
〔　　〕�

　

勅
撰
三
漢
詩
集１
を
読
む
時
、
日
本
漢
詩
文
最
初
の
隆
盛
期
に
ふ
さ
わ
し
い

抒
情
の
清
新
さ
、
様
式
へ
の
真
摯
さ
に
う
た
れ
る
。
と
同
時
に
、
種
々
の
疑

問
も
生
じ
て
来
る
。
そ
の
な
か
か
ら
こ
こ
で
は
押
韻
に
関
す
る
問
題
を
と
り

あ
げ
、
三
集
全
体
に
わ
た
る
押
韻
律
上
の
特
徴
に
ま
で
言
及
し
て
み
た
い
。

　

こ
こ
に
拙
論
の
展
開
に
先
立
ち
、
論
旨
の
概
略
を
添
え
て
内
容
理
解
の
参
考
に

供
し
た
い
。

　

こ
の
稿
で
は
勅
撰
三
漢
詩
集
の
押
韻
を
摂
（
後
述
）
ご
と
に
調
査
し
、
そ
の
分

析
結
果
に
基
づ
き
以
下
の
結
論
に
達
し
た
。

　

勅
撰
三
漢
詩
集
に
収
め
る
今
体
詩
の
な
か
に
は
、『
廣
韻
』（
切
韻
系
韻
書
）
の

独
用
・
同
用
の
規
定
に
合
わ
な
い
押
韻
例
が
散
見
す
る
。
従
来
、
こ
れ
を
唐
代
の

古
詩
通
用
韻
、
あ
る
い
は
詩
人
の
ケ
ア
レ
ス
ミ
ス
と
解
釈
し
て
き
た
。
し
か
し
い

ず
れ
も
誤
解
で
あ
ろ
う
。
類
似
し
た
押
韻
例
が
、
初
唐
期
に
も
見
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
原
因
は
、『
切
韻
』
の
規
定
に
従
っ
て
押
韻
す
る
方
式
が
確
立
す
る

ま
で
の
過
渡
期
に
あ
た
る
初
唐
に
あ
っ
て
は
、
分
部
分
韻
を
異
に
す
る
六
朝
期
に

編
纂
さ
れ
た
韻
書
も
ま
だ
使
用
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
勅

撰
三
漢
詩
集
の
場
合
に
も
ほ
ぼ
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
三
集
の
詩
人
た
ち
は
、

早
期
伝
来
の
六
朝
韻
書
を
、
後
に
渡
来
し
た
『
切
韻
』
と
と
も
に
長
く
使
用
し
続

け
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
切
韻
系
韻
書
に
よ
っ
て
押
韻
す
る
と
い
う

今
体
詩
の
韻
律
が
当
時
い
ま
だ
理
解
さ
れ
ず
、
八
・
九
世
紀
の
勅
撰
三
漢
詩
集
の

大
勢
は
、
依
然
と
し
て
六
・
七
世
紀
の
六
朝
・
初
唐
の
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
と
を

端
的
に
示
し
て
い
る
。

㈠

　
「
奉
和
春
日
暮
宿
江
頭
亭
子
御
製
」
小
野
岑
守
（『
凌
雲
新
集
』
63
）
は
、
今

体
詩
七
律
の
句
法
と
平
仄
を
備
え
る
が
、
そ
の
韻
字
は
“
輿
”“
闈
”“
微
”

“
帰
”。“
輿
”
は
『
廣
韻
』（
以
下
同
じ
）
上
平
声
「
魚
」
第
九
、
他
の
三
字

は
上
平
声
「
微
」
第
八
に
属
す
。「
微
」
韻
（
以
下
「
某
」
韻
と
表
記
す
べ
き
と

こ
ろ
韻
の
字
を
省
く
）
に
は
「
独
用
」
と
い
う
注
記
が
あ
る
か
ら
、「
魚
」
と

同
用
す
る
こ
と
は
今
体
詩
で
は
基
本
的
に
は
あ
り
え
な
い
。
た
だ
し
「
微
」

の
属
す
る
止
摂
─
─
摂0

ま
た
は
韻
摂
0

0

と
は
中
古
音
の
韻
母
を
韻
腹
と
韻
尾
の

相
違
に
よ
っ
て
お
も
に
十
六
種
に
分
類
し
た
も
の
。
音
の
近
い
韻
を
い
く
つ

か
ま
と
め
た
、
と
考
え
て
も
よ
く
、
六
朝
以
来
、
詩
文
の
用
韻
は
お
お
む
ね

摂
を
範
囲
と
し
た
─
─
に
、
遇
摂
「
魚
」
の
字
が
混
入
し
た
押
韻
の
例
が
、
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初
唐
詩
に
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る２
の
で
、
確
か
め
て
み
る
と
、
い
ず
れ
も

去
声
の
例
ば
か
り
で
、
平
声
「
微
」
に
「
魚
」
の
字
を
同
用
し
た
例
を
探
し

出
せ
な
い
。
つ
ま
り
現
段
階
で
は
当
該
詩
の
“
輿
”
は
、
当
時
、
別
の
音
が

あ
っ
た
の
か
─
─
た
だ
し
こ
の
一
例
の
み
の
た
め
調
査
し
よ
う
が
な
い

─
─
、
ま
た
は
伝
本
の
誤
写
な
の
か
─
─
調
査
し
た
範
囲
に
異
文
は
な
く
、

松
浦
氏
も
誤
字
の
可
能
性
は
低
い
と
い
う
─
─
と
検
討
す
る
と
、
や
は
り
松

浦
・
小
島
両
氏
の
言
う
よ
う
に３
単
な
る
誤
用
な
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
誤
用

と
考
え
る
に
は
抵
抗
感
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
当
該
詩
は
我
国
最
初
の

勅
撰
集
─
─
「
文
」
を
有
す
る
律
令
国
家
た
る
こ
と
を
内
外
に
示
す
文
物
の

一
つ
と
し
て
当
時
の
総
力
を
挙
げ
て
編
纂
さ
れ
た４
─
─
に
採
録
さ
れ
る
作
品

で
あ
り
、
作
者
は
そ
こ
に
十
三
首
入
集
し
て
、
序
文
を
執
筆
し
撰
者
で
も

あ
っ
た
小
野
岑
守
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

次
例
の
詩
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。「
自
山
崎
乗
江
赴
讃
岐
、
在
難
波
江
口

述
懐
、
贈
野
二
郎
」
良
岑
安
世
（『
凌
雲
新
集
』
53
）
は
、
や
は
り
今
体
詩
五

律
の
句
法
と
平
仄
の
韻
律
を
備
え
る
が
、“
宗
”“
逢
”“
江
”“
容
”
と
押
韻

す
る
。“
宗
”
は
上
平
声
「
冬
」
第
二
、“
逢
”
は
同
「
鍾
」
第
三
、“
江
”

は
同
「
江
」
第
四
、“
容
”
は
同
「
鍾
」
第
三
に
属
す
。「
冬
」
第
二
の
注
記

に
「
鍾
同
用
」、
ま
た
「
江
」
第
四
の
注
記
に
は
「
独
用
」
と
あ
る
の
で
、

例
詩
の
押
韻
は
通
常
の
今
体
詩
の
場
合
と
相
違
す
る
。
で
は
従
来
こ
の
押
韻

に
つ
い
て
ど
う
解
釈
し
て
き
た
の
か
。
小
島
憲
之
氏
が
「
韻
は
（
平
水
韻
）

上
平
声
二
冬
韻
─
宗
・
逢
・
江
（
上
平
声
三
江
韻
。
二
冬
韻
の
通
用
韻
）・
容
─
」

と
注
し
て
い
る
よ
う
に５
、
松
浦
・
黄
の
両
氏
も６
み
な
「
通
用
」
つ
ま
り
古
詩

通
用
韻
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
確
か
に
こ
の
例
詩
は
結
果
と
し
て
唐
詩

の
古
詩
通
用
韻
の
押
韻
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
解
釈
は
、
唐
代
古

詩
通
用
韻
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
な
ど
を
考
え
る
と
、
誤
解
で

あ
ろ
う
。

　

唐
代
に
入
り
高
等
文
官
資
格
試
験
（
貢
挙
）
に
有
韻
の
詩
文
が
出
題
さ
れ

始
め
、
同
時
に
今
体
詩
が
公
的
な
場
で
多
く
詠
作
さ
れ
る
な
か
、
方
言
な
ど

に
よ
る
押
韻
上
の
相
違
を
統
一
す
る
う
え
か
ら
も
、
国
家
功
令
に
よ
る
官
定

の
韻
書
『
切
韻
』
の
規
定
の
も
と
に
押
韻
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
『
切
韻
』
と
は
六
世
紀
ご
ろ
の
読
書
音
の
集
大
成
で
あ
っ

