
灰
も
考
慮
し
な
い
。

漫
句
は
四
字
あ
る
い
は
五
字
で
、
時
に
十
余
字
も
あ
り
文
章
中
の
ど
こ
で

も
用
い
て
、
対
に
は
せ
ず
平
灰
は
不
整
で
あ
る
。

隔
句
は
隔
句
対
の
こ
と
で
六
類
あ
る
。
軽
、
重
、
疎
、
密
、
平
、
雑
隔

句
が
そ
れ
で
軽
は
上
旬
四
言
、
下
旬
六
言
、
以
下
重
は
上
六
下
回
、
疎
は

上
三
下
不
定
、
密
は
上
五
以
上
下
六
以
上
、
平
は
上
下
と
も
に
四
、
五
あ

る
い
は
六
、
雑
は
一
定
し
な
い
。
次
い
で
壮
句
は
三
言
、
緊
句
は
四
言
、

長
句
は
五
言
よ
り
九
言
ま
で
と
き
に
十
数
言
も
。
以
上
の
隔
旬
以
下
の
壮

旬
、
緊
旬
、
長
句
の
四
句
は
す
べ
て
対
句
を
な
し
平
灰
を
考
慮
す
る
。

『
文
海
知
津
」
で
は
発
旬
、
傍
旬
、
漫
旬
、
送
句
の
四
句
を
ま
と
め
て

独
句
と
称
し
、
壮
旬
、
緊
旬
、
長
句
の
三
句
を
ま
と
め
て
短
対
三
様
と
称

し
て
い
る
。
こ
の
独
句
に
相
当
す
る
も
の
を
『
文
鏡
秘
府
論
』
で
は
句
端

と
し
て
豊
富
な
例
語
を
上
げ
て
い
る
。
ま
た
、
短
対
三
様
に
相
当
す
る
も

の
は
東
巻
の
二
十
九
種
対
と
北
巻
の
論
対
層
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
『
文
鏡

秘
府
論
」
に
は
独
句
の
個
々
の
名
称
は
無
い
が
、
こ
の
命
名
は
邦
人
の
発

案
だ
ろ
う
か
?
ま
た
二
十
九
種
対
の
中
に
は
隔
句
対
も
あ
る
が
そ
れ
以

上
の
細
か
い
分
類
は
な
い
し
「
こ
れ
ら
の
対
句
の
分
類
法
に
は
必
ず
し
も

明
確
な
基
準
が
な
く
、
意
味
上
の
分
類
と
形
式
上
の
分
類
が
錯
綜
し
て
い

る
」
(
『
弘
法
大
師
空
海
全
集
』
第
五
巻
二
九
七
頁
)
と
興
膳
宏
は
指
摘
し

て
い
る
。
対
句
の
字
数
に
よ
っ
て
の
分
類
は
二
十
九
種
対
の
次
に
筆
札
七

種
言
句
例
が
あ
り
、
一
言
か
ら
十
一
言
に
至
る
ま
で
の
対
句
例
が
上
が
っ

て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
各
句
の
称
呼
名
は
無
い
所
か
ら
推
せ
ば
短
対
三

つU9
u
 



様
も
邦
人
の
発
案
で
あ
ろ
う
か
?
「
作
文
大
韓
」
に
は
「
此
抄
記
菅
江

両
流
之
家
説
」
と
末
記
し
て
あ
る
よ
り
す
れ
ば
菅
原
大
江
両
家
に
関
わ
る

者
に
由
来
す
る
の
で
も
あ
ろ
う
か
?

小
西
、
古
田
は
上
挙
の
句
名
を
も
っ
て
紀
長
谷
雄
の
「
仁
和
寺
円
堂
供

養
願
文
」
と
孔
稚
珪
(
字
徳
埠
)
の
「
北
山
移
文
」
と
を
句
分
け
し
て
い

る
。
試
み
に
「
仁
和
寺
円
堂
供
養
願
文
」
の
句
分
け
を
引
用
す
れ
ば
次
の

よ
う
に
な
る
。
(
『
日
本
文
轟
史
」
田
二
八
頁
)

(
傍
字
)
抑
天
(
『
作
文
大
韓
』
は
傍
字
を
傍
句
に
作
る
|
筆
者
)

