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梅
秦
臣
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の

事
淡
｣

杏
め

ぐ
ii E

て

つ 考 る も と 詩 ば 詩 象 で 語 第 的 意 鰻 え こ

は
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梅
重
臣
詩
の

｢平
淡
｣
を
め
ぐ

っ
て

は
じ
め
に

北
末
期
の
新
し
い
詩
風
の
形
成
に
寄
与
し
た
人
物
の
ひ
と
り
と
目
さ
れ
る
梅
義
臣

(
一
〇
〇
二
～
一
〇
六
〇
)
の
詩
は
'
し
ば
し
ば

｢平
淡
｣
と
評
さ
れ
て
き
た
｡
例

え
ば
鏡
鍾
書
氏

『宋
詩
選
註
』
(
一
九
五
七
年
初
版
)
の
梅
重
臣
の
項
で
は
､
｢西
尾

鰭
起
乗
了
､
愈
加
脱
離
現
賓
'
注
重
形
式
､
講
究
華
麗
的
詞
藻
｡
梅
重
臣
反
封
這
秤

意
義
空
洞
語
言
晦
濃
的
詩
髄
､
主
張

『平
淡
』
'
在
昔
時
有
極
高
的
撃
望
'
起
極
大

的
影
響
｡｣
と
記
さ
れ
､
ま
た
寛
文
生
民

『梅
重
臣
』
(岩
波
書
店

中
国
詩
人
選
集

●
●

●
●

第
二
集
-

一
九
六
二
年
)
解
説
で
は
'
｢
こ
の
惰
性
と
平
淡
､
わ
け
て
も
平
淡
の

語
は
'
彼
の
主
張
の
眼
目
で
あ
っ
た
｡
-
･な
ど
'
彼
の
詩
に
し
ば
し
ば
見
え
る
も
の

で
あ
る
｡
も
っ
と
も
後
世
の
人
か
ら
は
'
時
に
彼
の
詩
の
平
淡
さ
が
逆
に
論
議
の
対

象
と
さ
れ
た
｡
｣
等
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
｡
こ
れ
ら
に
示
さ
れ
た
'
梅
重
臣
が

詩
の

｢平
淡
｣
を
主
張
し
た
と
い
う
認
識
は
､
現
在
も
か
な
り
広
-
行
わ
れ
､
い
わ

ば
暗
黙
の
了
解
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
そ
の
一
方
で
､
梅
義
臣

詩
の

｢平
淡
｣
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
､
あ
る
い
は

｢平
淡
｣

と
い
う
詩
風
も
含
ん
だ
､
梅
義
臣
の
詩
作
全
体
の
持
つ
様
々
な
性
格
が
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
も
､
詳
細
に
検
討
す
べ
き
点
は
ま
だ
数
多
-
残
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
こ
で
こ
こ
で
は
､
梅
義
臣
の
詩
の
性
格
に
つ
い
て
さ
ら
に

考
察
を
深
め
る
た
め
の
手
か
か
り
と
し
て
'
あ
え
て
そ
の

｢平
淡
｣
と
い
う
属
性
に

つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
｡

湯

浅

陽

子

一

欧
陽
情
に
よ
る
梅
詩
評

周
知
の
よ
う
に
､
欧
陽
僑

(
一
〇
〇
七
～
一
〇
七
二
)
と
梅
義
臣
は
'
北
宋
仁
宗

天
聖
九
年

(
一
〇
三

一
)
に
鏡
惟
演

(九
六
二
～
一
〇
三
四
)
留
守
在
任
下
の
西
京

(現
河
南
省
洛
陽
市
)
で
同
僚
と
な
っ
た
後
､
嘉
祐
五
年

(
一
〇
六

〇
)
に
梅
義
臣

が
没
す
る
ま
で
親
し
い
交
遊
を
続
け
た
｡
ま
た
梅
重
臣

･
蘇
舜
欽

(
一
〇
〇
八
～

一
〇
四
八
)

･
石
延
年

(九
九
四
～
一
〇
四

一
)
ら
は
､
政
府
高
官
で
あ
り
か
つ
当

時
を
代
表
す
る
文
人
で
も
あ
っ
た
欧
陽
情
を
中
心
と
し
て
ひ
と
つ
の
文
学
グ
ル
ー
プ

を
形
成
し
､
共
に
新
し
い
詩
風
を
模
索
し
た
｡
彼
ら
が
残
し
た
数
多
-
の
応
酬
詩
か

ら
は
､
欧
陽
情
が
梅

･
蘇

･
石
ら
の
詩
文
の
才
を
高
-
評
価
し
っ
つ
'
そ
の
一
方
で

不
遇
な
境
涯
に
あ
る
彼
ら
を
様
々
に
援
助
し
'
ま
た
推
挽
し
て
い
た
様
子
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
｡

欧
陽
情
は

『六

一
詩
話
』
及
び
数
多
-
の
詩
文
の
な
か
で
､
梅
毒
臣

･
蘇
舜
欽

･

石
延
年
の
詩
作
を
高
-
評
価
し
て
い
る
が
､
そ
の
う
ち
梅
毒
臣
詩
に
対
す
る
評
価
に

つ
い
て
､
南
宋

･
葛
立
方

(?
～
一
一
六
四
)
は

『韻
語
陽
秋
』
巻

一
(清

･
何
文

炊
輯

『歴
代
詩
話
』

中
華
書
局

一
九
八

一
年

所
収
本
)
で
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
｡

欧
公

一
世
文
宗
､
其
集
中
美
梅
聖
愈
詩
者
'
十
幾
四
五
｡
栴
之
甚
者
'
如

｢請

成
希
深
擁
鼻
轟
'
師
魯
巻
舌
戒
尤
矛
｡｣
又
云
､
｢作
詩
三
十
年
､
視
我
猶
後
輩
｡｣

又
云
､
｢少
低
筆
力
容
我
和
'
無
使
難
追
韻
高
絶
｡
｣
又
云
'
｢嵯
哉
吾
山豆
能
知

胃
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葛
立 草 鮮 る 集 州 年 古 や 重 と 子 と か 又 猶 祐 て 四 欧 見 識 而 亦 子
方 衣 き る 巻 謝

)

貨
○

き
○

を
○

ら た ほ 五 蚕 五 公 之 之 聖 安
､

は 栖 を こ 二 判 と 欧 に 聖 頼 又 し 云 後 年 ひ に は 屈 者 愈 能 諭
こ 屠 言 と 十 官

○

今 公 非 愈 り た む く 輩
) ､

幾
一

膝 鮮 ｢ 至 詩

で る り な
○

除 此 子

は

■ ■;

｣

れ

望 擁 十 大 哲 男 詩
の 人 言

｣

名

藁葺讐毒雪雲墨書≡奪
う

害毒重
量

雪雲雲霊孟要望言重要六

し ま
o ｣

で こ

哀姦雷墓 栗慧 畠 真東言 霊 表昌 馨孟夏童
谷 め 寧 な 能 横 と だ 遠 り 構 話 す を が て の

夜
､

思 れ 優 絶 比 ろ 古 静 思
』

る 与 し い 大
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子
､
諭
詩
頼
子
能
指
迷
｡
｣
聖
愈
詩
佳
虞
固
多
､
然
非
欧
公
標
構
之
重
､
詩
名

亦
安
能
至
如
此
之
垂
哉
｡
欧
公
後
有
詩
云
､
｢梅
窮
濁
我
知
､
古
貨
今
難
責
｡｣

而
聖
愈

｢贈
源
州
謝
判
官
｣
詩
亦
云
､
｢我
詩
固
少
愛
､
濁
爾
太
守
知
｡｣
皆
言

識
之
者
鮮
失
｡
張
芸
里
評
其
詩
云
'
｢如
深
山
通
人
'
草
衣
播
磨
､
王
公
大
人

見
之
屈
膝
｡｣

欧
公
は

一
世
の
文
宗
に
し
て
'
其
の
集
中
に
梅
聖
愈
詩
を
美
む
る
者
は
'
十
に

四
五
に
幾
し
｡
之
を
栴
す
る
こ
と
甚
し
き
者
は
'
｢詩
成
り
希
深
は
鼻
を
擁
し

て
轟
ひ
､
師
魯
は
舌
を
巻
き
て
尤
矛
を
威
す
｣
(｢突
聖
愈
｣
居
士
集
巻
八

嘉

祐
五
年
)
の
如
し
｡
又
た
云
-
､
｢詩
を
作
る
こ
と
三
十
年
､
我
を
視
る
こ
と

猶
は
後
輩
の
ご
と
し
｣
(｢水
谷
夜
行
寄
子
美
聖
愈
｣
同
巻
二

慶
暦
四
年
)
と
｡

又
た
云
-
､
｢少
低

筆
力

我
を
容
れ
て
和
し
'
韻
の
高
絶
を
追
ふ
こ
と
難

か
ら
し
む
る
無
し
｣
(｢病
中
代
書
奉
寄
聖
愈
二
十
五
兄
｣
同
巻
二

慶
暦
五
年
)