て
、
唐
代
詩
人
の
実
際
の
発
音
か
ら
も
離
れ
た
と
こ
ろ
が
処
々
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
た
め
詩
人
は
違
和
感
や
窮
屈
な
思
い
を
抱
き
な
が
ら
押
韻
し
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
公
的
な
場
で
は
な
く
私
的
な
暢
や
か
な
場
で
、

韻
律
の
緩
や
か
な
古
体
詩
を
詠
作
す
る
際
に
、
官
定
の
韻
書
の
同
用
の
規
定

を
逾
え
、
現
実
の
発
音
に
も
あ
る
程
度
沿
っ
た
押
韻
が
行
わ
れ
た
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
こ
の
古
詩
通
用
の
押
韻
法
は
唐
代
詩
人
が
自
ら
の
抒
情
世
界

を
拡
充
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
な
か
に
、
必
然
的
に
生
じ
た
詩
的
営
為
の
一

つ
、
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
後
世
い
わ
ゆ
る
古
詩
通
用
韻
と
呼
ば

れ
る
押
韻
法
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

で
は
奈
良
末
・
平
安
初
頭
で
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
唐
代
と
同
様
あ
る
い

は
類
似
す
る
経
過
を
た
ど
っ
て
古
詩
通
用
の
押
韻
が
行
わ
れ
た
、
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
押
韻
法
は
、
詩
に
使
用
さ
れ
る

言
語
と
日
常
の
そ
れ
と
が
、
時
間
的
歴
史
的
経
過
を
経
て
変
化
し
て
も
ほ
ぼ

整
合
性
の
な
か
に
あ
り
、
持
続
し
て
同
じ
漢
語
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
前

提
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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さ
ら
に
試
帖
詩
（
試
験
の
答
案
の
詩
）
の
例
を
あ
げ
て
考
え
て
み
た
い
。「
五

言
奉
試
賦
得
隴
頭
秋
月
明
一
首　

題
中
取
韻
限
六
十
字
」
豊
前
王
（『
経
国
集
』

�6�
）
の
平
仄
は
、
今
体
律
に
適
い
、
首
尾
両
聯
が
散
句
、
他
の
四
聯
が
対
句

の
五
言
排
律
で
あ
る
。
押
韻
を
閲
て
み
よ
う
。
韻
字
“
明
”“
澄
”“
清
”“
生
”

“
城
”“
行
”
の
な
か
で
、“
明
・
生
・
行
”
は
下
平
声
「
庚
」
第
十
二
、“
清
・

城
”
は
同
「
清
」
第
十
四
、“
澄
”
は
同
「
蒸
」
第
十
六
に
属
す
。「
庚
」
の

注
記
に
「
耕
清
同
用
」
と
あ
る
が
、「
蒸
」
に
は
「
登
同
用
」
と
し
か
な
い
。

つ
ま
り
こ
の
押
韻
は
『
切
韻
』
の
規
定
に
従
う
今
体
詩
の
押
韻
と
し
て
は
全

く
の
破
格
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
小
島
氏
は
「
…
…
古
詩
通
押
せ
ず
、

作
者
の
誤
で
あ
る
。
…
…
澄
の
韻
は
作
者
の
誤
と
い
ふ
ほ
か
は
な
い
」、
と

そ
の
注
釈７
で
断
言
す
る
。
黄
氏
が
当
該
詩
を
五
排
と
認
め
な
い８
の
は
、
や
は

り
小
島
氏
と
同
様
に
作
者
の
ミ
ス
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
果
た
し
て

こ
れ
は
作
者
の
誤
り
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
当
該
詩
が
『
経
国
集
』
に
入
集
し

た
試
帖
詩
で
あ
る
点
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
経
国
集
』
に
は
本

詩
も
含
め
て
試
帖
二
十
三
首
を
載
せ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
唐
代
の
試
帖
詩
に

俲
っ
て
は
い
る
が
、
様
々
に
相
違
す
る
点
も
あ
る９
。
な
か
で
も
注
目
す
べ
き

こ
と
は
、
試
帖
詩
に
も
か
か
わ
ら
ず
韻
律
を
完
備
し
え
た
作
品
の
方
が
む
し

ろ
少
な
く
、
と
り
わ
け
平
仄
を
違
え
る
例
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
こ
れ
ら
の
試
帖
詩
が
『
経
国
集
』
に
入
集
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
小
島
氏
も
述
べ
る
よ
う
にＡ
及
第
の
答
案
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま

り
当
該
試
帖
詩
は
韻
を
踏
み
外
し
て
い
た
が
及
第
と
さ
れ
た
答
案
、
と
考
え

る
わ
け
で
あ
る
。
確
か
に
そ
う
と
ら
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
。
現
在
、

韻
律
方
式
を
記
し
た
唐
代
の
格
式
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
中
唐
以

降
の
そ
れ
を
ほ
と
ん
ど
踏
襲
し
た
北
宋
『
礼
部
韻
略
』「
貢
挙
式
」
の
「
不
考
」

（
失
格
）
の
条
に
、「
失
平
側
」
と
同
じ
く
「
詩
賦
落
韻
」「
詩
韻
数
少
剰
」「
詩

賦
不
圧
官
韻
」
な
ど
の
諸
条
項
が
あ
り
、
平
仄
（
平
側
）
が
適
わ
な
い
答
案

と
同
じ
く
押
韻
の
規
定
を
満
た
さ
な
い
の
も
、
不
合
格
と
定
め
ら
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
平
仄
の
合
わ
な
い
答
案
を
及
第
と
し
た
な
ら
、
同
じ
く
韻
を
踏

み
外
し
た
答
案
も
合
格
に
し
た
と
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
、
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。

　

で
は
こ
の
試
帖
詩
の
押
韻
は
、
や
は
り
受
験
生
の
ミ
ス
だ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
残
さ
れ
た
試
帖
詩
を
は
じ
め
三
集
所
収
詩
を
や
や
詳
し
く
調
べ
る

と
、
今
体
詩
と
し
て
の
平
仄
法
の
誤
り
を
犯
し
た
作
品
は
ま
ま
見
ら
れ
る

が
、
韻
の
踏
み
外
し
と
見
な
せ
る
作
品
は
一
・
二
例
で
あ
ろ
う
か
、
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
当
時
押
韻
上
の
ミ
ス
は
、
平
仄
を

整
え
る
の
と
は
相
違
し
て
、
漢
語
を
母
国
語
と
し
な
い
三
集
の
詩
人
に
お
い

て
も
、
ほ
と
ん
ど
起
こ
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
韻
書
を
利
用
し
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
押
韻
す
る
場
合
、
当
時
の
音
に
従
う
時
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う

が
、
基
本
的
に
韻
書
に
従
っ
て
い
た
の
は
、
中
国
も
日
本
も
変
り
が
な
い
。

ま
し
て
奈
良
末
・
平
安
初
頭
す
で
に
訓
読
中
心
の
詩
賦
の
享
受
が
大
勢
で
あ

り
、
漢
語
を
母
国
語
と
し
な
い
勅
撰
三
漢
詩
集
期
の
詩
人
が
、
手
元
に
あ
る

韻
書
の
韻
分
類
、
あ
る
い
は
中
国
先
行
作
品
の
押
韻
実
例
を
逾
え
て
韻
を
踏

む
こ
と
な
ど
は
、
一
般
に
は
考
え
が
た
い
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
奈
良
末
・

平
安
初
頭
の
詩
人
が
使
用
し
て
い
た
韻
書
が
、
隋
唐
以
降
、
官
定
の
韻
書
と

さ
れ
た
『
切
韻
』（
増
訂
本
も
含
む
）
の
み
、と
考
え
る
の
は
不
自
然
で
あ
ろ
う
。

後
述
す
る
が
『
切
韻
』
以
前
の
六
朝
期
、
数
種
の
韻
書
が
す
で
に
編
集
さ
れ

て
お
り
、
そ
れ
は
『
切
韻
』
の
韻
分
類
と
相
違
す
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
が
、
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遺
憾
な
が
ら
残
っ
て
い
な
い
（
た
だ
し
あ
る
程
度
分
韻
の
様
子
は
わ
か
る
）。

　

前
述
の
例
詩
と
同
じ
「
庚
」「
清
」「
蒸
」
同
用
の
例
は
な
い
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
押
韻
に
相
当
す
る
韻
分
類
の
韻
書
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
初

唐
の
張
九
齢
・
李
邕
の
銘
、
忽
雷
澄
（
神
龍
年
間
の
人
）
の
碑
、
そ
し
て
拾
得

の
古
体
詩
に
「
庚
」「
清
」「
蒸
」
同
用
の
押
韻
例
が
残
さ
れ
て
い
たＢ
。
つ
ま

り
、
何
ら
か
の
経
路
を
経
て
こ
の
「
庚
」「
清
」（
梗
摂
）「
蒸
」（
曾
摂
）
同

用
の
押
韻
を
学
ん
で
、
こ
の
よ
う
に
押
韻
し
た
可
能
性
が
出
て
く
る
。
一
方
、

唐
半
ば
以
降
に
曾
摂
・
梗
摂
の
主
母
音
が
近
似
し
て
来
て
通
用
が
始
ま
っ

た
、
と
指
摘
す
る
見
解Ｃ
が
あ
る
が
、
こ
の
曾
梗
両
摂
の
主
母
音
の
近
似
は
す

で
に
初
・
盛
唐
期
に
始
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
示
す
一
例
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
点
は
に
わ
か
に
判
断
し
が
た
い
が
、
と
も
か
く
こ
う
し
た
「
庚
」「
清
」