(
雑
隔
句
)
法
界
皆
謂
道
場
何
方
非
修
業
之
地

世
間
惣
是
虚
偽
何
処
為
常
住
之
栖

(
傍
字
)
然
而

(
壮
句
)
為
慕
徳
為
恋
思

(
長
句
)
追
山
陵
之
近
辺
望
松
柏
之
荒
色

(
傍
字
)
是
猶

(
漫
句
)
思
古
人
之
直
墓
側
之
意
也

(
緊
句
)
至
子
今
春
如
法
供
養

開
会
一
日
請
衆
百
僧

(
軽
隔
句
)
各
各
連
心
観
虚
空
之
月

声
声
異
口
任
周
遍
之
風

然主世智法号抑i
れ間1界rも
而tはは夫f

惣工皆
てび
是ニと
れ道
虚場
偽と
な謂い
れへ
ば ば

{可叶可括
れれ
のの
処方Z
かか
常修
住業
のの
栖u也
たに
ら非t
むぎ
やら

む

ね

が

た

め

た

め

徳
を
慕
ふ
が
為
に
思
を
恋
ふ
る
が
為
に

山
陵
の
近
辺
を
追
ひ
松
柏
の
荒
色
を
望
む

是
れ
猶

い

同

苛

吾

港

古
人
の
墓
側
に
虚
し
け
る
意
を
思
へ
ば
な
り

ニ

の

に

よ

ほ

ふ

〈

ゃ

う

今
春
に
至
り
て
如
法
に
供
養
し
た
て
ま
つ
り

ゑ

す

ひ

宇

〈

L

や
ろ

会
一
日
を
聞
き
て
衆
百
の
僧
を
請
す

お

の

命

の

か

よ

ニ

〈

う

各
各
心
を
連
は
せ
て
虚
空
の
月
を
観
る

声
声
口
を
異
に
し
て
周
遍
の
風
に
任
せ
た
り
(
小
西
本
口
字
脱
)

(
右
傍
の
白
圏
は
平
声
、
黒
圏
は
灰
声
を
表
わ
す
)

小
西
の
本
で
は
書
き
下
し
文
は
原
文
の
下
に
あ
る
が
、
紙
幅
の
都
合
で

後
に
回
し
た
。
張
仁
青
の
「
願
文
学
」
は
耕
文
の
構
成
要
件
と
し
て
「
対

偶
精
巧
、
典
故
繁
多
、
辞
藻
華
麗
、
声
律
諸
美
、
句
法
霊
動
」
の
五
件
を

挙
げ
て
い
る
が
、
紀
長
谷
雄
の
耕
文
は
こ
の
五
件
の
一
と
五
を
満
た
す
の

み
で
他
は
心
も
と
な
い
よ
う
に
筆
者
に
は
思
え
る
。
句
法
と
は
字
句
の
整

合
の
こ
と
で
、
先
引
の
語
で
い
え
ば
短
対
三
様
と
独
句
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
霊
活
生
動
(
な
め
ら
か
い
き
い
き
)
を
求
め
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
句
法
の
霊
動
は
声
律
の
譜
美
の
結
果
で
あ
っ
て
、
句
字
の
数

合
わ
せ
だ
け
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
四
六
の
対
偶

へ
の
帰
着
も
音
韻
律
動
の
習
熟
の
賜
物
で
あ
っ
た
。
そ
の
故
か
中
国
で
は

句
の
字
数
に
対
し
て
の
称
呼
名
を
持
た
な
い
。
わ
が
国
に
の
み
そ
の
称
呼

名
が
有
る
の
は
声
律
に
岡
い
か
ら
ま
ず
外
形
を
の
証
左
で
も
あ
ろ
う
。

「
駒
文
で
あ
る
た
め
に
は
、
①
四
言
句
・
六
言
句
を
基
本
と
し
、
②
主

要
部
分
に
は
対
句
を
用
い
、
③
主
要
語
辞
は
典
拠
の
あ
る
こ
と
を
重
視
し
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④
句
を
単
位
と
し
て
対
応
す
る
特
定
の
単
音
節
語
は
平
灰
を
異
に
さ
せ
る

ー
ー
と
い
う
四
要
件
が
充
足
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
(
前
掲
書
二
五

頁
)
小
西
の
こ
の
麟
文
要
件
を
張
仁
青
の
先
引
の
要
件
に
照
ら
せ
ば
辞

藻
華
麗
の
一
件
を
欠
く
の
み
で
あ
る
が
、
小
西
の
本
書
に
お
け
る
一
貫
し

た
主
張
「
先
例
の
あ
る
表
現
こ
そ
美
し
い
」
よ
り
す
れ
ば
、
そ
れ
は
③
に

含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
こ
れ
は
こ
れ
で
良
い
。
も
ち
ろ
ん
張
仁
青
の
言

う
辞
藻
華
麗
は
そ
れ
の
み
で
は
な
い
が
、

A
7
は
そ
れ
に
は
触
れ
ま
い
。
ま

た
小
西
は
先
の
紀
長
谷
雄
の
引
用
願
文
に
続
け
て
こ
う
も
言
っ
て
い
る
。

「
シ
ナ
の
批
評
基
準
か
ら
い
え
ば
、
か
な
ら
ず
し
も
充
分
に
美
し
く
は

な
い
け
れ
ど
、
思
想
的
な
内
容
や
非
情
緒
的
な
事
象
で
も
、
こ
う
し
た
定

型
に
当
て
は
め
る
と
整
然
か
つ
抑
揚
ゆ
た
か
な
論
述
に
な
る
こ
と
は
、
日

本
人
に
と
っ
て
驚
く
べ
き
経
験
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
整
然
か