と
｡
又
た
云
-
､
｢嵯
哉

吾

豊
に
能
-
子
を
知
ら
ん
や
'
詩
を
論
ず
る
に

子
を
頼
り
て
能
-
迷
ひ
を
指
す
｣
(｢再
和
聖
愈
見
答
｣
同
巻
五

皇
祐
二
年
)

と
｡
聖
愈
の
詩

佳
き
虞
は
固
よ
り
多
し
､
然
る
に
欧
公
の
標
横
す
る
こ
と
の

重
き
に
非
ざ
れ
ば
､
詩
名
亦
た
安
-
ん
ぞ
能
-
此
-
の
如
き
の
重
き
に
至
ら
ん

や
｡
欧
公

後
に
詩
有
り
て
云
へ
ら
-
､
｢梅
の
窮
す
る
は
濁
り
我
の
み
知
る
'

古
貨

今
は
責
る
こ
と
難
し
｣
(｢水
谷
夜
行
寄
子
美
聖
愈
｣
同
巻
二

慶
暦
四

年
)
と
｡
而
し
て
聖
愈

｢源
州
謝
判
官
に
贈
る
｣
詩

(｢方
在
許
昌
幕
内
弟
糠

州
謝
判
官
有
書
遊
余
詩
､
送
近
間
欧
陽
永
叔
移
守
此
郡
'
馬
我
寄
聾
也
｣
宛
陵

集
巻
二
十
六

慶
暦
五
年
)
に
亦
た
云
へ
ら
-
'
｢我
が
詩
は
固
よ
り
愛
で
ら

る
る
こ
と
少
な
-
､
濁
り
爾
が
太
守
の
知
る
の
み
｣
と
｡
皆
な
之
を
識
る
者
の

鮮
き
を
言

へ
り
｡
張
芸
里
其
の
詩
を
評
し
て
云
へ
ら
く
､
｢深
山
通
人
の
如
-
､

草
衣
細
腰
す
る
も
'
王
公
大
人

之
に
見
ゆ
れ
ば
膝
を
屈
す
｣
と
｡

葛
立
方
は
こ
こ
で
梅
重
臣
の
詩
に
は
確
か
に
よ
い
も
の
が
多
い
が
'
こ
れ
ほ
ど
の

二
5.3

詩
人
と
し
て
の
名
声
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
､

一
時
代
を
代
表
す
る
文
章
の
大

家
で
あ
る
欧
陽
修
が
高
-
評
価
し
た
こ
と
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
｡
こ
の
よ
う
な
見
か
た
に
立
つ
な
ら
ば
､
現
代
に
到
る
ま
で
梅
義
臣
の
詩
風
が
し

ば
し
ば

｢平
淡
｣
と
評
さ
れ
る
の
に
も
､
欧
陽
情
に
よ
る
批
評
が
大
き
な
影
響
を
与

え
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
だ
ろ
う
｡

そ
こ
で
欧
陽
情
の
梅
詩
評
を
検
討
し
て
み
る
と
'
後
人
の
梅
毒
臣
詩
に
対
す
る

｢平
淡
｣
評
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
､
『六

一
詩
話
』

(歴
代
詩
話
本
)
の
次
の
よ
う
な
表
現
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡

聖
愈
平
生
苦
於
吟
詠
､
以
聞
遠
古
淡
島
意
､
故
其
構
恩
極
難
｡

聖
愈
は
平
生
吟
詠
に
苦
し
み
､
閲
遠
古
淡
を
以
て
意
と
為
す
､
故
に
其
の
構
忠

す
る
こ
と
極
め
て
難
し
｡

こ
こ
で
欧
陽
情
は
､
梅
尭
臣
が
詩
作
の
理
想
と
す
る

｢閑
遠
古
淡
｣､

つ
ま
り
静

か
で
古
雅
な
趣
を
得
る
た
め
に
苦
吟
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
が
'
こ
の

｢閑
遠
古

淡
｣
と

｢平
淡
｣
と
は
だ
い
た
い
同
様
の
内
容
を
表
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ

う
○ま

た
欧
陽
修
は
同
じ

『六

一
詩
話
』
で
､
梅
重
臣
の
詩
風
を
蘇
舜
欽
の
も
の
と
比

較
し
て
､
次
の
よ
う
に
も
評
し
て
い
る
｡

聖
愈
子
美
賓
名
於

一
時
'
而
二
家
詩
鱒
特
異
｡
子
美
筆
力
豪
筒
､
以
超
過
横
絶

島
奇
｡
聖
愈
寧
思
精
微
､
以
深
遠
閲
淡
島
意
｡
各
極
其
長
､
雑
書
論
者
不
能
倭

劣
也
｡
余
嘗
於

｢水
谷
夜
行
｣
詩
客
道
其

一
二
云
｡

-

聖
愈

･
子
美
は
名
を

一
時
に
斉
し
-
す
､
而
る
に
二
家
の
詩
鯉
は
特
に
異
な
れ

り
｡
子
美
は
筆
力
豪
筒
に
し
て
､
超
過
横
絶
を
以
て
奇
と
為
す
｡
聖
愈
は
寧
忠

精
微
に
し
て
､
深
遠
聞
淡
を
以
て
意
と
馬
す
｡
各
お
の
其
の
長
ず
る
を
極
め
'

善
-
論
ず
る
者
と
錐
も
優
劣
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
｡
余

嘗
て

｢水
谷
夜

行
｣
詩
に
於
い
て
署
ぽ
其
の
二

一を
道
ひ
て
云
-
｡
-
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望遠裏表書重量
蹄 偶 衣 履 白 寒 層 決

興 来 従 惜 鷺 魚 層 決

自 成 溢 春 己 猶 湖 堰

留 野 蔓 泥 飛 著 上 根

連 望 牽 滑 前 底 田 水

頗 往
愛 時
江 初
南 渡
美 江

頗 往 蹄 偶 衣 履 自 寒 層 決
る 時 ｢ 興 た は は 鷺 魚 層 決
江 和 ま 溢 春 た た

南 初 仲 自 乗 蔓 泥 己 猶 り り
の め ( 文 ら た の の に ほ 湖 堰
美 て 宛 西 留 り 牽 滑 前 底 上 根
し 江 陵 湖 達 て く か に に の の

き を 集 野 す 野 に な 飛 著 田 水
を 渡 巻 歩 望 従 る ぶ れ

愛 り 二 至 を ふ を
づ 十 新 成 惜

芸害
し

よ
暦

｣

九 七 其

年
-

/ ~
＼

○
四

七
＼ ー

＼
_..′

湯浅陽子 梅重臣詩の ｢平淡｣をめぐって

こ
こ
で
は
生
前
か
ら
詩
人
と
し
て
同
様
に
評
判
が
高
か
っ
た
両
者
の
詩
風
を
対
比

し
'
蘇
舜
欽
の
詩
風
の
特
色
を
人
の
意
表
を
突
-
型
破
り
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
に

見
､
そ
れ
に
対
し
て
梅
義
臣
の
詩
風
の
特
色
を
､
深
い
考
え
を
精
密
に
め
ぐ
ら
せ
た

｢深
遠
閲
淡
｣
､
つ
ま
り
奥
深
-
穏
や
か
な
淡
白
さ
に
見
出
し
て
い
る
｡
こ
の

｢
深
遠

閲
淡
｣
も
や
は
り

｢聞
達
古
淡
｣
に
近
似
の
内
容
を
表
す
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
｡

こ
の
よ
う
に
い
ず
れ
の
資
料
に
お
い
て
も
欧
陽
情
の
梅
詩
評
は
ほ
ぼ
同
じ

｢平
淡
｣

に
類
す
る
内
容
を
繰
り
返
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
が
'
こ
こ
で
注
意
し
て

お
き
た
い
の
は
､
い
ず
れ
の
資
料
に
お
い
て
も
平
淡
に
類
す
る
評
は
､
｢吟
詠
に
苦

し
み
｣
｢其
の
構
思
す
る
こ
と
極
め
て
難
し

(思
い
を
巡
ら
す
こ
と
に
極
め
て
苦
し

む
)｣
｢軍
思
精
微

(深
い
思
考
が
精
密
で
あ
る
)｣
と
い
っ
た
苦
吟

へ
の
言
及
を
伴

っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
表
現
は
'
欧
陽
修
が
梅
義
臣
の
奥
深
-
静
か
な
詩

風
の
前
提
と
し
て
'
沈
思
や
苦
吟
の
過
程
を
必
要
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
だ
ろ
う
｡
つ
ま
り