「
蒸
」
同
用
の
例
が
、『
経
国
集
』
試
帖
詩
の
押
韻
に
先
立
っ
て
な
さ
れ
て
い

た
こ
と
か
ら
、
当
該
試
帖
詩
の
“
澄
”
の
韻
字
は
誤
用
で
あ
る
、
と
は
断
言

で
き
な
く
な
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
初
唐
の
押
韻
例
を
そ
の
ま
ま
当
該
試
帖
詩
の
先
例
と
見
な

す
と
、
あ
る
疑
問
が
生
じ
て
来
よ
う
。
そ
れ
は
試
帖
詩
が
五
言
六
韻
の
排
律
、

す
な
わ
ち
今
体
詩
で
あ
る
の
に
対
し
、
前
述
の
唐
代
の
例
は
銘
・
碑
・
古
体

詩
で
あ
る
点
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
と
こ
ろ
に
こ
そ
勅
撰
三
漢
詩
集
期
の
押
韻

に
関
す
る
、
言
い
換
え
れ
ば
、
韻
律
受
容
上
の
大
き
な
問
題
の
一
つ
が
存
在

す
る
。
つ
ま
り
、
後
に
説
明
す
る
が
、
今
体
詩
は
『
切
韻
』
の
韻
分
類
に
従
っ

て
押
韻
す
る
、
と
い
う
規
定
が
、
当
時
ま
だ
衆
知
徹
底
し
て
理
解
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
て
三
例
を
挙
げ
て
小
考
を
加
え
た
だ
け
で
も
、
勅
撰
三
漢
詩
集
の
押
韻

に
対
す
る
従
来
の
注
解
に
は
疑
義
が
生
じ
、
改
め
て
調
査
・
検
討
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
は
三
漢
詩
集
全
体

の
押
韻
の
特
徴
を
把
握
す
る
。
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
な
ぜ
古
詩
通
用
と

誤
解
さ
れ
る
押
韻
が
な
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
原
因
を
当
時
利
用
さ
れ
て
い
た

韻
書
、
ま
た
当
時
理
解
さ
れ
て
い
た
韻
律
を
も
合
せ
考
え
な
が
ら
、
可
能
な

か
ぎ
り
具
体
的
に
論
じ
て
み
た
い
。

㈡

　

勅
撰
三
漢
詩
集
の
押
韻
例
を
一
瞥
す
る
と
、
最
も
そ
の
特
徴
を
示
す
摂

は
、
止
摂
と
梗
摂
で
あ
っ
た
。
三
漢
詩
集
全
体
の
押
韻
を
こ
こ
に
具
さ
に
あ

げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
紙
幅
の
制
限
も
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
両
摂
の
押
韻

実
態
か
ら
充
分
に
全
体
の
特
徴
を
把
握
で
き
る
と
考
え
、
こ
こ
で
は
両
摂
に

よ
る
押
韻
例
を
韻
目
ご
と
に
ま
と
め
、
さ
ら
に
独
用
・
同
用
に
分
け
て
列
挙

す
る
こ
と
に
し
た
い
。

○
支
独
用
─
古
体
詩
「
隨
・
宜
・
馳
・
危
・
吹
・
披
・
垂
・
訾
」（
凌
新
65
）、

「
窺
・
知
・
危
」（
経
国
６
）。
今
体
詩
「
危
・
吹
・
知
・
垂
」（
凌
新
�5
）、

「
披
・
規
・
垂
・
曦
」（
凌
新
86
）、「
奇
・
危
・
枝
・
池
」（
文
華
��
）。

○
支
・
脂
同
用
─
古
体
詩
「
離
（
支
）・
悲
（
脂
）」（
経
国
９
）、「
衰
（
脂
）・

籬
（
支
）・
宜
（
支
）」（
経
国
�38
）。

○
支
・
脂
・
之
同
用
─
古
体
詩
「
私
（
脂
）・
帷
（
脂
）・
枝
（
支
）・
衰
（
脂
）・

期
（
之
）・
移
（
支
）・
卑
（
支
）・
垂
（
支
）」（
経
国
３
）、「
師
（
脂
）・
奇
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（
支
）・
危
（
脂
）・
時
（
之
）」（
経
国
�06
）、「
絲
（
之
）・
遅
（
脂
）・
時
（
之
）・

吹
（
支
）」（
経
国
��6
）。
今
体
詩
「
絲
（
之
）・
宜
（
支
）・
吹
（
支
）・
悲
（
脂
）・

思
（
之
）」（
凌
新
69
）。

○
支
・
脂
・
之
・
微
同
用
─
古
体
詩
「
思
（
之
）・
危
（
支
）・
緇
（
之
）・
非

（
微
）・
依
（
微
）・
衰
（
脂
）・
離
（
支
）・
輝
（
微
）・
悲
（
脂
）・
飛
（
微
）・

時
（
之
）・
期
（
之
）・
為
（
支
）」（
凌
新
88
）、「
時
（
之
）・
腓
（
微
）・
奇

（
支
）・
滋
（
之
）・
坻
（
脂
）」（
経
国
２
）。
今
体
詩
「
知
（
支
）・
時
（
之
）・

祈
（
微
）・
施
（
支
）・
姫
（
之
）・
児
（
支
）・
肌
（
脂
）・
卑
（
支
）」（
文

華
30
）、「
畿
（
微
）・
時
（
之
）・
姫
（
之
）・
尼
（
脂
）・
衣
（
微
）・
悲
（
脂
）・

離
（
支
）」（
経
国
3�
）。

○
支
・
脂
・
微
同
用
─
古
体
詩
「
飛
（
微
）・
墀
（
脂
）・
帰
（
微
）・
衣
（
微
）・

巵
（
支
）」（
凌
新
80
）、「
枝
（
支
）・
姿
（
脂
）・
推
（
脂
）・
飛
（
微
）・
帰

（
微
）」（
経
国
�05
）。

○
支
・
之
同
用
─
古
体
詩
「
枝
（
支
）・
時
（
之
）」（
経
国
��9
）。
今
体
詩
「
時

（
之
）・
知
（
支
）」（
文
華
���
）。

○
支
・
微
同
用
─
今
体
詩
「
微
（
微
）・
奇
（
支
）・
隨
（
支
）・
知
（
支
）」（
経

国
��5
）。

○
脂
独
用
─
古
体
詩
「
遅
・
帷
・
眉
・
悲
」（
文
華
２
）。
今
体
詩
「
遅
・
師
・

帷
・
悲
」（
経
国
�90
）。

○
脂
・
之
同
用
─
今
体
詩
「
悲
（
脂
）・
詞
（
之
）・
遅
（
脂
）・
颸
（
之
）・
時

（
之
）」（
凌
新
９
）、「
期
（
之
）・
遅
（
脂
）・
颸
（
之
）・
時
（
之
）」（
文
華
��
）、

「
辞
（
之
）・
時
（
之
）・
期
（
之
）・
悲
（
脂
）」（
文
華
89
）、「
時
（
之
）・

絲
（
之
）・
遅
（
脂
）・
煕
（
之
）」（
経
国
9�
）、「
時
（
之
）・
辞
（
之
）・
遅

（
脂
）・
帷
（
脂
）」（
経
国
�89
）。

○
脂
・
之
・
微
同
用
─
古
体
詩
「
時
（
之
）・
悲
（
脂
）・
滋
（
之
）・
詞
（
之
）・

期
（
之
）・
飛
（
微
）」（
経
国
�0
）、「
辞
（
之
）・
帰
（
微
）・
悲
（
脂
）」（
経

国
�7
）、「
時
（
之
）・
暉
（
微
）・
梨
（
脂
）・
飛
（
微
）・
遅
（
脂
）・
帰
（
微
）」

（
経
国
�06
）、「
飛
（
微
）・
時
（
之
）・
遅
（
脂
）・
悲
（
脂
）・
扉
（
微
）」（
経

国
�55
）。
今
体
詩
「
悲
（
脂
）・
時
（
之
）・
衰
（
脂
）・
滋
（
之
）・
飛
（
微
）・

颸
（
之
）・
絲
（
之
）」（
経
国
�58
）。

○
脂
・
微
同
用
─
古
体
詩
「
飛
（
微
）・
帰
（
微
）・
衰
（
脂
）・
暉
（
微
）」（
雑

言
奉
和
４
）、「
暉
（
微
）・
微
（
微
）・
稀
（
微
）・
遅
（
脂
）・
衣
（
微
）」（
経

国
�0
）、「
依
（
微
）・
稀
（
微
）・
衰
（
脂
）」（
経
国
�5
）。
今
体
詩
「
稀
（
微
）・

帷
（
脂
）・
帰
（
微
）・
飛
（
微
）」（
文
華
�0
）、「
帰
（
微
）・
依
（
微
）・
帷

（
脂
）」（
文
華
��3
）、「
飛
（
微
）・
帰
（
微
）・
帷
（
脂
）」（
経
国
��8
）。

○
脂
・
微
・
至
同
用
─
古
体
詩
「
稀
（
微
）・
悲
（
脂
）・
鼻
（
至
）」（
経
国
６
）。

○
之
独
用
─
古
体
詩
「
滋
・
時
・
詞
」（
雑
言
奉
和
２
）。
今
体
詩
「
辞
・
時
・

期
・
持
」（
凌
新
5�
）、「
期
・
時
」（
凌
新
76
）、「
時
・
欺
・
貽
・
滋
」（
経
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国
80
）。