っ
抑
揚
ゆ
た
か
な
論
述
は
、
十
二
世
紀
の
日
本
人
に
少
な
か
ら
ぬ
魅
力
を

感
じ
さ
せ
た
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
あ
れ
ほ
ど
多
量
の
耕
文
が
作
ら

れ
、
し
か
も
詩
賦
の
類
と
併
せ
て
ひ
と
つ
の
集
に
ま
と
め
ら
れ
た
理
由
は

と
う
て
い
説
明
が
つ
く
ま
い
」
(
二
八
頁
)

日
本
人
と
い
う
よ
り
人
間
の
美
的
関
心
が
那
辺
に
有
っ
た
か
を
こ
の
論

述
は
教
え
て
く
れ
る
。
耕
文
の
煩
墳
な
制
約
に
よ
る
意
思
表
示
の
不
自
由

さ
を
託
つ
批
判
が
少
な
く
は
無
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
対
し
て
も
小
西
は

「
規
則
、
ず
く
め
の
文
章
は
、
厄
介
な
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
定
型
さ
え
憶
え

て
し
ま
え
ば
、
あ
と
は
そ
れ
に
当
て
は
め
て
ゆ
け
ば
、
名
文
は
望
め
な
く

て
も
、
け
っ
し
て
拙
文
に
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
容
易
な
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
一
九
二

0
年
代
ま
で
書
簡
の
標
準
体
と
し
て
日
本
社
会
に
・
お
こ
な
わ

れ
て
い
た
候
文
か
ら
類
推
で
き
る
」
(
二
六
頁
)
と
ま
で
断
言
す
る
。

定
型
に
還
れ
、
な
ど
と
い
う
時
代
錯
誤
的
な
こ
と
は
言
わ
な
い
に
し
て

も
、
私
た
ち
が
土
井
晩
翠
や
薄
田
泣
董
ら
の
詩
句
を
口
ず
さ
む
時
に
感
じ

る
あ
の
懐
か
し
い
響
き
(
漢
文
漢
詩
や
和
漢
混
清
文
等
の
訓
読
や
朗
詠
を

含
め
て
)
は
、
日
本
人
の
心
性
の
奥
底
に
共
鳴
す
る
何
か
が
確
か
に
有
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
は
日
本
人
の
音
感
覚
に
つ
い
て
論
じ
る
場
で
は

無
い
の
で
、
先
を
急
ご
う
。
耕
文
の
美
に
つ
い
て
は
後
に
ま
た
詳
し
く
触

れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
以
上
の
大
ざ
っ
ぱ
の
説
明
で
耕
文
と
い
う
も
の
の
輪

郭
が
少
し
は
掴
め
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
高
橋
の
六
朝
美
文
論
に
再
び
立
ち

戻
る
こ
と
に
し
よ
う
。
高
橋
が
言
う
六
朝
美
文
と
は
六
朝
時
代
の
文
体
論

の
術
語
と
し
て
の
文
筆
の
文
(
韻
文
)
と
筆
(
散
文
)
の
文
す
な
わ
ち
韻

文
の
総
称
(
賦
、
耕
文
等
)
で
あ
る
こ
と
は
一
言
し
て
・
お
い
た
ほ
う
が
い

い
か
も
し
れ
な
い
。

件
中
匪
以
玄
覧

願
情
志
於
典
墳

遵
四
時
以
歎
逝

暗
高
物
而
思
紛

悲
落
葉
於
勤
秋

喜
柔
候
於
芳
春

心
懐
懐
以
懐
霜

志
砂
砂
而
臨
雲

詠
世
徳
之
駿
烈

A
U
I
 

q
h
 

(
書
き
下
し
文
は
高
橋
の
訓
み
に
よ
る
)