｢平
淡
｣
は
軽
々
と
生
み
出
さ
れ
る
詩
境
と
は
考
え
ら
れ
て
い

な
い
の
だ
｡

妄
元
厭
公
の
文
章

天
下
を
壇
に
し
､
尤
も
善
-
詩
を
為
り
､
而
し
て
多
く
後

進
を
栴
引
し
､

l
時
の
名
士
は
往
往
に
し
て
其
の
門
よ
り
出
づ
｡
聖
愈
の
平
生

作
る
所
の
詩
多
し
､
然
る
に
公
は
濁
り
其
の
両
聯
を
愛
づ
る
の
み
に
し
て
､

｢寒
魚
は
猶
は
底
に
著
き
､
白
鷺
は
巳
に
前
に
飛
ぶ
｡
｣
又
た

｢架
暖
か
に
し
て

集
魚
は
繁
-
､
蕗
添
ひ
て
蘇
葉
は
紫
な
り
｡
｣
と
云
ふ
｡
余

嘗
て
聖
愈
の
家

に
干
い
て
公
の
自
ら
書
け
る
手
簡
を
見
る
に
､
再
三
此
の
二
聯
を
栴
質
す
｡
余

疑
ひ
て
之
を
間
ふ
に
､
聖
愈
日
-
'
｢此
は
我
の
極
致
に
非
ず
､
豊
に
公
は
偶

た
ま
自
ら
意
を
其
の
間
に
得
し
か
｣
と
｡
乃
ち
知
れ
り

古

へ
よ
り
文
士
は
濁

り
知
己
を
得
難
き
の
み
な
ら
ず
'
而
し
て
人
を
知
る
こ
と
も
ま
た
難
き
な
り
と
｡

こ
こ
で
は
妻
殊

(九
九

一
～
一
〇
五
五
)
が
賞
賛
し
た
梅
義
臣
の
二
つ
の
対
句
が
､

梅
重
臣
自
身
の
自
信
作
で
は
な
か

っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
､
引
用
さ
れ
て
い
る

二
つ
の
対
句
を
含
む
詩
は
､
次
の
二
首
で
あ
る
｡

二

梅
重
臣
に
よ
る
自
作
評

で
は
梅
毒
臣
自
身
は
自
作
に
対
す
る
評
価
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
'
ま
た
自
ら

の
詩
風
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
｡
『
六

一
詩
話
』
に
は
そ
れ
を
窺

わ
せ
る
記
述
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡

曇
元
献
公
文
章
檀
天
下
､
尤
善
馬
詩
､
而
多
桶
引
後
進
､

l
時
名
士
往
往
出
其

門
｡
聖
愈
平
生
所
作
詩
多
夫
'
然
公
濁
愛
其
両
聯
､
云
､
｢寒
魚
猶
著
底
､
白

鷺
巳
飛
前
｡
｣
又

｢架
暖
集
魚
繁
､
露
添
蘇
葉
紫
｡
｣
余
嘗
干
聖
愈
家
兄
公
自
書

手
簡
､
再
三
栴
賞
此
二
聯
｡
余
疑
而
間
之
'
聖
愈
日
､
｢此
非
我
之
極
致
､
山豆

公
偶
自
得
意
於
其
間
乎
｡
｣
乃
知
日
古
文
士
不
濁
知
己
難
得
､
而
知
人
亦
難
也
｡

決
決
堰
根
水

層
層
湖
上
田

寒
魚
猶
著
底

白
鷺
己
飛
前

履
惜
春
泥
滑

衣
従
溢
蔓
牽

偶
東
成
野
望

蹄
興
自
留
速

往
時
初
渡
江

頗
愛
江
南
美

決
決
た
り
堰
根
の
水

屑
層
た
り
湖
上
の
田

寒
魚

猶
は
底
に
著
れ

白
鷺

己
に
前
に
飛
ぶ

履
は
春
泥
の
滑
か
な
る
を
惜
し
み

衣
は
溢
蔓
の
牽
-
に
従
ふ

偶
た
ま
来
た
り
て
野
望
を
成
し

蹄
興

自
ら
留
連
す

｢和
仲
文
西
湖
野
歩
至
新
堰
二
首
｣
其

一

(宛
陵
集
巻
二
十
九

慶
暦
七
年

(
一
〇
四
七
))

往
時

初
め
て
江
を
渡
り

頗
る
江
南
の
美
し
き
を
愛
づ

二
九
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到 君 敦 賀 思 誰
日 行 添 逐 及 知

慮 語 耗 触 姻 坐

相 風 線 魚 波 臥
似 物 紫 繁 裏 間

到 君 改 案 思 誰
れ は は ひ か

る 行 苑 餓 て 知
日 く 線 魚 梱 ら

に の の 波 ん

磨 紫 繁 の 坐
に 風 な き 裏 臥
相 物 る を に の

ひ を に 逐 及 間
似 語 添 ひ ぶ に

た る ふ を

る
巴空ヨ

し

山 い た の 記 こ 心 梅 彼 と 淡 な

詩 だ 梅 よ さ れ の 尭 が
､ ｣

書 こ

す の 永 聖 永 詰 ろ 轟 き れ ま 作 臣 ど 梅 の び れ

る 平 叔 愈 叔
』

う 臣 理 た で で の の 勇 気 で ら

然
聖

千
て し

､

､
､

皆

聖 然 某

愈 る 所
の に 不
■'

?:: 諾
'々: ;i

-
; L5 主摂きミ芸

る 己 の も て の い り と

竃墓室華萱毒墓室責苦章霊室垂垂
芸萱雪墨壷言

吊

藁葺蔓毒害葺墓室…望重義警/g
在 す つ b

し る い な 二
詩

雲重要蓋き書芸鮒萱
看

壷

蓋警違藁董董豪藁葺萱
＼- . ′

苦学手管買誓誓言書聖違
や

む 淡 て 寒 び

真筆蓋警琶葦賢讐芋蔓

壷
警
琶害重苦

づ

震
い

る
○
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誰
知
坐
臥
間

思
及
姻
波
裏

架
逐
細
魚
繁

鼓
添
耗
線
紫

君
行
語
風
物

到
日
鷹
相
似

誰
か
知
ら
ん
坐
臥
の
間
に

思
ひ
て
姻
波
の
裏
に
及
ぶ
を

架
は
紙
魚
の
繁
さ
を
逐
ひ

鼓
は
苑
線
の
紫
な
る
に
添
ふ

君

行
-
に

風
物
を
語
る

到
れ
る
日

麿
に
相
ひ
似
た
る
べ
し

｢送
王
判
官
之
江
陰
軍
幌
｣
易
知

(同
)
)

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
､
魚
烏
や
植
物
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
'
人
の
心
を
穏
や
か

な
喜
び
で
満
た
す
よ
う
な
春
先
の
水
辺
の
光
景
を
描
い
た
も
の
で
あ
り
'
所
謂

｢辛

淡
｣
の
気
分
に
適
う
も
の
だ
ろ
う
｡
し
か
し

『六

一
詩
話
』
の
記
す
と
こ
ろ
に
よ
る

と
､
梅
重
臣
自
身
は
こ
れ
ら
の
詩
句
を
最
高
傑
作
と
考
え
て
は
い
な
か
っ
た
ら
し
い
｡

彼
が
ど
の
詩
句
を
自
己
の
最
高
傑
作
と
考
え
て
い
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
､

梅
重
臣
の
場
合
の
み
な
ら
ず
､
他
人
が
評
価
す
る
作
品
が
必
ず
し
も
作
者
自
身
の
会

心
の
作
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
だ
ろ
う
｡
ま
た
さ
ら
に
穿

っ
た
見
方
を
す
る
な
ら
､

こ
れ
ま
で
に
挙
げ
た
も
の
を
含
む
数
多
-
の
､
『
六

一
詩
話
』
や
そ
の
他
の
詩
文
に

記
さ
れ
た
欧
陽
備
に
よ
る
梅
義
臣
の
作
品
や
人
柄
に
対
す
る
評
価
か
ら
は
､
梅
重
臣

の
よ
き
理
解
者
で
あ
る
と
い
う
自
負
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
､
そ
れ
ら
も
ま

た
梅
重
臣
自
身
の
考
え
と
全
面
的
に
合
致
し
て
い
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
こ
と
に
関
わ
っ
て
は
､
劉
放

(
一
〇
二
二
～
一
〇
八
八
)
『中

山
詩
話
』
(歴
代
詩
話
本
)
に
も
'

永
叔
云
､
｢
知
聖
愈
詩
者
莫
如
某
'
然
聖
愈
平
生
所
自
負
者
'
皆
某
所
不
好
'