○
之
・
微
同
用
─
今
体
詩
「
詞
（
之
）・
稀
（
微
）・
飛
（
微
）・
時
（
之
）」（
経

国
�09
）、「
時
（
之
）・
疑
（
之
）・
飛
（
微
）・
祠
（
之
）」（
経
国
�9�
）。

○
微
独
用
─
古
体
詩
「
飛
・
衣
・
輝
」（
凌
新
３
）、「
帰
・
稀
・
暉
・
依
」（
文

華
�9
）、「
飛
・
衣
・
扉
」（
雑
言
奉
和
３
）、「
暉
・
飛
・
稀
」（
雑
言
奉
和
５
）、

「
衣
・
飛
」（
経
国
９
）、「
腓
・
輝
・
微
」（
経
国
��
）、「
飛
・
扉
・
微
・
菲
」

（
経
国
8�
）。
今
体
詩
「
飛
・
衣
・
帰
・
機
」（
凌
新
89
）、「
畿
・
闈
・
非
・

飛
」（
文
華
33
）、「
衣
・
飛
」（
文
華
�33
）、「
希
・
衣
・
機
・
微
」（
文
華
�36
）、

「
飛
・
扉
・
微
・
菲
」（
経
国
8�
）、「
菲
・
飛
」（
経
国
85
）、「
飛
・
輝
・
依
・

衣
」（
経
国
�76
）、「
微
・
飛
・
帰
」（
経
国
�86
）、「
微
・
霏
・
衣
・
帰
・
非
・

機
」（
経
国
�9�
）、「
飛
・
帰
・
違
・
機
・
衣
・
微
」（
経
国
�96
）。

　

次
に
梗
摂
を
見
て
ゆ
こ
う
。

○
庚
独
用
─
古
体
詩
「
鳴
・
驚
」（
凌
新
３
）。
今
体
詩
「
栄
・
英
・
明
・
迎
」

（
経
国
��5
）。

○
庚
・
耕
・
清
同
用
─
古
体
詩
「
生
（
清
）・
萠
（
耕
）・
鴬
（
耕
）・
声
（
清
）」

（
経
国
87
）。
今
体
詩
「
驚
（
庚
）・
情
（
清
）・
争
（
耕
）・
明
（
庚
）」（
経

国
�36
）。

○
庚
・
清
同
用
─
古
体
詩
「
声
（
清
）・
情
（
清
）・
生
（
庚
）」（
凌
新
56
）、「
京

（
庚
）・
迎
（
庚
）・
行
（
庚
）・
情
（
清
）」（
文
華
�0
）、「
明
（
庚
）・
城
（
清
）・

声
（
清
）」（
文
華
3�
）、「
明
（
庚
）・
声
（
清
）・
情
（
清
）」（
文
華
39
）、「
城

（
清
）・
声
（
清
）・
驚
（
庚
）」（
文
華
��7
）、「
城
（
清
）・
声
（
清
）・
驚
（
庚
）」

（
文
華
��8
）、「
成
（
清
）・
鳴
（
庚
）・
行
（
庚
）・
情
（
清
）」（
経
国
�3
）、「
生

（
庚
）・
声
（
清
）」（
経
国
�9
）、「
軽
（
清
）・
情
（
清
）・
明
（
庚
）」（
経
国
�05
）、

「
生
（
庚
）・
声
（
清
）・
驚
（
庚
）・
情
（
清
）」（
経
国
�37
）、「
明
（
庚
）・

情
（
清
）・
声
（
清
）」（
経
国
�53
）、「
兵
（
庚
）・
鳴
（
庚
）・
清
（
清
）・
生

（
庚
）・
営
（
清
）・
明
（
庚
）」（
経
国
�6�
）、「
情
（
清
）・
生
（
庚
）・
精
（
清
）」

（
経
国
�07
）、「
清
（
清
）・
晴
（
清
）・
声
（
清
）・
生
（
庚
）」（
経
国
��3
）、「
晴

（
清
）・
明
（
庚
）・
羹
（
庚
）・
行
（
庚
）」（
経
国
��0
）、「
清
（
清
）・
纓
（
清
）・

名
（
清
）・
平
（
庚
）」（
経
国
���
）、「
生
（
庚
）・
明
（
庚
）・
声
（
清
）」（
経

国
��7
）、「
晴
（
清
）・
明
（
庚
）・
羹
（
庚
）・
行
（
庚
）」（
経
国
��8
）。

今
体
詩
「
声
（
清
）・
明
（
庚
）・
瓊
（
清
）・
呈
（
清
）」（
凌
新
�8
）、「
城

（
清
）・
行
（
庚
）」（
凌
新
��
）、「
明
（
庚
）・
笙
（
庚
）・
清
（
清
）・
驚
（
庚
）」

（
凌
新
70
）、「
情
（
清
）・
明
（
庚
）・
成
（
清
）・
声
（
清
）」（
文
華
59
）、「
清

（
清
）・
情
（
清
）・
声
（
清
）・
鳴
（
庚
）」（
文
華
77
）、「
情
（
清
）・
行
（
庚
）・

驚
（
庚
）・
声
（
清
）」（
文
華
79
）、「
明
（
庚
）・
清
（
清
）・
鳴
（
庚
）・
情

（
清
）」（
経
国
��
）、「
清
（
清
）・
明
（
庚
）・
営
（
清
）・
情
（
清
）」（
経
国
�5
）、

「
情
（
清
）・
生
（
庚
）・
行
（
庚
）・
声
（
清
）・
名
（
清
）」（
経
国
�5
）、「
傾

（
清
）・
明
（
庚
）・
名
（
清
）・
声
（
清
）」（
経
国
73
）、「
軽
（
清
）・
傾
（
清
）・

驚
（
庚
）・
明
（
庚
）・
営
（
清
）・
行
（
庚
）」（
経
国
�60
）、「
明
（
庚
）・
城

（
清
）」（
経
国
�0�
）。

○
庚
・
清
・
蒸
同
用
─
今
体
詩
「
明
（
庚
）・
澄
（
蒸
）・
清
（
清
）・
生
（
庚
）・
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城
（
清
）・
行
（
庚
）」（
経
国
�6�
）。