E
ろ

〈

た

b
E

み

中
直
に
件
ち
て
以
て
玄
く
覧

て

ん

ふ

ん

や

し

怠

情
志
を
典
墳
に
願
う

Lhh伊
ゆ

四
時
に
遵
い
て
以
て
逝
く
を
歎
き

み

ふ

ん

高
物
を
晴
て
思
い
紛
た
り

す
&
ど

落
葉
を
勤
き
秋
に
悲
し
み

ゃ

iE

え

だ

か

白

柔
か
き
僚
を
芳
し
き
春
に
喜
ぶ

り

ん

り

ん

い

だ

心
は
懐
懐
と
し
て
以
て
霜
を
懐
き

志
は
砂
砂
と
し
て
雲
に
臨
む

し
-
ん
れ
つ

世
徳
の
駿
烈
を
詠
ひ



諦
先
人
之
清
芥

遊
文
章
之
林
府

嘉
麗
藻
之
彬
彬

慨
投
篇
市
援
筆

柳
宣
之
乎
斯
文

柳旨慨t~ 麗主文先
かかとし章人
之しきのの
をて藻汁杭清1
斯ニ篇の府ぷ芽士
のを彬1にを
文投彬1遊請
にじたびす
宣てる
ぶ筆を

を嘉t
援とす
り

陸
機
の
「
文
の
賦
」
は
こ
の
よ
う
に
六
言
の
一
四
句
で
先
ず
始
ま
り
冒

頭
の
二
句
で
古
典
に
対
す
る
研
績
を
述
べ
、
末
尾
の
二
句
で
著
作
の
気
概

を
述
べ
る
。
三
句
と
四
句
に
は
ま
ず
時
間
と
空
間
へ
の
意
思
の
関
心
の
深

さ
を
詠
う
。
四
時
は
季
節
で
あ
り
現
代
で
あ
る
。
万
物
は
古
典
で
あ
る
。

続
く
四
句
は
四
季
の
推
移
へ
の
興
味
を
心
志
の
悲
喜
の
感
懐
と
し
て
綴

る
。
霜
は
冬
で
あ
り
雲
は
夏
で
あ
る
。
季
節
は
空
間
で
あ
り
現
代
の
事
で

あ
る
。
次
の
四
旬
で
は
先
人
の
文
章
つ
ま
り
古
典
へ
の
関
心
が
吐
露
さ
れ

る
。
む
ろ
ん
こ
れ
ら
は
互
文
で
あ
っ
て
前
四
句
と
後
四
句
は
現
代
と
過
去

と
の
季
節
と
文
章
へ
の
総
合
関
心
で
あ
る
。
季
節
は
空
間
で
あ
り
文
章
は

時
間
で
あ
り
、
ま
た
季
節
は
時
間
で
あ
り
文
章
は
空
間
で
も
あ
る
。
文
章

と
は
詰
ま
る
と
こ
ろ
時
空
の
推
移
に
お
け
る
人
間
の
営
為
の
総
体
で
あ
る

に
違
い
な
い
。
陸
機
に
は
恐
ら
く
そ
の
自
覚
が
有
っ
た
で
あ
ろ
う
。
結
局

は
、
時
間
も
ま
た
空
間
で
あ
る
が
陸
機
の
認
識
は
そ
こ
ま
で
至
っ
て
は
い

な
い
。
し
か
し
前
後
二
句
に
挟
ん
だ
時
間
と
空
間
の
各
四
句
は
見
事
な
構

想
で
あ
る
こ
と
は
彼
の
穎
才
を
窺
う
に
充
分
な
構
成
で
あ
ろ
う
。
陸
機
に

と
っ
て
文
章
は
時
空
を
超
え
る
霊
妙
な
も
の
で
恐
ら
く
有
っ
た
ろ
う
。

其

始

也

皆

其

の

始

め

や

皆

な

収

視

反

聴

視

を

収

め

聴

を

加

し

耽
思
傍
訊

精
驚
八
極

心
遊
高
仰

其
致
也

情
瞳
醜
市
捕
鮮

物
昭
断
而
互
進

傾
群
言
之
渥
液

激
六
事
之
芳
潤

浮
天
淵
以
安
流

濯
下
泉
而
漕
浸

ふ
か

b
E
M

耽
く
思
ひ
傍
く
訊
ぬ

精
は
八
極
に
驚
せ

ば
ん
じ
ん

心
は
高
仰
に
遊
ぶ

ゃ

其
の
致
れ
る
也

と

う

ろ

う

い

よ

争

や

情
は
瞳
瀧
と
し
て
靖
い
よ
鮮
か
に

し
本
う
せ
き

物
は
昭
噺
と
し
て
互
い
に
進
む

し
n
k
r
，

の

群
言
の
渥
る
液
を
傾
み

り

〈

げ

い

ろ

る

お

す

六
事
の
芳
し
き
潤
い
を
漸
う

天
な
る
淵
に
浮
び
て
以
て
安
流
し

ち

か

す

す

せ

ん

し

ん

下
の
泉
に
濯
い
で
漕
浸
す

に
dつ臼

い
よ
い
よ
創
作
の
開
始
で
あ
る
。
先
ず
始
め
に
視
聴
を
社
絶
し
外
界
と

の
接
触
を
避
け
て
内
面
の
想
像
力
(
構
思
)
の
緬
養
を
心
掛
け
る
。
凝
慮

の
精
神
心
志
は
遠
く
横
の
高
く
縦
の
世
界
に
乱
駆
遊
泳
す
る
。
八
極
高
仰

は
下
旬
の
天
淵
下
泉
と
同
一
視
点
か
ら
の
表
現
で
あ
り
現
空
間
の
み
を
指

す
か
に
見
え
る
が
、
こ
の
段
の
末
句
に
「
観
古
今
於
須
央
、
撫
四
海
於
一

瞬
」
と
有
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
時
間
軸
も
確
か
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
其