聖
愈
所
卑
下
者
､
皆
某
所
栴
賞
｡
｣

永
叔
云

へ
ら
-
､
｢
聖
愈
の
詩
を
知
る
者
は
某
に
如
-
は
莫
し
､
然
る
に
聖
愈

の
平
生
自
負
す
る
所
の
者
は
､
皆
な
某
の
好
ま
ざ
る
所
に
し
て
'
聖
愈
の
卑
下

す
る
所
の
者
は
､
皆
な
某
の
柄
賞
す
る
所
な
り
｣
と
｡

三
〇

と
､
欧
陽
修
の
'
梅
尭
臣
が
日
頃
自
負
す
る
作
は
み
な
自
分
の
好
ま
な
い
も
の
で
あ

り
､
彼
が
卑
下
す
る
作
は
み
な
自
分
の
褒
め
る
も
の
だ
と
'
両
者
の
好
み
の
食
い
逮

い
に
触
れ
た
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
｡

つ
ま
り

『
六

一
詩
話
』
に
記
さ
れ
た
梅
重
臣

の
言
葉
は
､
欧
陽
情
と
い
う
聞
き
手
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
､
さ
ら
に
か
な
り
後
に
な
っ

て
文
章
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
､
欧
陽
情
に
よ
る
編
集
を
経
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に

も
留
意
し
て
お
-
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
む
し
ろ
こ
こ
に
挙
げ
た

『六

一
詩
話
』

の
､
知
己
を
得
る
こ
と
の
難
し
さ
語
る
梅
尭
臣
の
言
葉
か
ら
は
､
本
当
に
自
己
や
自

己
の
作
品
を
理
解
し
て
-
れ
る
人
は
見
つ
け
難
い
と
い
う
嘆
き
や
孤
独
感
を
読
み
と

る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
｡

こ
こ
で
話
を
元
に
戻
す
と
､
こ
こ
に
挙
げ
た

『
六

一
詩
話
』
の
章
段
で
梅
詩
を
称

賛
し
て
い
た
妻
殊
と
の
間
で
'
梅
重
臣
は
慶
暦
六
年

(
一
〇
四
六
)
に
幾
篇
か
の
詩

を
応
酬
し
て
い
る
が
､
そ
の
な
か
の
十
韻
二
十
句
か
ら
な
る
古
詩

｢依
韻
和
曇
相
公
｣

(宛
陵
集
巻
二
十
八
)
の
な
か
で
､
自
ら
の
詩
作
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
｡
次
に

こ
の
詩
を
資
料
と
し
て
､
梅
義
臣
自
身
の
自
作
に
対
す
る
考
え
方
を
検
討
し
て
み
た

い
｡
な
お
当
時
梅
重
臣
は
許
昌

(現
河
南
省
)
に
滞
在
し
て
お
り
､
妻
殊
は
知
穎
州

(現
安
徽
省
北
西
部
)

微
生
守
膿
貧

文
字
出
肝
臓

マ
マ

l
馬
清
穎
行

物
象
頗
所
覚

泊
舟
寒
揮
陰

野
興
人
秋
英

国
吟
適
惰
性

栴
欲
到
平
淡

苦
節
来
園
熟

に
在
任
中
で
あ

っ
た
｡
妻
殊
の
原
作
は
侠
し
て
い
る
｡

微
生

騰
貴
を
守
り

文
字

肝
膿
よ
り
出
づ

マ
マ

l
た
び
清
頴
の
行
を
為
す
に

物
象

頗
る
覚
る
所
と
な
る

舟
を
寒
淳
の
陰
に
泊
む
る
に

野
興

秋
英
に
入
る

因
り
て
吟
ず
る
に
惰
性
に
適
ひ

や

うやく

栴

平

淡
に
到
ら
ん
と
欲
す

苦
し
む
ら
-
は

節
の
未
だ
囲
熟
せ
ず
し
て
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勇
一

で 感 述 た あ 己 状 こ を し

琵喜モ蓋蚕室冨萎頭蓋喜呂霊宝宝? 淫号完警そ警F, 圭 刺

筆書斬
芸重要蔓章琴

ヽ

= : I :: ∫

垂壷搬琴新妻章
を た

忽 謹 に の 集 三 三 に し

重要琴違壷
藁葺喜芸芋蔓墓蔓和

一 相

､

古 っ こ つ さ き

昂 詞 蔓蓋重責塁垂ヽて

-享蔓草車軸葵軍

湯浅陽子 梅重臣詩の ｢平淡｣をめぐって

利
口
劇
菱
天

口
を
刺
す
こ
と
菱
天
よ
り
も
劇
し
き
を

こ
こ
で
梅
重
臣
は
'
自
己
の
詩
作
の
方
法
を
具
体
的
な
例
を
示
し
て
妻
殊
に
説
明

し
て
い
る
｡
そ
れ
に
よ
る
と
'
こ
の
時
の
穎
水
の
旅
の
な
か
で
も
特
に
'
冷
た
い
水

を
湛
え
た
淵
に
舟
を
泊
め
た
お
り
に
､
秋
の
荻
の
芽
に
感
じ
た
野
趣
を
吟
詠
し
た
と

こ
ろ
､
そ
の
時
に
自
己
が
抱
い
た
感
興
に
ぴ

っ
た
り
と
合
い
､
次
第
に

｢平
淡
｣
の

状
態
に
近
づ
-
も
の
と
な
っ
た
と
言
う
｡
こ
の
よ
う
な
表
現
は
､
梅
毒
臣
自
身
が
自

己
の
詩
作
に
お
け
る

｢平
淡
｣
の
志
向
に
言
及
し
た
も
の
と
し
て
､
注
目
す
べ
き
で

あ
ろ
う
｡
ま
た
さ
ら
に
こ
こ
で
は
､
｢詩
の
言
葉
が
ま
だ
十
分
に
熟
達
し
て
い
な
い

た
め
に
'
菱
や
水
蕗
よ
り
も
激
し
-
口
を
刺
激
す
る
こ
と
に
苦
し
ん
で
い
る
｣
と
も

述
べ
て
お
り
､
や
は
り

｢平
淡
｣
の
状
態
を
実
現
す
る
た
め
に
は
､
摩
擦
や
刺
激
を

感
じ
さ
せ
る
言
葉
を
次
第
に
精
錬
し
､
詩
語
を

｢囲
熟
｣
さ
せ
て
い
-
過
程
が
必
要

で
あ
る
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
表
現
は
い
ず
れ
も
既
に
見
た

『六

一
詩
話
』
等
の
梅
詩
評
と
矛
盾
し
な
い
も
の
で
あ
り
､
欧
陽
情
に
よ
る
梅
詩
評
が
梅

重
臣
白
身
の
語
る
こ
の
よ
う
な
認
識
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
｡

さ
ら
に
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
'
｢平
淡
｣
の
語
の
使
用
で
あ
る
｡
前

章
で
見
た
欧
陽
情
の
梅
詩
評
で
は

｢閲
遠
古
淡
｣
｢
深
遠
閲
淡
｣
､
ま
た

｢清
切
｣

｢清
新
｣
｢古
淡
｣
と
い
う
語
を
用
い
､
そ
の
意
味
内
容
は
近
似
し
て
い
て
も

｢平
淡
｣

の
語
を
直
接
用
い
る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
に
注
意
し
た
い
｡
つ
ま
り
梅
重
臣
の
請

作
に
関
わ
っ
て

｢平
淡
｣
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
は
､
梅
義
臣
自
身
の
表
現
に
始

ま
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

｢平
淡
｣
と
い
う
語
は
人
柄
の
淡
白
さ
を
指
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
､

文
学
批
評
用
語
と
し
て
は
､
作
為
的
で
な
い
自
然
さ
や
詩
文
の
質
朴
さ
を
指
す
語
と

し
て
､
六
朝
期
か
ら
詩
評
に
用
い
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
'
例
え
ば
梁

･
鍾
蝶

『詩
品
』
巻
中

(歴
代
詩
話
本
)
の
菅
弘
農
太
守
郭
瑛
の
項
で
は
､
｢憲
章
播
岳
'
文

髄
相
輝
'
彪
柄
可
玩
｡
始
襲
永
嘉
平
淡
之
髄
､
故
稀
中
興
第

1
.
(藩
岳
を
憲
章
と

し
､
文
髄
相
ひ
輝
き
'
彪
柄
し
て
玩
ぶ
べ
し
｡
始
め
て
永
嘉
平
淡
の
髄
を
変
じ
'
敬

に
中
興
第

一
と
栴
さ
る
｡
)｣
と
､
陸
機

(二
六

一
～
三
〇
三
)
･
陸
雲

(二
六
二
～

三
〇
三
)'
左
思

(二
五
三
?
～
三
〇
七
?
)
ら
の
没
後
の
西
菅
恵
帝
の
永
嘉
年
間

(三
〇
七
～
三

一
三
)
の
詩
風
を

｢平
淡
｣
と
評
し
て
い
る
｡

ま
た
時
代
が
下

っ
て
中
庸

･
韓
愈
の

｢送
無
本
師
稀
薄
陽
｣
詩

(韓
昌
繁
詩
繋
年

集
樺
巻
七

上
海
古
籍
出
版
社

一
九
八
四
年
)
で
は
'
還
俗
前
の
僧
無
本

(青
島
)