○
庚
・
清
・
青
同
用
─
古
体
詩
「
生
（
庚
）・
成
（
清
）・
青
（
青
）・
停
（
青
）」

（
凌
新
66
）、「
英
（
庚
）・
情
（
清
）・
声
（
清
）・
齢
（
青
）」（
経
国
２
）、「
驚

（
庚
）・
情
（
清
）・
声
（
清
）・
青
（
青
）・
名
（
清
）」（
経
国
４
）、「
形
（
青
）・

霊
（
青
）・
精
（
清
）・
生
（
庚
）」（
経
国
６
）。
今
体
詩
「
京
（
庚
）・
情
（
清
）・

形
（
青
）・
城
（
清
）」（
凌
新
3�
）、「
生
（
庚
）・
情
（
清
）・
声
（
清
）・
亭

（
青
）」（
凌
新
73
）、「
廰
（
青
）・
京
（
庚
）・
情
（
清
）」（
文
華
�8
）、「
冥
（
青
）・

営
（
清
）・
亭
（
青
）・
霊
（
青
）・
停
（
青
）・
京
（
庚
）・
星
（
青
）・
嬰
（
清
）・

兵
（
庚
）・
寧
（
青
）」（
文
華
��
）、「
生
（
庚
）・
精
（
清
）・
明
（
庚
）・
情

（
清
）・
停
（
青
）・
楨
（
清
）」（
文
華
�5
）、「
生
（
庚
）・
驚
（
庚
）・
庭
（
青
）・

誠
（
清
）」（
経
国
�33
）、「
情
（
清
）・
齢
（
青
）・
馨
（
青
）・
行
（
庚
）」（
経

国
��5
）、「
明
（
庚
）・
征
（
清
）・
程
（
清
）・
星
（
青
）・
生
（
庚
）・
城
（
清
）」

（
経
国
�63
）、「
生
（
庚
）・
声
（
清
）・
情
（
清
）・
軽
（
清
）・
冥
（
青
）・
驚

（
庚
）」（
経
国
�93
）。

○
庚
・
青
同
用
─
古
体
詩
「
庭
（
青
）・
齢
（
青
）・
行
（
庚
）・
栄
（
庚
）・
明

（
庚
）・
生
（
庚
）」（
凌
新
60
）、「
青
（
青
）・
形
（
青
）・
霆
（
青
）・
生
（
庚
）」

（
経
国
�06
）。
今
体
詩
「
形
（
青
）・
生
（
庚
）」（
文
華
86
）、「
庭
（
青
）・

縈
（
清
）・
成
（
清
）・
声
（
清
）」（
経
国
�66
）。

○
清
独
用
─
今
体
詩
「
晴
・
征
・
声
・
情
」（
凌
新
3�
）、「
声
・
情
」（
凌
新
9�
）、

「
声
・
情
」（
文
華
37
）、「
声
・
軽
・
名
」（
文
華
���
）、「
晴
・
声
・
名
」（
文

華
��5
）、「
声
・
名
」（
経
国
60
）、「
名
・
城
・
成
・
清
・
声
・
晴
」（
経
国

7�
）、「
情
・
晴
」（
経
国
�30
）。

○
清
・
青
同
用
─
古
体
詩
「
庭
（
青
）・
情
（
清
）」（
文
華
3�
）、「
晴
（
清
）・

庭
（
青
）・
星
（
青
）・
声
（
清
）・
成
（
清
）」（
経
国
89
）、「
屛
（
青
）・
晴

（
清
）」（
経
国
��7
）。
今
体
詩
「
情
（
清
）・
亭
（
青
）」（
文
華
��
）。

○
青
独
用
─
古
体
詩
「
庭
・
霊
・
形
・
齢
」（
経
国
５
）、「
屛
・
扃
」（
経
国
���
）、

「
星
・
亭
・
齢
」（
経
国
��0
）、「
齢
・
青
・
経
・
停
・
星
・
扃
」（
経
国
�08
）。

今
体
詩
「
亭
・
聴
・
屛
・
青
」（
凌
新
��
）、「
亭
・
形
・
星
・
汀
」（
凌

新
�8
）、「
扃
・
経
・
聴
・
停
」（
経
国
33
）。

　

以
上
、
勅
撰
三
漢
詩
集
（『
雑
言
奉
和
』
も
含
む
）
の
止
摂
63
例
、
梗
摂
7�

例
の
押
韻
を
韻
目
ご
と
に
独
用
・
同
用
に
分
け
て
記
し
た
。
次
に
こ
れ
ら
の

押
韻
例
を
六
朝
・
初
唐
期
の
押
韻
と
韻
書
に
関
す
る
三
つ
の
論
著
に
基
づ
い

て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
三
論
著Ｄ
と
は
鮑
明
煒
『
唐
代
詩
文
韻
部
研
究
』、

小
川
環
樹
「
唐
詩
の
押
韻
─
─
韻
書
の
拘
束
力
」、
周
祖
謨
「
切
韻
的
性
質
和

它
的
音
系
基
礎
」
で
あ
り
、
内
容
は
結
果
と
し
て
相
互
に
補
完
し
て
い
る
。

本
論
の
目
的
に
即
し
て
い
え
ば
、
初
唐
詩
の
押
韻
例
を
全
て
摂
と
そ
の
韻
目

ご
と
に
挙
げ
、『
広
韻
』
と
の
差
違
な
ど
の
特
徴
を
指
摘
し
つ
つ
、
そ
れ
ら

の
要
因
と
な
っ
た
六
朝
期
の
押
韻
と
韻
書
を
考
察
し
て
、
初
唐
期
の
押
韻
を

説
明
す
る
。

　

三
集
押
韻
上
の
特
徴
を
理
解
す
る
た
め
、
前
記
三
著
に
依
っ
て
ま
ず
初
唐

期
の
止
摂
の
押
韻
上
の
特
徴
か
ら
述
べ
よ
う
。
全
体
的
傾
向
と
し
て
は
古
体
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詩
で
は
「
支
」
と
「
微
」
が
独
用
、「
脂
」「
之
」
同
用
が
大
勢
を
占
め
る
が
、

四
韻
同
用
の
例
も
相
当
数
残
さ
れ
て
い
る
。
今
体
詩
で
は
お
お
む
ね
「
支
」

「
脂
」「
之
」
同
用
、「
微
」
独
用
で
ほ
ぼ
『
広
韻
』
に
見
え
る
規
定
と
同
じ

で
あ
る
が
、「
支
」
独
用
の
例
も
多
い
。
ち
な
み
に
「
脂
」「
之
」
同
用
が
最

も
多
く
二
者
は
音
が
近
似
し
て
い
た
ら
し
いＥ
。

　

三
集
の
止
摂
に
も
ど
る
と
、
四
韻
「
支
」「
脂
」「
之
」「
微
」
そ
れ
ぞ
れ

独
用
の
例
が
あ
る
が
、「
微
」
が
最
も
多
く
次
い
で
「
支
」
独
用
と
な
る
の
は
、

初
唐
の
古
体
詩
の
傾
向
に
同
じ
で
あ
る
。
な
か
で
も
「
支
」
独
用
の
今
体
詩

が
残
さ
れ
て
い
る
の
は
見
過
ご
せ
な
い
。
同
用
の
な
か
で
最
も
多
い
の
が

「
脂
」「
之
」「
微
」
同
用
、
次
い
で
「
脂
」「
之
」
同
用
。「
脂
」「
之
」
同
用

が
多
い
の
は
初
唐
に
同
じ
だ
が
、「
脂
」「
之
」「
微
」
同
用
が
や
や
そ
れ
を

上
回
る
ほ
ど
残
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
今
体
詩
の
用
例
ま
で
あ
る
点
は
注
目

す
べ
き
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
初
唐
期
に
も
「
脂
」「
之
」「
微
」
同
用
の
例
が

あ
る
が
、
そ
れ
は
初
唐
期
止
摂
の
押
韻
数
全
体
か
ら
見
る
と
極
め
て
低
い
割

合
で
あ
り
、
し
か
も
今
体
詩
の
例
は
未
見
で
あ
る
。

　

続
い
て
梗
摂
に
移
ろ
う
。
ま
ず
初
唐
期
の
場
合
は
古
体
詩
で
は
「
庚
」

「
耕
」「
清
」「
青
」
同
用
、
な
か
で
も
「
庚
」「
清
」
同
用
が
圧
倒
的
に
多
く
、

「
耕
」
の
韻
字
は
か
な
り
少
な
い
。
今
体
詩
で
は
「
庚
」「
耕
」「
清
」
同
用
、

「
青
」
独
用
の
傾
向
を
持
ち
、『
広
韻
』
の
規
定
に
近
い
が
、「
青
」
と
「
庚
」

「
清
」
と
の
同
用
も
見
ら
れ
、
古
体
詩
ほ
ど
で
は
な
い
が
ほ
ぼ
四
韻
同
用
で

押
韻
さ
れ
て
い
るＦ
、
と
言
う
。

　

三
集
梗
摂
の
例
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
、「
庚
」「
清
」「
青
」
独
用
の
例

は
あ
る
が
、「
耕
」
独
用
の
例
が
見
え
な
い
の
は
、
初
唐
に
同
じ
く
「
耕
」

の
韻
字
の
少
な
さ
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
各
独
用
の
例
よ
り
も
「
庚
」「
清
」

同
用
を
は
じ
め
と
し
て
、「
庚
」「
耕
」「
清
」（「
耕
」
の
韻
字
は
三
字
こ
こ
に
見

ら
れ
る
の
み
）、「
庚
」「
清
」「
青
」、「
庚
」「
青
」、「
清
」「
青
」
の
同
用
例
が
、

梗
摂
押
韻
の
八
割
強
を
占
め
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
に
は
古
体
・
今
体
詩

双
方
の
例
が
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
三
集
全
体
の
梗
摂
押
韻
の
傾
向
を
見
る

と
、「
耕
」
韻
は
極
め
て
少
な
く
、
古
体
・
今
体
詩
は
お
お
む
ね
三
韻
同
用

で
押
韻
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
初
唐
詩
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

　

以
上
、
三
集
の
止
・
梗
両
摂
の
押
韻
状
況
を
見
て
く
る
と
、
そ
の
押
韻
上

の
特
徴
が
初
唐
詩
に
ほ
ぼ
重
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。
次
に
こ
の
点
を
補
強
す

る
押
韻
例
を
示
し
て
お
く
。

　