致
也
は
其
始
也
と
呼
応
し
て
想
像
力
の
至
来
を
言
う
。
感
情
と
物
事
の
明

断
進
化
が
始
ま
る
。
そ
の
活
動
の
さ
ま
が
次
ぎ
に
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
る

わ
け
で
あ
る
。
高
橋
の
論
文
の
「
文
の
賦
」
の
引
用
は
こ
こ
ま
で
で
、
そ

の
一
応
の
説
解
を
試
み
て
「
そ
の
全
篇
は
到
底
あ
げ
え
な
い
が
、
以
下
、

「
文
の
賦
」
は
十
余
の
段
落
を
も
う
け
つ
つ
、
古
い
言
葉
に
新
し
い
意
味

を
も
る
経
緯
、
情
感
を
ま
さ
ぐ
る
根
源
遡
行
か
ら
自
己
開
示
へ
、
そ
の
主

導
調
の
摘
出
か
ら
完
全
な
表
現
へ
と
、
文
学
的
発
想
の
全
プ
ロ
セ
ス
を
、



驚
嘆
す
べ
き
轍
密
な
精
神
現
象
学
的
反
省
の
う
え
に
展
開
し
て
ゆ
く
。
さ

ら
に
後
半
に
お
い
て
は
、
陸
機
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
た
十
種
目
の
〈
文
体
〉

別
と
そ
の
内
的
な
性
格
規
定
、
あ
る
い
は
独
創
性
の
尊
重
と
そ
の
意
義
、

前
後
の
脈
絡
、
中
心
観
念
に
対
応
す
る
中
枢
措
辞
の
抽
出
、
さ
ら
に
対
偶

法
か
ら
文
章
の
音
楽
性
に
い
た
る
、
よ
り
具
体
的
な
修
辞
技
術
の
種
々
相

が
し
る
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
卓
越
せ
る
認
識
の
す
べ
て

が
、
わ
ず
か
な
冒
頭
の
一
節
の
引
用
な
が
ら
、
そ
こ
に
も
充
分
う
か
が
え

る
特
有
の
文
章
構
成
と
密
接
な
相
関
の
上
に
な
さ
れ
て
い
る
」
(
五
二
頁
)

と
全
体
を
概
説
し
て
い
る
。
筆
者
が
先
に
官
頭
の
一
節
を
引
い
て
拙
解
を

試
み
た
の
は
「
文
の
賦
」
が
ど
の
よ
う
な
発
想
と
構
成
を
も
っ
て
書
か
れ

て
い
る
か
の
一
端
を
見
る
た
め
で
あ
っ
た
。

「
作
中
匡
以
玄
覧
(
以
下
六
句
の
書
き
下
し
文
は
前
出
)

顧
情
志
於
典
墳

が
六
言
、収

視
反
聴

耽
思
傍
訊

が
四
言
。
そ
れ
に
変
化
を
加
味
す
る
た
め
、
そ
の
叙
述
の
転
折
部
に
、

其
始
也

其
致
也

と
い
う
三
言
の
句
を
は
さ
ん
で
い
る
」
(
五
二

J
五
三
頁
)

高
橋
が
記
す
よ
う
に
「
文
の
賦
」
は
題
名
に
あ
る
よ
う
に
賦
体
で
書
か
れ

て
い
る
が
句
の
構
成
か
ら
見
れ
ば
こ
れ
は
六
言
四
言
の
句
か
ら
な
る
四
六

駅
憎
体
の
文
章
で
あ
る
こ
と
が
瞭
然
で
あ
る
。
先
述
の
「
作
文
大
韓
』
の

術
語
を
借
り
れ
ば
四
言
の
緊
旬
、
六
言
の
長
旬
、
三
言
の
傍
句
か
ら
こ
れ

ら
引
用
句
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
中
国
文
学
史
に
あ
っ
て
文

章
の
創
作
過
程
に
お
け
る
内
面
の
心
理
の
微
妙
な
活
動
状
況
を
明
断
な
論

理
性
の
下
に
深
く
詳
し
く
論
じ
た
の
は
恐
ら
く
陸
機
の
「
文
の
賦
」
が
晴

矢
で
あ
ろ
う
。
そ
の
文
体
が
四
言
、
六
言
の
対
句
構
成
の
文
章
で
書
か
れ

た
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
。

高
橋
は
中
国
の
美
文
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
声
律
と
対
句
と
典
故
と