の
詩
作
に
つ
い
て
､

狂
詞
嘩
漢
龍

狂
詞

演
能
を
韓
に
し

低
昂
見
好
惨

低
昂

野
惨
を
見
す

姦
窮
怪
愛
得

姦

窮
ま
り

怪

襲
は
り
得
て

往
往
造
平
淡

往
往
に
し
て
平
淡
に
造
る

と
評
し
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
無
本
の
詩
が
､
常
軌
を
逸
し
た
言
葉
で
盛
ん
な
華
や
か

さ
を
窓
に
し
､
低
く
抑
え
ま
た
高
く
揚
が
り
'
ゆ
っ
た
り
と
し
て
い
た
り
ま
た
い
た

ま
し
い
様
子
で
あ
っ
た
り
す
る
と
い
う
様
々
な
変
化
を
見
せ
､
そ
の
乱
れ
を
極
め
て

怪
し
-
変
貌
し
､
そ
の
う
え
で
遂
に

｢平
淡
｣
に
至
る
と
述
べ
て
い
る
｡
こ
れ
は
詩

の

｢平
淡
｣
が
初
め
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
-
､
あ
る
過
程
を
経
て
初
め
て
獲

得
さ
れ
る
も
の
と
す
る
点
で
､
既
に
見
た
欧
陽
情
の
､
梅
重
臣
の
奥
深
-
静
か
な
詩

風
を
'
沈
思
や
苦
吟
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
と
捉
え
､
ま
た
梅
重
臣
自
身
の
'

｢平
淡
｣
の
状
態
を
実
現
す
る
た
め
に
は
'
や
は
り
摩
擦
や
刺
激
を
感
じ
さ
せ
る
言

葉
を
次
第
に
精
錬
し
､
詩
語
を

｢囲
熟
｣
さ
せ
て
い
-
過
程
が
必
要
で
あ
る
と
い
う

考
え
方
に
通
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡

こ
こ
で
話
を
梅
重
臣
と
妻
殊
と
の
応
酬
に
戻
す
と
'
同
じ
慶
暦
六
年

(
一
〇
四
六
)

に
は
､
｢以
近
詩
費
尚
書
妻
相
公
､
忽
有
酬
贈
之
什
､
栴
之
甚
過
'
不
敢
轍
有
所
叙
､

謹
依
韻
綴
前
日
坐
末
教
海
之
言
､
以
和

(近
詩
を
以
て
尚
書
曇
相
公
に
費
と
す
る
に
'

忽
ち
酬
贈
の
什
有
り
'
之
を
栴
す
る
こ
と
甚
だ
過
ぎ
た
り
､
敢

へ
て
轍
ち
叙
す
る
所

三
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一 理 る 洗 な 離 の は 嘗

盲殊 ｡

淡 う り も 詩 と 理
｣

に 気 の 語 の 通
を 考 の で の 内 づ

追 え な あ 洗 容 る

求 る さ る 練 上 と

す な を よ の の 離
る ら 評 う 追 近 も

と ば 価 に 求 似
､

て い
､

し も と を 語
う 先 て 感

､

認 の

詩 の い じ 陶 め 洩
作 詩 る ら 淵 る 俗
の に と れ 明 こ に

あ 見 考 る 的 と 捗
り ら え が な が り

か れ れ
､

飾 で て

た た ば 詩 り き 笑
と

､ ､

句 気 る ふ

も 詩 間 を の
○

べ

重 句 題 洗 な き

の 皇 し 現 平 梅
○

香 う な の は 練 さ 者

吾 推 不 各 極 斑
将 物 忘 識 目 斑
効 得 巣 時 波 遠
陶 尾 西 早 煙 林
公 意 東 春 中 鳥

書 物 巣 各 極 斑
を の お 目 斑

将 推 西 の た

に し 東 時 渡 る

陶 て を の 煙 遠

公 最 忘 早 の 林
に 意 れ 春 中 の

効 を ず な 烏
は 得 る

ん を

と 識
す り

人文論叢 (三重大学)第23号 2006

有
ら
ず
､
謹
み
て
依
韻
し
て
前
日
坐
末
に
教
詩
す
る
の
言
を
綴
り
､
以
て
和
す
)｣

(宛
陵
集
巻
二
十
八
)
が
制
作
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
題
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'

妻
殊
の
語

っ
た
詩
論
を
ま
と
め
た
詩
だ
が
､
さ
ら
に
梅
重
臣
の
自
註
の
形
で
妻
殊
が

教
え
諭
し
た
言
葉
を
附
し
て
い
る
｡
妾
殊
は
ま
と
ま
っ
た
形
の
詩
論
を
残
し
て
い
な

い
の
で
'
こ
の
詩
及
び
註
は
彼
の
詩
に
対
す
る
考
え
方
を
知
る
資
料
と
も
な
り
得
る

だ
ろ
う
｡
な
お
妻
殊
の

｢酬
贈
之
什
｣
は
､
こ
れ
も
既
に
失
わ
れ
て
い
る
｡

嘗
記
論
詩
語

嘗
て
詩
を
諭
ず
る
語
を
記
す
に

軒
卑
名
亦
冷

静

卑
し
-
し
て
名
は
亦
た
倫
む

(公
日
､
名
不
盛
者
辞
亦
不
高
｡
(公
日
-
､
名
盛
ん
な
ら
ざ
る
者
は
辞
も
亦

た
高
か
ら
ず
t
と
｡
))

寧
従
陶
令
野

寧
ろ
陶
令
の
野
に
従
ひ

(公
日
'
彰
津
多
野
逸
田
舎
之
語
｡
(公
日
-
､
彰
津

野
逸
田
舎
の
語
多
し
､

と
｡
))

不
取
孟
郊
新

孟
郊
の
新
し
き
は
取
ら
ず

(公
日
､
郊
詩
有
五
言

一
句
全
用
新
字
｡
(公
日
-
'
郊
の
詩

五
言

一
句

全
て
新
字
を
用
ふ
る
有
り
と
｡
))

琢
磯
難
希
賓

磯
を
琢
-
も
賓
を
希
ふ
こ
と
難
-

嘘
枯
強
費
春

枯
を
嘘
-
も
強
ひ
て
春
を
費
さ
ん

今
格
風
什
付

今

風
什
を
将
て
付
す
に

可
輿
二
南
陳

二
南
と
輿
に
陳
ぬ
る
べ
し

こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
妻
殊
の
詩
論
は
､
｢詩
語
が
卑
俗
で
あ
れ
ば
詩
人
と
し
て

の
評
判
も
ま
た
駄
目
に
な
っ
て
し
ま
う
｡
｣
ま
た
､
｢陶
淵
明
の
飾
り
気
の
な
い
用
語

に
習

っ
て
も
､
孟
郊
の
新
奇
な
用
語
は
採
ら
な
い
｡
｣
の
二
点
に
整
理
す
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
｡
こ
の
う
ち
詩
語
の
卑
俗
さ
を
戒
め
る
前
者
に
は
､
『六

一
詩
話
』

中
の
'
｢聖
愈
嘗
云
､
詩
句
義
理
難
通
'
語
渉
洩
俗
而
可
笑
者
､
亦
其
病
也
｡
(聖
愈

÷
■

嘗
て
云
へ
ら
-
'
詩
句
の
義
理
通
づ
る
と
難
も
'
語
の
洩
俗
に
捗
り
て
笑
ふ
べ
き
者

は
'
亦
た
其
の
病
な
り
｡
)｣
と
の
内
容
上
の
近
似
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡

妻
殊
が
主
張
し
て
い
る
'
詩
語
の
洗
練
の
追
求
と
'
陶
淵
明
的
な
飾
り
気
の
な
さ

の
習
得
は
､

一
見
矛
盾
し
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
が
､
詩
句
を
洗
練

離
琢
し
た
結
果
と
し
て
の
飾
り
気
の
な
さ
を
評
価
し
て
い
る
と
考
え
れ
ば
､
問
題
は

な
い
だ
ろ
う
｡
ま
た
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
'
先
の
詩
に
見
ら
れ
た
'
詩
句
の