止
摂
「
脂
」「
微
」
同
用
の
な
か
で
「
微
」
韻
字
中
に
「
脂
」“
衰
”
一
字

の
み
が
混
じ
る
二
例
（「
雑
言
奉
和
」「
経
国
」）
が
存
在
す
る
。
初
唐
で
も
こ

の
二
韻
同
用
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
大
半
は
舌
歯
音
合
口
の
文
字

“
追
・
推
・
誰
”
な
ど
で
あ
り
、
こ
こ
の
“
衰
”
も
同
じ
で
あ
る
。
王
力
・

周
祖
謨
両
氏
は
、
六
朝
期
で
そ
れ
ら
の
文
字
は
「
微
」
に
属
し
て
い
た
と
指

摘
し
てＧ
お
り
、
初
唐
期
で
も
依
然
と
し
て
こ
う
し
た
押
韻
が
な
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
の
例
も
六
朝
・
初
唐
期
の
場
合
と
同
じ
押
韻
形
態

で
あ
る
。

　

梗
摂
「
庚
」「
清
」
と
曾
摂
「
蒸
」
と
の
同
用
の
例
（「
経
国
」
�6�
）
が
す

で
に
初
唐
期
に
先
例
を
持
つ
こ
と
は
、
前
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

　

五
律
「
自
山
崎
乗
江
、
…
」
良
岑
安
世
（「
凌
新
」
53
）
の
韻
字
は
、“
宗
”

（
上
平
声
「
冬
」
第
二
）“
逢
”（
同
「
鍾
」
第
三
）“
江
”（
同
「
江
」
第
四
）“
容
”

（
同
「
鍾
」
第
三
）
で
あ
る
。
初
唐
で
は
江
摂
（「
江
」
の
み
）
の
押
韻
例
は
甚
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だ
少
な
く
、
と
く
に
「
江
」
の
“
邦
・
双
・
江
”
は
通
・
宕
両
摂
に
入
っ
て

押
韻
さ
れ
、
通
摂
に
近
か
っ
たＨ
、
と
い
う
。
ま
さ
に
本
例
は
そ
の
例
で
あ
り
、

通
摂
“
宗
・
逢
・
容
”
の
な
か
に
“
江
”
が
一
字
混
っ
て
い
る
。
ま
た
三
集

の
な
か
に
は
こ
の
例
以
外
に
「
江
」
の
韻
字
は
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
状
況

も
初
唐
の
傾
向
に
同
じ
で
あ
る
。

　
「
雑
言
奉
和
鞦
韆
篇
」
滋
野
貞
主
（「
経
国
」
�06
）
は
冒
頭
に
“
制
”（
去
声
「
祭
」

第
十
三
）“
癈
”（
同
「
廢
」
第
二
十
）“
霽
”（
同
「
霽
」
第
十
二
）
と
押
韻
す
る
。

小
島
氏
は
“
癈
”
を
誤
用
と
注
す
る
が
、
初
唐
の
韓
休
「
奉
和
聖
制
喜
雨
賦
」

に
“
濊
”（「
廢
」）“
帝
”（「
霽
」）“
歲
”（「
祭
」）
の
同
用
例
が
あ
り
、
誤
用

と
即
断
で
き
な
い
。

　

五
律
「
五
言
和
良
納
言
秋
山
閑
飲
」
太
上
天
皇
（「
経
国
」
��3
）
は
、“
廬
”

（
上
平
声
「
模
」
第
十
一
）“
枯
”（
同
）“
餘
”（
同
「
魚
」
第
九
）“
虚
”（
同
）
と

押
韻
す
る
。
六
朝
・
初
唐
期
に
も
「
魚
」「
模
」
同
用
の
複
数
例
が
あ
るＩ
が
、

そ
れ
は
今
体
詩
で
は
な
く
古
体
詩
で
あ
る
点
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　

以
上
、
勅
撰
三
漢
詩
集
に
見
ら
れ
る
特
殊
な
押
韻
例
も
、
ほ
ぼ
初
唐
詩
に

同
じ
用
例
が
あ
り
、
初
唐
期
（
あ
る
い
は
六
朝
）
と
同
様
の
押
韻
法
が
用
い
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
、
お
お
む
ね
了
解
で
き
た
と
思
う
。

㈢

　

勅
撰
三
漢
詩
集
の
止
・
梗
両
摂
の
押
韻
例
が
、
初
唐
の
傾
向
に
ほ
ぼ
同
じ

と
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
改
め
て
や
や
詳
し
く
検
討
し
た
い
。
確
か
に
初
唐
と

ほ
ぼ
同
じ
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
初
唐
の
な
か
で
も
特
殊
な
押
韻
─
─
例

え
ば
「
脂
」「
之
」「
微
」
同
用
や
「
庚
」「
清
」「
青
」
同
用
な
ど
『
広
韻
』

の
独
用
同
用
の
規
定
か
ら
外
れ
て
い
る
─
─
の
場
合
が
多
く
、
し
か
も
こ
の

『
広
韻
』
の
規
定
と
相
違
す
る
押
韻
が
、
今
体
詩
に
ま
で
な
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
点
は
ま
こ
と
に
重
要
で
あ
る
。
い
ま
そ
の
原
因
を
究
明
す
る
に
は
、
や

は
り
初
唐
期
に
見
え
る
同
じ
押
韻
例
の
原
因
を
探
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。
こ

の
問
題
に
関
し
て
は
、
す
で
に
小
川
環
樹
氏
の
卓
見
が
あ
る
。
本
論
の
目
的

に
即
し
て
い
え
ば
、『
広
韻
』
に
合
わ
な
い
初
唐
詩
の
押
韻
例
の
原
因
は
、

隋
の
仁
寿
元
年
（
六
〇
一
）
編
纂
の
『
切
韻
』
以
前
に
成
る
六
朝
の
数
種
の

韻
書
─
─
『
切
韻
』
と
は
分
部
分
韻
面
で
相
違
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る

─
─
の
な
か
の
、
い
ず
れ
か
を
使
用
し
て
押
韻
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
、
と

指
摘
し
て
い
る
。

　

で
は
小
川
氏
の
言
う
六
朝
韻
書
の
利
用
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
、

小
川
氏
も
依
拠
し
た
周
祖
謨
氏
の
論
究
を
も
踏
ま
え
て
や
や
詳
し
く
述
べ
て

み
た
い
。
六
朝
で
は
晋
の
呂
静
『
韻
集
』
以
降
、
数
種
の
韻
書
が
つ
く
ら
れ

た
が
全
て
亡
佚
し
た
。
し
か
し
『
切
韻
』
編
纂
時
に
隋
の
陸
法
言
が
参
照
し

た
五
種
類
の
韻
書
の
韻
分
類
は
、
あ
る
程
度
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
王
仁
昫

『
刊
謬
補
缺
切
韻
』
の
韻
目
に
、
陸
法
言
が
参
照
し
た
六
朝
の
韻
書
の
韻
分

類
に
つ
い
て
、
彼
自
ら
言
及
し
た
注
記
が
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い

ま
そ
の
止
摂
を
見
る
と
、「
脂
」
の
注
記
に
「
呂
夏
侯
与
之
微
大
乱
雑
、
陽

李
杜
別
、
今
依
陽
李
杜
」
と
あ
る
。
呂
と
は
晋
の
呂
静
『
韻
集
』、
夏
侯
と

は
梁
の
夏
侯
該
（
一
作
詠
）『
四
声
韻
略
』、
陽
と
は
北
斉
の
陽
休
之
『
韻
略
』、

李
と
は
李
季
節
（
名
槩
）『
音
譜
』、
杜
と
は
隋
の
杜
台
卿
『
韻
略
』
を
指
す
。

そ
の
内
容
は
、「
脂
」「
之
」「
微
」
の
三
韻
は
、
呂
静
・
夏
侯
該
の
韻
書
で

は
大
い
に
混
淆
し
て
一
韻
目
と
な
っ
て
い
た
が
、
陽
休
之
・
李
季
節
・
杜
台

卿
の
韻
書
で
は
三
韻
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
『
切
韻
』
で
は
後
三
者
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の
韻
分
類
に
従
っ
た
、
と
言
う
。
重
ね
て
記
す
が
、
小
川
氏
は
『
切
韻
』
の

独
用
・
同
用
の
規
定
に
合
わ
な
い
初
唐
の
止
摂
の
押
韻
例
は
、
右
の
注
記
に

よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
『
切
韻
』
と
は
韻
分
類
を
異
に
す
る
六
朝
韻
書
を
使

用
し
た
た
め
に
残
さ
れ
た
、
と
見
な
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
説
明
は

勅
撰
三
漢
詩
集
の
場
合
に
も
充
分
に
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
小
川
氏
の
説
明
を
参
考
に
し
て
、
ま
ず
三
集
止
摂
の
押
韻
状
況
を