そ
の
他
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
先
に
引
い
た
張
仁
青
の
耕
文
の
構
成
の

五
要
件
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
高
橋
の
諸
説
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

中
国
語
は
一
語
一
音
綴
で
あ
り
、
一
音
綴
は
声
母
と
韻
母
か
ら
な
り
、

全
て
の
漢
字
は
韻
母
の
等
質
性
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
、
そ
の
同
一
分
類
内

の
字
は
相
互
に
押
韻
す
る
字
で
あ
る
。
ま
た
漢
字
に
は
四
声
、
六
書
が
あ

り
、
そ
の
成
り
立
ち
の
特
殊
性
ゆ
え
に
字
形
・
意
義
が
異
な
り
な
が
ら
発

音
が
同
じ
字
が
多
数
で
き
る
た
め
、
自
然
に
ア
ク
セ
ン
ト
に
よ
る
区
別
が

求
め
ら
れ
、
複
合
詞
(
た
と
え
ば
知
識
・
機
織
)
に
よ
る
安
定
を
求
め
よ

う
と
す
る
、
と
中
国
語
の
音
と
形
か
ら
の
一
般
論
を
述
べ
て
「
四
六
文
は

そ
の
初
元
か
ら
リ
ズ
ム
感
と
論
理
を
直
結
せ
し
め
よ
》
う
フ
と
す
る
方
向
を
強

く
も
つ
て
い
た
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
み
る
。
裏
面
か
』
ら
勺
弓
一

感
と
直
結
し
た
思
考
の
み
が
、
有
価
的
な
も
の
と
し
て
前
面
に
お
し
だ
さ

れ
る
の
が
美
文
の
大
き
な
特
質
な
の
で
あ
る
」
(
五
六
頁
)
と
結
論
す
る
。

芸
術
の
三
要
素
が
音
と
絵
と
詩
(
言
語
)
で
あ
る
な
ら
、
詩
は
少
な
く

と
も
漢
字
に
関
す
る
限
り
音
と
絵
と
の
結
合
の
美
を
充
足
し
て
い
る
。
こ

こ
が
西
敵
系
の
表
音
文
字
と
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ソ
シ
ュ

l

n
h
u
 

ヮ“



ル
の
言
う
よ
う
に
「
言
葉
は
音
差
に
過
ぎ
な
い
」
だ
け
か
も
し
れ
な
い
が

漢
字
に
関
し
て
は
形
差
も
考
慮
し
た
ほ
う
が
い
い
。

表
形
文
字
か
ら
表
音
文
字
へ
の
道
を
選
ん
だ
と
き
西
散
は
視
覚
美
と
い

う
文
字
の
美
を
捨
て
た
わ
け
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
が
エ
ク
リ
チ
ュ

l
ル
に
拘

泥
す
る
の
は
、
表
音
と
し
て
の
西
欧
の
音
声
言
語
中
心
主
義
へ
異
を
唱
え

て
い
る
わ
け
で
あ
ろ
う
。
問
題
の
本
質
は
違
う
が
q

第
二
の
要
素
の
対
句
も
ま
た
音
と
形
の
結
合
美
を
充
足
さ
せ
る
手
段
で

あ
っ
た
。
対
句
に
つ
い
て
の
高
橋
の
一
般
論
は
こ
こ
で
は
省
略
し
て
、
そ

の
結
論
を
引
い
て
お
こ
う
。
「
も
っ
ぱ
ら
叙
述
の
ダ
メ
押
し
、
な
い
し
は

修
辞
の
強
調
的
反
復
で
あ
っ
た
も
の
を
、
事
象
の
類
比
に
、
事
象
の
類
比

か
ら
思
念
の
対
応
へ
、
そ
し
て
対
応
か
ら
対
比
の
緊
迫
へ
、
つ
い
に
は
対

極
化
に
よ
っ
て
事
物
と
思
念
の
核
心
を
暗
示
す
る
象
徴
的
弁
証
へ
と
、
対

句
の
領
海
を
拡
大
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
必
当
然
的
形
態
と
し
て
文

章
の
全
篇
を
・
お
お
う
に
い
た
っ
た
と
き
、
対
偶
法
は
、
単
に
修
辞
の
メ
チ

エ
で
あ
る
こ
と
を
超
え
て
、
文
学
そ
れ
自
体
が
よ
っ
て
立
つ
一
つ
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
と
な
る
の
で
あ
る
」
(
五
七
頁
)

こ
の
短
い
対
句
史
の
考
察
は
、
対
句
の
発
生
か
ら
そ
れ
が
一
つ
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
と
し
て
定
立
す
る
ま
で
を
説
い
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
対
象
把
握