洗
練
の
結
果
と
し
て
の

｢平
淡
｣
を
追
求
す
る
と
い
う
詩
作
の
あ
り
か
た
と
も
重
な

る
も
の
と
も
な
る
だ
ろ
う
｡

な
お
梅
重
臣
は
､
こ
の
他
に
も
詩
句
を
洗
練
し
て

｢平
淡
｣
に
至
る
べ
L
と
い
う

理
想
を
'
｢讃
郡
不
疑
学
士
詩
巻
'
杜
挺
之
忽
来
'
因
出
示
之
'
且
伏
高
致
､
抑
香

一
時
之
語
へ
以
奉
呈
｣
(宛
陵
集
巻
四
十
六
)
で
'
｢作
詩
無
古
今
､
唯
造
平
淡
難
｡

(詩
を
作
る
に
古
今
無
-
､
唯

平
淡
に
造
る
こ
と
難
し
｡
)｣
と
表
現
し
て
い
る
｡

ま
た
妻
殊
は
'
陶
淵
明
の
飾
り
気
の
な
さ
に
学
ぶ
べ
L
と
も
述
べ
て
い
た
が
'
梶

重
臣
自
身
に
も
､
｢寄
宋
次
道
中
道
｣
詩

(同
巻
二
十
五
)
に

｢中
作
淵
明
詩
､
平

淡
可
擬
倫
｡
(中
に
淵
明
詩
を
作
し
､
平
淡
に
し
て
擬
倫
す
べ
し
｡
)
｣
と
い
う
表
現

が
あ
り
'
陶
淵
明
詩
を

｢平
淡
｣
と
評
し
て
､
宋
氏
の
兄
弟
が
こ
れ
に
学
ぼ
う
と
し

て
い
る
と
記
し
て
い
る
｡
梅
重
臣
自
身
が
陶
詩
に
学
ん
だ
詩
の
作
例
と
し
て
は
､
皇

祐
元
年

(
一
〇
四
九
)
に
陳
州
か
ら
父
の
喪
に
服
す
た
め
に
宣
城
に
帰

っ
た
際
の

｢擬
水
西
寺
東
峰
亭
九
詠
｣
棲
煙
烏

(宛
陵
集
巻
三
十
六
)
の
､

斑
斑
遠
林
鳥

極
目
波
煙
中

各
識
時
早
春

不
忘
巣
西
東

推
物
得
展
意

吾
特
効
陶
公

斑
斑
た
る
遠
林
の
烏

極
目

波
煙
の
中

各
お
の
時
の
早
春
な
る
を
識
り

巣
の
西
東
を
忘
れ
ず

物
を
推
し
て
最
意
を
得

吾

将
に
陶
公
に
効
は
ん
と
す



湯浅陽子 梅重 臣詩 の ｢ 平淡｣ を め ぐ っ て

も 淵 期 期 た る と

挙 明 の の さ 陶 遠
､

陶 陶 陵 陶 昔 藻 籍 昔 な 美 枯 若 所 げ 詩 梅 梅 ら 淵 い 陶

淵 淵 ･ 酒 麗 之 蘇 れ し 冶 中 貴 こ が 重 責 に 明 林 淵

芸買 漂品慧
○

萱草
Eミ蓬毒害蓋嘉毒賢覧号威完賢

妻董裏芸
墓

吾妻璽董革霊
萱

恵章
票

藁
葺

岩垂誓蓋葺董要
ら 明 に

れ 詩 至 こ

て が る の 英 ふ は む 而 士 者 之 其 士 表 を と 陶 露 陶 づ

い 広 ま よ ぞ な
､ ｣

し 大
､

功 中 大 現 表 も 淵 出 淵 る

た く で う 異 ら 豊 に て 夫 実
○

夫 夫 が し と 明 本 明 な

こ 読 継 に な ん に 云 淵 異 蓋
○

撃 で た 豪 の 相 詩 り

三重苦書雪雲
2

o

重要言質讐
○

琴義軍筆墨
書

芸葦葦憲章蛋
○

湯浅陽子 梅重臣詩の ｢平淡｣をめぐって

と
､
陶
淵
明
に
学
ぼ
う
と
す
る
姿
勢
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
'
春
が
す
み
の
彼
方
に
あ

る
遠
い
林
の
木
に
憩
う
鳥
の
姿
か
ら

｢真
意
｣
を
捉
え
よ
う
と
す
る
､
よ
-
知
ら
れ

た
陶
淵
明

｢飲
酒
二
十
首
｣
其
五
を
思
わ
せ
る
表
現
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡

さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
､
陶
淵
明
の
詩
風
を

｢平
淡
｣
と
捉
え
る
態
度
は
､
北
宋
中

期
の
梅
義
臣
ら
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
､
南
宋
期
に
ま
で
継
承
さ
れ
て
お
り
'
北
宋
中

期
の
梅
重
臣
か
ら
南
宋
末
の
葛
立
方
に
至
る
ま
で
の
間
に
も
､
次
に
示
す
よ
う
に
陶

淵
明
詩
が

｢平
淡
｣
､
或
い
は

｢淡
｣
と
評
さ
れ
る
こ
と
に
言
及
し
た
例
を
､
幾
つ

も
挙
げ
こ
と
が
で
き
る
｡

所
貴
乎
枯
港
者
､
謂
其
外
枯
而
中
膏
､
似
港
而
賛
美
､
淵
明

･
子
厚
之
流
是
也
｡

若
中
速
皆
枯
清
'
亦
何
足
道
｡

枯
港
を
貴
ぶ
所
の
者
は
､
其
の
外
枯
れ
て
中
膏
な
る
を
謂
ふ
､
港
に
似
て
賓
は

美
し
き
は
､
(陶
)
淵
明

･
(柳
)
子
厚
の
流
是
れ
な
り
｡
若
し
申
達
皆
な
枯
冶

な
れ
ば
'
亦
た
何
ぞ
道
ふ
に
足
ら
ん
｡

蘇
拭

｢評
韓
柳
詩
｣
(蘇
拭
文
集
巻
六
十
七

中
華
書
局

一
九
八
六
年
)

昔
蘇
武

･
李
陵
之
詩
長
於
高
妙
'
曹
植

･
劉
公
幹
之
詩
長
於
豪
逸
､
陶
潜

･
院

籍
之
詩
長
於
沖
冶
'
謝
蛋
運

･
飽
照
之
詩
長
於
峻
潔
'
徐
陵

･
庚
信
之
詩
長
於

藻
麗
｡

昔

蘇
武

･
李
陵
の
詩
は
高
妙
に
長
じ
､
曹
植

･
劉
公
幹
の
詩
は
豪
逸
に
長
じ
'

陶
漕

･
院
籍
の
詩
は
沖
潜
に
長
じ
､
謝
蛋
運

･
飽
照
の
詩
は
峻
潔
に
長
じ
､
徐

陵

･
康
信
の
詩
は
藻
魔
に
長
ぜ
り
｡

秦
観

｢韓
愈
論
｣
(准
海
集
等
註
巻
二
十
二

上
海
古
籍
出
版
社

一
九
九
四
年
)

陶
淵
明
詩
所
不
可
及
者
､
沖
港
探
枠
､
出
於
自
然
｡

陶
淵
明
詩
の
及
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
所
の
者
は
､
沖
塘
深
枠
に
し
て
'
自
然
よ
り
出

づ
る
な
り
｡

楊
時

『亀
山
集
』
巻
十

｢語
録
｣
(四
庫
全
書
本
)

陶
淵
明
詩
人
皆
説
是
平
淡
､
接
某
看
､
他
日
豪
放
､
但
豪
放
得
乗
不
覚
耳
｡
其

露
出
本
相
者
是

｢詠
荊
珂
｣

一
篇
､
平
淡
底
人
如
何
説
得
這
様
言
語
出
来
｡

陶
淵
明
の
詩
を
人
は
み
な
平
淡
だ
と
言
う
が
､
私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
彼
は
も

と
も
と
豪
放
な
の
だ
が
､
そ
れ
に
気
付
い
て
い
な
い
だ
け
な
の
だ
｡
そ
の
本
性

を
表
し
た
の
は

｢詠
荊
珂
｣

一
篇
で
あ
り
､
平
淡
な
人
に
､
ど
う
し
て
こ
ん
な

表
現
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
｡

朱
薫

『朱
子
語
類
』
巻

一
百
四
十

(中
華
書
局

理
学
叢
書

一
九
八
六
年
)