検
討
し
て
み
た
い
。

　
「
支
」
独
用
が
見
ら
れ
る
の
は
、
右
五
種
の
韻
書
に
「
支
」
と
他
三
韻
「
脂
」

「
之
」「
微
」
を
合
わ
せ
た
分
韻
が
見
ら
れ
な
い
の
で
、
初
唐
の
場
合
と
同
じ

く
そ
れ
ら
い
ず
れ
か
の
韻
書
を
使
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。「
脂
」「
之
」「
微
」

な
ど
「
脂
」「
之
」
と
「
微
」
と
の
同
用
が
初
唐
に
比
し
て
高
い
割
合
で
見

ら
れ
る
の
は
、
明
ら
か
に
呂
静
か
夏
侯
該
の
韻
書
に
従
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
脂
」「
之
」
同
用
の
場
合
も
同
じ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
三
集
止
摂
の
押
韻
例

に
は
、「
支
」「
脂
」「
之
」
同
用
、「
微
」
独
用
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
韻
分
類

は
『
切
韻
』
に
合
う
た
め
、『
切
韻
』
系
韻
書
も
当
時
用
い
ら
れ
て
い
た
、

と
考
え
ら
れ
る
。
六
朝
韻
書
と
『
切
韻
』
が
並
ん
で
使
用
さ
れ
て
い
た
点
は

初
唐
も
同
じ
で
あ
ろ
う
が
、
用
例
数
の
割
合
か
ら
見
て
、
三
集
期
に
お
け
る

六
朝
韻
書
利
用
の
頻
度
は
、
初
唐
期
よ
り
も
は
る
か
に
高
か
っ
た
、
と
推
測

さ
れ
る
。
さ
ら
に
「
支
」「
脂
」「
之
」「
微
」
同
用
の
例
は
、
現
在
知
ら
れ

る
韻
書
に
、
四
部
を
一
つ
に
し
た
も
の
が
な
い
の
で
、
初
唐
詩
の
押
韻
例
を

直
接
に
学
ん
で
押
韻
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
は
初
唐
詩
の
実
例
か
ら
邦
人

が
韻
書
を
編
纂
し
て
利
用
し
て
い
た
か
、
と
も
憶
測
す
る
。

　

ち
な
み
に
、
前
述
の
江
摂
「
江
」
が
通
摂
「
冬
」「
鍾
」
の
な
か
に
入
っ

て
い
る
本
朝
・
初
唐
の
押
韻
例
も
、
六
朝
韻
書
の
使
用
か
ら
説
明
で
き
る
。

『
刊
謬
補
缺
切
韻
』
の
「
冬
」
の
注
記
に
「
陽
与
鍾
江
同
韻
、
呂
夏
侯
別
、

今
依
呂
夏
侯
」
と
あ
り
、
陽
休
之
『
韻
略
』
で
は
「
冬
」「
鍾
」「
江
」
の
三

韻
が
、
一
韻
目
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
。

　

続
い
て
梗
摂
に
移
ろ
う
。
勅
撰
三
漢
詩
集
梗
摂
の
押
韻
を
再
び
確
認
す
る

と
、「
耕
」
韻
が
甚
だ
少
な
く
「
青
」
な
ど
の
独
用
も
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど

「
庚
」「
清
」、
ま
た
は
「
庚
」「
清
」「
青
」
同
用
な
ど
で
あ
り
、
古
体
・
今

体
詩
の
双
方
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
四
韻
同
用
で
あ
り
、
初
唐
の
場

合
に
近
似
し
て
い
る
が
、
三
集
の
場
合
は
今
体
詩
の
な
か
に
も
「
青
」
が
他

三
韻
と
同
用
さ
れ
て
い
る
割
合
が
き
わ
め
て
高
く
、
一
方
初
唐
今
体
詩
の
な

か
に
「
青
」
と
他
三
韻
が
同
用
さ
れ
た
例
が
、
わ
ず
か
四
例
し
か
確
認
で
き

な
い
点
を
考
え
れ
ば
、
初
唐
で
は
他
三
韻
と
「
青
」
と
の
間
に
あ
っ
た
境
界

が
、
三
集
で
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
ず
、
ま
さ
に
古
体
・
今
体
の
区
別
な
く

四
韻
同
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
の
押
韻
状
況
の
原
因
を
止
摂
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、『
切
韻
』

以
前
の
韻
書
の
利
用
に
理
由
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。『
刊
謬
補
缺
切

韻
』
梗
摂
に
は
、
止
摂
「
脂
」
に
付
さ
れ
た
注
記
の
よ
う
な
手
掛
り
が
な
い

の
で
あ
る
。
実
は
初
唐
に
見
ら
れ
た
「
青
」
独
用
の
傾
向
を
持
ち
な
が
ら
の

四
韻
同
用
は
、
す
で
に
六
朝
期
に
見
ら
れ
るＪ
、
と
い
う
。
従
っ
て
、
六
朝
・

初
唐
期
の
押
韻
例
に
学
ん
で
押
韻
し
て
い
た
、
あ
る
い
は
大
胆
な
推
測
を
加

え
れ
ば
、
こ
こ
で
も
六
朝
・
初
唐
の
押
韻
例
か
ら
韻
字
を
抄
出
し
た
韻
書
が

作
ら
れ
、
そ
れ
を
使
用
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
かＫ
。
ち
な
み
に
こ
う
し
た
想

定
を
抱
く
の
は
、
三
漢
詩
集
の
詩
人
が
鑑
賞
し
て
い
た
詩
賦
の
大
部
分
は
、
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六
朝
そ
し
て
初
唐
期
の
も
の
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

㈣

　

以
上
、
検
討
が
ま
だ
不
充
分
な
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
勅
撰
三
漢
詩
集
の
押

韻
上
の
特
徴
は
ほ
ぼ
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

使
用
さ
れ
た
韻
書
は
、
六
朝
期
の
数
種
の
韻
書
と
『
切
韻
』
で
あ
っ
た
。

六
朝
韻
書
を
使
用
す
る
頻
度
の
方
が
高
か
っ
た
こ
と
は
、
押
韻
例
の
割
合
を

考
察
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
押
韻
の
際
に
六
朝
・
初
唐
期
の
実
例
に

俲
っ
て
押
韻
し
た
り
、
さ
ら
に
憶
測
す
れ
ば
、
邦
人
自
ら
編
集
し
た
韻
書
を

利
用
し
た
場
合
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
状
況
を
、
切
韻

系
韻
書
に
統
一
さ
れ
る
前
の
混
沌
た
る
過
渡
期
、
と
と
ら
え
る
こ
と
も
可
能

で
あ
ろ
うＬ
。

　

今
体
詩
律
の
平
仄
・
句
法
を
備
え
な
が
ら
、『
切
韻
』
に
合
わ
な
い
押
韻

が
な
さ
れ
た
の
は
、
六
朝
韻
書
が
使
用
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
唐
代

の
古
詩
通
押
と
呼
ば
れ
る
押
韻
法
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
状
況
を
韻
律
受

容
の
観
点
か
ら
見
る
と
、
平
仄
・
句
法
に
関
す
る
今
体
詩
律
は
理
解
さ
れ
て

い
た
が
、
今
体
詩
は
『
切
韻
』
の
分
韻
規
定
（
独
用
・
同
用
）
に
従
っ
て
押

韻
す
る
こ
と
─
─
む
し
ろ
唐
代
一
般
の
押
韻
律
と
い
う
べ
き
か
─
─
に
対
す

る
理
解
が
、
当
時
ま
だ
行
き
渡
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

い
ま
三
集
押
韻
の
特
徴
を
述
べ
て
、
使
用
さ
れ
た
主
な
韻
書
は
六
朝
の
数

種
の
韻
書
で
あ
る
、
と
記
し
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
外
在
的
徴
証
を
示
し

て
補
強
し
た
い
。

　
『
日
本
国
見
在
書
目
録Ｍ
』「
小
学
家
」
に
は
『
音
譜
決
疑
十
巻
』
斉
太
子
舎

人
李
節
撰
、『
音
譜
決
疑
二
巻
』
李
槩
撰
、『
韻
集
五
巻
』
呂
静
撰
、『
四
声

韻
略
四
巻
』（
撰
者
名
な
し
。
夏
侯
該
撰
か
。『
隋
書
』
経
籍
志
に
『
四
声
韻
略
』
十

三
巻
、
夏
侯
詠
と
見
え
る
）、
と
著
録
す
る
。
こ
れ
ら
は
『
刊
謬
補
缺
切
韻
』「
脂
」

の
注
記
に
見
え
る
六
朝
韻
書
の
一
部
で
あ
り
、
三
集
期
に
使
用
さ
れ
た
と
推

定
し
た
前
述
の
韻
書
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
『
見
在
書
目
録
』
が
貞
観
以