の
簡
潔
に
し
て
要
を
得
た
高
橋
の
論
理
展
開
術
に
は
今
更
な
が
ら
舌
を
巻

く
。
真
に
明
断
の
頭
脳
と
は
得
難
き
も
の
で
あ
る
。
事
象
の
類
比
か
ら
は

漢
代
の
事
物
羅
列
類
比
の
あ
の
賦
の
盛
群
を
連
想
す
れ
ば
充
分
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
が
「
つ
い
に
は
対
極
化
に
よ
っ
て
事
物
と
思
念
の
核
心
を
暗
示
す

る
象
徴
的
弁
証
へ
と
」
発
展
し
た
も
の
が
、
こ
の
「
文
の
賦
」
で
あ
り
、

劉
紙
の
『
文
心
離
龍
』
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
も
ち
ろ
ん

そ
の
先
駆
を
な
す
も
の
は
、
老
荘
思
想
を
懐
胎
し
た
院
籍
や
桔
康
ら
の
一

群
の
観
念
的
な
賦
で
あ
っ
た
ろ
う
。
自
然
に
対
す
る
人
間
の
情
感
の
微
妙

な
推
移
深
化
も
一
朝
一
夕
の
も
の
で
な
か
っ
た
が
、
思
念
や
観
念
の
成
熟

の
過
程
も
ま
た
同
様
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

「
文
学
は
単
な
る
個
々
の
対
象
の
叙
述
で
は
な
く
、
一
た
び
鳥
敵
し
、

一
た
び
各
自
の
形
而
上
学
に
よ
り
て
浦
過
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
す
べ
て
の
描

写
は
そ
れ
以
前
に
「
古
今
を
須
奥
の
う
ち
に
観
、
四
海
を
一
瞬
の
う
ち
に

撫
す
る
」
本
質
諦
視
を
前
提
と
す
る
」
(
五
八
頁
)
こ
の
時
空
間
の
把
握

こ
そ
が
全
て
の
前
提
と
な
る
こ
と
は
先
引
の
句
の
拙
解
で
触
れ
て
・
お
い
た

通
り
で
あ
る
。
高
橋
は
こ
の
一
聯
の
直
ぐ
前
の
二
聯
を
引
い
て
言
う
。

「
収
百
世
之
闘
文

採
千
載
之
遺
韻

謝
朝
華
於
己
披

啓
タ
秀
於
未
振

タ朝千百
秀華載世
ををのの
未己3遣い闘月
だに韻工文f
振士披2をを
わけ採収
ざるりめ
るに
に謝
啓1し
く

-27-

と
い
う
文
章
が
あ
る
。
こ
の
わ
ず
か
二
聯
の
対
句
の
な
か
に
、
伝
統
を
尊

重
す
る
中
国
文
学
の
流
れ
を
真
向
か
ら
受
け
と
め
つ
つ
、
そ
の
上
に
な
お

な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
文
学
創
造
の
方
法
論
が
、
一
点
の
曇
り
な
く
表
明
さ

れ
て
い
る
の
を
み
る
。
し
ょ
せ
ん
無
か
ら
は
何
も
の
を
も
造
り
え
ぬ
人
間

に
と
っ
て
、
伝
統
に
対
す
る
創
造
の
関
係
は
、
す
で
に
あ
か
さ
れ
た
美
と

論
理
は
、
そ
れ
を
完
結
せ
し
め
、
そ
し
て
い
ま
だ
萌
芽
状
態
に
す
ぎ
な
か

っ
た
着
想
や
表
現
を
完
全
開
花
せ
し
め
る
以
外
に
な
い
の
で
あ
る
。
一
見

こ
れ
は
消
極
的
に
見
え
る
。
し
か
し
、
過
去
の
認
識
を
葬
る
と
い
う
こ
と



に
は
巨
大
な
努
力
が
い
る
の
で
あ
り
、
単
に
、
根
の
な
い
思
い
つ
き
を
百

並
べ
る
よ
り
も
、
そ
の
努
力
こ
そ
が
進
歩
を
約
束
す
る
。
四
六
耕
鵬
文
は

こ
の
よ
う
に
些
末
な
説
明
は
リ
ズ
ム
で
代
行
さ
せ
、
心
象
や
事
物
を
、
も

っ
と
も
肝
要
な
普
遍
性
の
項
点
に
お
い
て
表
示
す
る
の
に
秀
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
そ
れ
は
陸
機
が
自
覚
し
主
張
す
る
伝
統
の
埋
葬
と
蘇
生
を
、
そ

の
文
体
構
造
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
方
法
的
に
含
み
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
」

(
五
九
頁
)