士
大
夫
撃
淵
明
作
詩
､
往
往
故
馬
平
淡
之
語
､
而
不
知
淵
明
制
作
之
妙
､
巳
荏

其
中
央
｡
如

｢讃
山
海
経
｣
云
'
｢亭
亭
明
坪
照
､
落
落
清
環
流
｣､
崖
無
離
琢

之
功
｡
蓋
明
坪
謂
竹
､
清
穏
謂
水
､
輿
所
謂

｢紅
観
梅
顧
瓦
､
黄
圏
繋
門
衛
｣

者
､
笑
異
｡

士
大
夫

淵
明
を
学
び
て
詩
を
作
り
､
往
往
に
し
て
故
ら
に
平
淡
の
語
を
為
し
､

而
し
て
淵
明
制
作
の
妙
の
己
に
其
の
中
に
在
る
を
を
知
ら
ず
｡
｢山
海
経
を
請

む
｣
に
云
ふ
'
｢亭
事
と
し
て
明
坪
照
り
'
落
落
と
し
て
清
穏
流
る
｣
の
如
き

は
､
豊
に
離
琢
の
功
無
か
ら
ん
や
｡
蓋
し
明
坪
は
竹
を
謂
ひ
､
清
瑞
は
水
を
謂

ふ
な
ら
ん
､
所
謂

｢紅
雛

厩
瓦
に
槍
L
t
黄
圏

門
衛
に
繋
ぐ
｣
な
る
者
と
､

英
ぞ
異
な
ら
ん
｡

周
紫
芝

『竹
披
詩
話
』
(歴
代
詩
話
本
)

こ
の
よ
う
に
陶
淵
明
の
詩
風
に
対
す
る

｢平
淡
｣
評
は
､
北
宋
中
期
か
ら
南
末
期

に
至
る
ま
で
継
承
さ
れ
て
お
り
'
各
々
の
表
現
か
ら
は
'
当
時
の
士
大
夫
層
に
陶
潤

明
詩
が
広
-
読
ま
れ
､
そ
の
飾
り
気
の
な
い

｢平
淡
｣
さ
が
好
ま
し
い
も
の
と
感
じ

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
｡
も
っ
と
も

｢平
淡
｣
以
外
の
属
性
に
陶
淵
明
の
本

三三
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質
を
見
よ
う
と
す
る
､
こ
こ
に
挙
げ
た
来
貢
の
言
葉
や
､
よ
-
知
ら
れ
た
蘇
拭
の

｢然
其
詩
質
而
賓
締
､
療
而
賓
腕
｡
(然
る
に
其
の
詩
は
質
に
し
て
賓
は
椅
'
癖
に
し

て
茸
は
朕
ゆ
｡
)｣
(蘇
轍

｢子
略
和
陶
淵
明
詩
集
引
｣
(築
城
後
集
巻
二
十

一

上
海

古
籍
出
版
社

一
九
八
七
年
)
に
引
-
｡
)
等
の
視
点
も
存
在
し
て
い
る
｡
｢平
淡
｣

に
つ
い
て
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
､
当
時
に
お
い
て

｢平
淡
｣
と
い
う
詩
風
は
評
価
す

べ
き
も
の
さ
れ
､
当
代
の
詩
人
に
対
し
て
も
こ
の
評
を
適
用
す
る
こ
と
が
あ

っ
た
と

考
え
ら
れ
る
｡
梅
重
臣
に
も
'
｢林
和
靖
先
生
詩
集
序
｣
(宛
陵
集
巻
六
十
)
で
林
道

の
詩
を
評
し
た
'
｢其
順
物
玩
情
'
寛
之
詩
則
平
港
逮
美
'
讃
之
令
人
忘
百
事
也
｡

(其
れ
物
に
順
ひ
て
情
を
玩
び
､
之
を
詩
に
為
れ
ば
則
ち
平
冶
遠
美
に
し
て
'
之
を

讃
む
に
人
を
し
て
百
事
を
忘
れ
し
む
る
な
り
｡)｣'
ま
た

｢和
江
榔
幾
見
寄
｣
(同
巻

二
十
七

慶
暦
六
年

(
一
〇
四
六
))
で
江
休
復
の
寄
詩
を
評
し
た
､
｢江
子
方
諦
官
'

復
有
擬
古
才
｡
遠
寄
平
淡
辞
､
局
報
壇
輿
壊
｡
(江
子

方
に
諦
官
せ
ら
れ
､
復
た

擬
古
の
才
有
り
｡
遠
-
平
淡
の
辞
を
寄
す
る
に
'
易
ぞ
塩
に
報
い
て
壕
を
輿
へ
ざ
る
｡)

｣
等
の
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡
梅
重
臣
自
身
が
自
己
の
詩
作
に
関
し
て

｢平
淡
｣

の
語
を
用
い
る
の
も
､
さ
ら
に
そ
れ
が
彼
の
詩
の
特
色
と
表
す
評
語
と
し
て
継
承
さ

れ
て
い
っ
た
の
も
､
当
時
に
お
い
て
は
決
し
て
孤
立
し
て
存
在
し
た
現
象
な
の
で
は

な
-
'
こ
の
よ
う
な

｢平
淡
｣
を
良
し
と
す
る
志
向
の
な
か
で
生
ま
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
｡

三

詩
評
家
と
し
て
の
梅
尭
臣

前
章
で
は
梅
重
臣
の
自
作
に
対
す
る
評
価
を
中
心
に
検
討
し
､
梅
義
臣
自
身
が
他

の
人
物
の
詩
を

｢平
淡
｣
と
評
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に
も
触
れ
た
が
､
次
に
梅
秦

臣
に
よ
る
他
人
の
作
品
に
対
す
る
詩
評
に
つ
い
て
も
う
少
し
考
え
て
み
た
い
｡
梅
秦

臣
に
よ
る
ま
と
ま
っ
た
量
の
詩
の
批
評
と
し
て
は
､
『唐
金
針
詩
格
』
･
『梅
氏
詩
評
』

二由

(
い
ず
れ
も
呉
文
治
主
篇

『宋
詩
話
全
編
』
巻
萱

江
蘇
古
籍
出
版
社

一
九
九
八

年

収
)
が
存
在
す
る
が
､
『唐
金
針
詩
格
』
の
全
十
四
段
'
『梅
氏
詩
評
』
の
全
二

段
中

一
段

(も
う

一
段
は

｢詩
棄
六
義
｣
と
題
さ
れ
て
い
る
｡
)
が
､
い
ず
れ
も

｢詩
有

○
○
｣
と
題
さ
れ
て
お
り
､
特
に

｢詩
有
三
本
｣
｢詩
有
八
勢
｣
等
の
よ
う
な

数
を
用
い
た
表
現
の
多
用
か
ら
は
､
瞭
然

『詩
式
』
等
の
体
裁
を
強
-
意
識
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
｡
こ
の
よ
う
に
詩
格
書
と
し
て
の
体
裁
が
整
い
す
ぎ
て
い
る
こ
と

な
ど
か
ら
'
両
書
は
必
ず
し
も
梅
毒
臣
の
著
作
と
は
言
い
切
れ
ず
'
彼
の
詩
人
と
し

て
の
評
価
の
高
ま
り
を
背
景
と
し
て
生
ま
れ
た
偽
託
の
書
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

が
'
郭
紹
虞
氏
の

『宋
詩
話
考
』
(中
華
書
局

一
九
七
九
年
)
で
も
こ
の
二
書
に

言
及
さ
れ
て
お
ら
ず
､
『宋
詩
話
輯
侠
』
(中
華
書
局

一
九
八
〇
年
)
に
も
こ
れ
ら

を
収
め
ら
れ
て
は
い
な
い
｡
郭
氏
も
両
書
を
梅
重
臣
の
著
作
と
す
る
こ
と
を
疑
問
と

さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡

そ
こ
で
梅
毒
臣
自
身
に
よ
る
詩
評
の
様
相
を
知
る
た
め
に
は
､
彼
自
身
の
詩
の
中

で
の
言
及
や
､
幾
つ
か
の
詩
話
に
拾
わ
れ
て
い
る
彼
自
身
の
言
葉
を
資
料
と
す
る
こ

と
が
よ
り
確
か
だ
と
思
わ
れ
る
が
､
こ
の
う
ち
詩
話
の
な
か
で
は
'
す
で
に
北
宋
中

期
の
劉
放

『中
山
詩
話
』
に
､
｢梅
聖
愈
謂
､
軍
師
魯
以
古
文
名
､
而
不
能
詩
｡
(梅

聖
愈
謂
へ
ら
-
､
ヂ
師
魯

(沫
)
は
古
文
を
以
て
名
あ
り
'
而
れ
ど
も
詩
を
能
-
せ

ず
と
｡)｣
と
い
う
記
述
を
見
る
こ
と
が
で
き
'
多
-
の
人
の
詩
評
の
対
象
と
な
っ
て

い
た
梅
重
臣
が
､
そ
の
一
方
で
他
人
の
詩
に
対
す
る
評
者
で
も
あ
り
得
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
｡

ま
た
梅
重
臣
に
わ
ざ
わ
ざ
自
作
を
示
し
て
批
評
を
求
め
る
人
物
も
あ
っ
た
ら
し
-
､

例
え
ば
陳
師
道

『後
山
詩
話
』
(同
)
に
は
､
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
｡

問
士
有
好
詩
者
､
不
用
陳
語
常
談
｡
実
技
梅
聖
愈
､
答
書
目
'
｢
子
詩
誠
工
､

但
未
能
以
故
馬
新
､
以
俗
馬
雅
爾
｡｣

間
士
に
詩
を
好
む
者
有
り
､
陳
語
常
談
を
用
ひ
ず
｡
寓
し
て
梅
聖
愈
に
投
ず
る
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湯浅陽子 梅尭臣詩の ｢平淡｣をめぐって