降
度
重
な
る
図
書
焼
亡
後
に
残
っ
て
い
た
漢
籍
の
み
を
著
録
し
た
点
を
も
考

え
る
と
、
こ
の
目
録
に
な
い
他
の
六
朝
韻
書
も
伝
来
し
流
布
し
て
い
た
、
と

考
え
る
こ
と
は
充
分
可
能
で
あ
ろ
う
。
六
朝
の
韻
書
は
早
く
か
ら
渡
来
し
て

使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。ち
な
み
に
切
韻
系
韻
書
に
関
し
て
も
、同
「
小

学
家
」
を
閲
れ
ば
容
易
に
そ
の
伝
来
を
了
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

勅
撰
三
漢
詩
集
は
慶
雲
元
年
（
七
〇
四
）
か
ら
天
長
四
年
（
八
二
七
）
ま
で

の
作
品
を
収
め
る
が
、
現
存
す
る
詩
賦
の
大
半
の
制
作
は
延
暦
元
年
（
七
八

二
）
以
降
で
あ
り
、
唐
は
徳
宗
の
建
中
年
間
以
降
の
中
唐
に
相
当
し
、
唐
詩

の
韻
律
が
完
成
さ
れ
て
久
し
い
。
し
か
し
中
国
詩
賦
を
景
仰
し
た
官
人
詩
人

た
ち
が
こ
ぞ
っ
て
制
作
に
励
ん
だ
奈
良
末
・
平
安
初
期
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
唐
朝
詩
人
と
同
じ
条
件
が
整
っ
た
な
か
で
作
詩
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
当
時
の
「
文
章
経
国
」
と
い
う
文
芸
理
念
の
結
実
で
も
あ
る
詩
賦

を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
唐
詩
を
理
解
す
る
の
と
同
様
の
諸
視
点
か
ら
の
み

で
は
、
彼
等
の
詩
境
と
そ
の
実
態
に
迫
れ
な
い
と
い
う
一
例
を
、
こ
こ
に
説

明
し
た
つ
も
り
で
も
あ
る
。
同
時
に
勅
撰
三
漢
詩
集
期
が
、
す
で
に
二
百
年

近
く
経
過
し
た
六
朝
・
初
唐
期
の
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
とＮ
を
、
こ
れ
ら
の
押

韻
の
実
態
が
如
実
に
示
し
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
は
三
集
の
詩
客
を
領
導
し
た

嵯
峨
帝
が
、中
唐
の
貞
元
末
に
渡
唐
し
翌
年
帰
朝
し
た
空
海
に
、初
唐
の
『
劉
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希
夷
集
』
を
献
上
さ
せ
たＯ
詩
心
と
も
矛
盾
し
な
い
の
で
あ
る
。

注（
１
）　
『
凌
雲
新
集
』『
経
国
集
』
は
小
島
憲
之
『
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学
』
中
�中
～

下
Ⅲ
（
塙
書
房
、
79
年
～
98
年
）、『
文
華
秀
麗
集
』
は
同
『
日
本
古
典
文
学
大

系
69
』（
岩
波
書
店
）、『
雑
言
奉
和
』
は
拙
稿
「『
雑
言
奉
和
』
落
花
詞
考
」（『
有

斗
柏
稜
論
究
』
第
�7
号
、
0�
年
）
の
各
本
文
と
通
し
番
号
に
依
る
。

（
２
）　

鮑
明
煒
『
唐
代
詩
文
韻
部
研
究
』（
江
蘇
古
籍
出
版
、
90
年
）
四
六
頁
。

（
３
）　

松
浦
友
久
「
凌
雲
集
の
詩
体
」（『
日
本
上
代
漢
詩
文
論
考
』
所
収
、
研
文
出

版
、
0�
年
）
一
一
八
頁
。
注（
１
）掲
載
書
・
中
�中
・
一
六
七
九
頁
。

（
４
）　
『
凌
雲
新
集
』『
文
華
秀
麗
集
』
の
編
纂
意
義
に
関
し
て
は
拙
稿
「『
文
華
秀

麗
集
』
の
位
相
」（『
中
国
詩
文
論
叢
』
第
十
七
集
、
98
年
）
参
照
。

（
５
）　

注（
１
）掲
載
書
・
中
�中
・
一
六
二
〇
頁
。

（
６
）　

注（
３
）松
浦
同
書
。
黄
少
光
「
勅
撰
三
集
の
詩
人
と
中
国
の
詩
律
学
」（『
和

漢
比
較
文
学
』
第
二
十
五
号
、
00
年
）。

（
７
）　

注（
１
）掲
載
書
・
下
Ⅱ
・
三
五
七
六
頁
。

（
８
）　

注（
６
）黄
同
論
。

（
９
）　
『
経
国
集
』
所
収
の
試
帖
詩
お
よ
び
奈
良
末
平
安
初
頭
の
文
章
生
試
に
関
し

て
は
拙
稿
「
文
章
科
新
設
と
文
章
生
試
に
関
す
る
一
考
察
」（『
函
館
私
学
研
究

紀
要
』
33
号
、
0�
年
）、「『
経
国
集
』
試
帖
詩
考
」（
松
浦
友
久
博
士
追
悼
記
念

『
中
国
古
典
文
学
論
集
』
所
収
、
研
文
出
版
、
06
年
）
な
ど
参
照
。

（
�0
）　

注（
７
）に
同
じ
。

（
��
）　

注（
２
）同
書
三
四
四
頁
。
た
だ
し
拾
得
の
在
世
期
間
は
い
ま
だ
確
定
で
き
な

い
。

（
��
）　

花
登
正
宏
「
中
古
中
国
語
の
喉
音
韻
尾
─
─
特
に
曽
・
梗
摂
の
合
流
に
つ
い

て
」（『
集
刊
東
洋
学
』
3�
、
7�
年
）。

（
�3
）　

小
川
環
樹
『
中
国
語
学
研
究
』
所
収
（
創
文
社
、
77
年
）、
周
祖
謨
『
問
學
集
』

上
冊
所
収
（
中
華
書
局
、
66
年
、
0�
年
重
版
）、
注（
２
）同
書
。

（
��
）　

注（
２
）同
書
四
五
頁
、
四
〇
〇
頁
。
小
川
氏
は
注（
�3
）同
書
に
『
童
蒙
頌
韻
』

で
「
脂
」「
之
」
を
一
韻
目
と
し
た
の
は
唐
代
の
こ
の
実
状
の
反
映
と
言
う
。

（
�5
）　

注（
２
）同
書
三
〇
五
頁
、
四
三
二
頁
。

（
�6
）　

王
力
「
南
北
朝
詩
人
用
韻
考
」「
上
古
韻
母
系
統
研
究
」（『
漢
語
史
論
文
集
』

所
収
、
58
年
）。
注（
�3
）周
祖
謨
同
書
四
五
九
頁
。

（
�7
）　

注（
２
）同
書
四
一
頁
。

（
�8
）　

注（
２
）同
書
一
〇
〇
頁
、
四
〇
九
頁
。
注（
�3
）周
祖
謨
同
書
四
六
五
頁
に
は

陳
代
の
作
家
の
押
韻
例
を
挙
げ
る
。

（
�9
）　

注（
�3
）周
祖
謨
同
書
四
六
三
～
四
頁
、
注（
２
）同
書
四
四
二
頁
。

（
�0
）　

矢
島
玄
亮
『
日
本
国
見
在
書
目
録
─
─
集
証
と
研
究
─
─
』（
汲
古
書
院
、

8�
年
）
の
「
小
学
家
」
に
『
入
声
一
巻
』
そ
の
矢
島
氏
の
案
語
「
入
声
だ
け
を

邦
人
の
抄
編
し
た
も
の
か
」、『
韻
篇
叔
例
抄
一
巻
』
同
じ
く
「
韻
篇
の
叙
例
を

邦
人
の
抄
録
し
た
も
の
か
」、『
新
撰
音
淵
四
巻
』
同
じ
く
「
邦
人
の
新
撰
か
」、

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
案
語
に
沿
っ
て
六
朝
・
初
唐
の
押
韻
例
よ
り
当
時

の
人
々
が
編
集
し
た
韻
書
と
そ
の
使
用
を
想
定
し
た
の
で
あ
る
。

（
��
）　

平
安
朝
で
『
切
韻
』
系
韻
書
に
ほ
ぼ
ま
と
ま
る
の
は
、
菅
原
是
善
『
東ト
ウ

宮
キ
ユ
ウ

切
韻
』
が
撰
述
さ
れ
た
九
世
紀
後
半
と
考
え
る
。
詳
し
く
は
別
稿
を
用
意
し
た

い
。

（
��
）　

注（
�0
）矢
島
同
書
。

（
�3
）　

小
島
憲
之
「
白
詩
以
前
」（『
国
語
国
文
』
30
巻
第
４
号
、
6�
年
）
に
は
、
詩

賦
の
語
彙
の
影
響
の
み
指
摘
し
て
い
る
。

（
��
）　
『
性
霊
集
』
巻
四
。