「
朝
華
を
巳
に
披
け
る
に
謝
し
、
タ
秀
を
未
だ
振
わ
ざ
る
に
啓
く
」
と

は
、
古
人
の
己
用
の
美
的
表
現
は
謝
絶
し
て
用
い
ず
、
現
代
人
の
未
だ
表

現
し
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
美
的
表
現
を
啓
開
し
よ
う
、
と
い
う
く
ら
い

の
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
過
去
の
認
識
を
葬
る
に
は
巨
大
な
努
力
が

い
る
し
、
そ
の
努
力
こ
そ
が
進
歩
を
約
束
す
る
。
伝
統
を
真
に
葬
り
う
る

者
の
み
が
新
た
な
革
新
の
地
平
を
拓
き
う
る
の
で
あ
る
。
そ
の
前
に
先
ず

古
典
の
研
鎖
。

そ
れ
が
美
文
の
持
つ
第
三
の
要
素
、
典
故
の
襲
用
に
連
な
る
。

「
典
故
の
技
術
は
解
説
的
な
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
一
面
、
有
閑
階

級
に
よ
る
知
識
の
独
占
、
さ
ら
に
は
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
へ
の
転
落

の
危
険
を
は
ら
む
。
し
か
し
な
が
ら
、
ま
た
、
認
識
が
積
み
重
ね
ら
れ
る

た
め
に
は
、
こ
う
し
た
先
行
観
念
の
前
提
的
承
認
は
、
あ
る
程
度
さ
け
が

た
い
。
科
学
に
・
お
い
て
そ
う
で
あ
る
ご
と
く
、
道
徳
や
美
学
に
あ
っ
て
も

公
理
的
知
識
は
そ
ん
な
に
多
く
は
な
い
。
教
養
と
は
、
百
科
全
書
的
に
な

ん
で
も
知
っ
て
い
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
で
の
基
本
的

公
理
を
ま
ず
誤
り
な
く
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
典
故
の
技

術
は
、
そ
の
範
囲
を
逸
脱
せ
ぬ
か
、
ぎ
り
、
許
容
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の

で
あ
る
」
(
六

O
頁
)

典
故
の
乱
用
と
街
学
に
対
し
て
の
ス
ト
イ
ッ
ク
な
高
橋
の
姿
勢
が
よ
く

窺
え
る
一
文
で
あ
る
。
し
か
し
高
橋
は
ま
た
こ
う
も
付
け
加
え
て
い
る
。

「
依
拠
す
る
も
の
が
、
そ
の
一
定
の
文
化
圏
内
で
、
誰
し
も
が
知
っ
て

い
る
公
理
的
基
礎
知
識
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
典
故
は
、
修
辞
的
に
有
効
か

っ
有
意
義
で
あ
る
」
(
向
上
)

自
分
の
努
力
不
足
と
無
知
は
棚
に
上
げ
て
、
他
者
の
真
拳
な
精
神
的
探

究
を
非
責
す
る
よ
う
な
輩
が
横
行
す
る
昨
今
の
風
潮
を
、
も
し
高
橋
が
健

在
で
あ
っ
た
な
ら
な
ん
と
言
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

「
少
な
く
と
も
、
言
葉
が
ひ
き
ず
る
過
去
の
陰
贈
を
葛
藤
的
に
受
け
と

め
る
精
神
の
余
裕
を
失
っ
た
も
の
の
思
弁
に
は
、
内
面
的
な
劇
性
が
い
つ

し
か
失
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
は
確
か
に
言
え
る
。
言
葉
の
暴
力
的
使

用
は
、
こ
の
ひ
そ
か
な
劇
性
と
は
、
遂
に
あ
い
い
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で

あ
る
。
言
葉
の
新
味
と
は
、
し
た
が
っ
て
、
過
去
に
あ
た
え
ら
れ
て
い
た

観
念
結
合
い
じ
よ
う
の
、
よ
り
緊
密
な
、
な
い
し
は
よ
り
痛
切
な
思
惟
に

裏
づ
け
ら
れ
た
文
脈
に
よ
っ
て
の
み
附
与
さ
れ
る
」
(
六
一
頁
)

牽
強
な
解
釈
を
許
し
て
も
ら
え
る
な
ら
ば
、
過
去
の
文
化
(
古
典
)
へ

の
無
視
と
無
知
は
精
神
の
退
廃
さ
え
引
き
起
こ
す
こ
と
に
も
な
り
兼
ね
な

い
、
と
い
う
危
倶
を
こ
こ
に
読
み
と
っ
て
も
、
そ
う
そ
う
的
外
れ
で
は
な

い

か

も

し

れ

な

い

。

(

未

完

)

〈

一

九

九

二

・

二

了

二

二

〉

(
あ
ん
ど
う
・
ま
こ
と
総
合
科
学
部
教
授
)
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