に
､
答
書
に
日
く
'
｢
子
の
詩
は
誠
に
工
み
な
り
､
但
だ
未
だ
能
-
故
を
以
て

新
と
為
し
'
俗
を
以
て
雅
と
篤
さ
ざ
る
の
み
｣
と
｡

言
い
古
さ
れ
た
言
葉
や
あ
り
き
た
り
の
話
を
用
い
な
い
詩
作
に
自
負
を
持
つ
人
物

が
､
詩
を
書
い
て
梅
聖
愈
に
寄
せ
た
と
こ
ろ
､
｢貴
方
の
詩
は
ま
こ
と
に
上
手
で
す

が
､
古
い
も
の
を
新
し
-
表
現
し
､
通
俗
的
な
も
の
を
高
尚
に
表
現
す
る
こ
と
が
で

き
て
い
ま
せ
ん
｣
と
い
う
返
書
を
得
た
と
い
う
｡
こ
こ
に
詩
の
評
価
者
と
し
て
登
場

す
る
梅
義
臣
は

｢以
故
鳥
新
｣
と

｢以
俗
馬
雅
｣
と
を
評
価
基
準
と
し
て
示
し
､
か

な
り
手
厳
し
い
意
見
を
述
べ
て
い
る
｡

ま
た
､
こ
れ
と
同
様
に
詩
の
批
評
者
と
し
て
の
梅
重
臣
に
つ
い
て
記
す
も
の
に
～

『韻
語
陽
秋
』
巻

一
の
次
の
葦
段
が
あ
る
｡

梅
聖
愈
早
有
詩
名
､
故
士
能
詩
者
､
往
往
寓
巻
投
郷
､
以
質
其
是
非
｡
梅
各
育

報
章
'
未
嘗
軽
許
之
也
｡
｢讃
黄
草
詩
巻
｣
則
云
'
｢鳳
風
養
雛
飛
未
高
､
難
鷲

成
季
超
終
短
｡
｣
｢讃
粛
淵
詩
巻
｣
則
云
､
｢野
椎
五
色
且
非
鳳
､
知
時
善
鳴
難

若
何
｡
｣
｢讃
孫
且
言
詩
巻
｣
則
云
'
｢
汲
井
欲
到
深
､
磨
鑑
欲
蓋
塵
｡
｣
｢讃
張

合
詩
巻
｣
則
云
､
｢讃
之
不
敢
倦
'
十
未
龍

一
暁
｡
｣
｢讃
郡
不
疑
詩
巻
｣
則
日
'

｢既
観
坐
長
歎
'
復
想
李
杜
韓
｡｣
皆
困
其
短
而
教
高
之
也
｡
東
披
喜
奨
輿
後
進
､

有

一
言
之
善
､
則
極
口
褒
賞
､
使
共
有
聞
於
世
而
後
己
｡
故
受
其
奨
者
'
亦
顔

躍
自
勉
､
柴
於
修
進
､
而
終
烏
合
器
｡
若
東
披
者
､
其
有
功
於
斯
文
哉
､
其
育

功
於
新
人
哉
｡

梅
聖
愈

早
に
詩
名
有
り
､
故
に
士
の
詩
を
能
-
す
る
者
､
往
往
に
し
て
巻
を

寓
し
て
投
榔
し
､
以
て
其
の
是
非
を
質
す
｡
梅

各
お
の
報
章
有
り
'
未
だ
普

て
軽
が
ろ
し
-
は
之
を
許
さ
ざ
る
な
り
｡
｢黄
草
の
詩
巻
を
讃
む
｣
に
則
ち
云

く
'
｢鳳
鳳

雛
を
養
ふ
も
飛
ぶ
こ
と
未
だ
高
か
ら
ず
､
難
鷲

華
を
成
す
ら

週
は
終
に
短
し
｣
と
｡
｢粛
淵
の
詩
巻
を
讃
む
｣
に
則
ち
云
-
'
｢野
雄
は
五
色

な
る
も
且
つ
鳳
に
非
ず
'
時
を
知
り
善
-
鳴
-
は
難
と
若
何
｣
と
｡
｢孫
且
言

の
詩
巻
を
讃
む
｣
に
則
ち
云
-
､
｢井
を
汲
み
て
深
さ
に
到
ら
ん
と
欲
し
､
鑑

を
磨
き
て
塵
を
壷
-
さ
ん
と
欲
す
｣
と
｡
｢張
合
の
詩
巻
を
讃
む
｣
に
則
ち
云

-
､
｢之
を
讃
む
に
散

へ
て
倦
ま
ず
､
十
に
未
だ
能
-

一
を
暁
ら
ず
｣
と
｡
｢郡

不
疑
の
詩
巻
を
讃
む
｣
に
則
ち
日
-
､
｢既
に
観
て
坐
ら
に
し
て
長
歎
し
､
復

た
李
杜
韓
を
想
ふ
｣
と
｡
皆
な
其
の
短
さ
に
因
り
て
之
を
教
詩
す
る
な
り
｡
莱

披

後
進
を
奨
輿
す
る
を
喜
び
'

一
言
の
善
有
れ
ば
'
則
ち
口
を
極
め
て
褒
質

し
､
其
の
世
に
聞
こ
ゆ
る
有
ら
し
め
て
後
に
己
む
｡
故
に
其
の
奨
を
受
-
る
者
､

亦
た
頗
躍
し
て
自
ら
勉
め
､
修
進
に
楽
し
み
､
而
し
て
終
に
令
器
と
為
る
｡
東

坂
の
若
き
者
は
'
其
れ
斯
文
に
於
い
て
功
有
る
や
'
其
れ
新
人
に
於
い
て
功
有

る
や
｡

梅
聖
愈
は
若
い
頃
か
ら
詩
人
と
し
て
著
名
だ
っ
た
の
で
'
詩
を
作
る
の
が
上
手
い

者
は
'
し
ば
し
ば
文
書
を
寄
せ
て
そ
の
善
し
悪
し
を
た
ず
ね
た
｡
そ
れ
に
対
し
て
梶

義
臣
は
そ
れ
ぞ
れ
に
返
事
の
文
章
を
書
い
た
が
､
む
や
み
に
認
め
た
り
は
し
な
か
っ

た
､
と
い
う
｡
こ
の
内
容
は
先
に
挙
げ
た

『後
山
詩
話
』
の
記
述
と
も
矛
盾
し
な
い

も
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
こ
で
は

｢讃
黄
拳
詩
巻
｣
｢讃
粛
淵
詩
巻
｣
｢讃
孫
且
言
詩
巻
｣

｢讃
張
合
詩
巻
｣
｢讃
郡
不
疑
詩
巻
｣
の
五
例
を
挙
げ
て
､
｢み
な
そ
の
短
所
に
関
わ
っ

て
作
者
を
教
え
諭
す
｣
も
の
だ
と
し
て
お
り
'
褒
め
上
手
の
蘇
輔
の
場
合
と
比
較
し

つ
つ
､
辛
口
の
批
評
家
で
あ

っ
た
と
述
べ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
詩
話
の
記
述
か
ら
知

る
こ
と
の
で
き
る
､
忌
悼
無
い
批
評
を
求
め
て
多
-
の
人
か
ら
詩
を
寄
せ
ら
れ
'
さ

ら
に
そ
れ
に
対
し
て
遠
慮
な
-
意
見
を
述
べ
て
い
る
梅
義
臣
は
'
そ
の
生
前
か
ら
詩

人
と
し
て
の
み
な
ら
ず
､
詩
の
批
評
家
と
し
て
も
認
め
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡

で
は
こ
こ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
五
首
の
詩
の
内
容
か
ら
'
梅
重
臣
が
ど
の
よ
う
な

詩
を
評
価
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
､
少
し
検
討
し
て
み
た
い
｡
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
は

か
な
り
長
編
な
の
で
､
こ
こ
で
は
そ
の
全
文
を
掲
げ
て
検
討
す
る
こ
と
は
避
け
､
特

徴
的
な

一
首
の
み
全
体
を
示
し
て
検
討
し
､
そ
の
他
に
つ
い
て
は
詩
全
体
の
内
容
杏

胃
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享 想 と が 至 な が 清 箇 を 色 変 現 六 踏
ス_

へ
｢

ヽ

｣

l

_

同 て

い

至竺蚕 態 鶏 え る
､

と 園
)

を 柳 で

窺 鳴 は

喜重義冨芸裏芸警霊芝真茎t

t

=

'

警慧軍 書慧妄雷管警
｡

が を な う 明 言 で い す 引 る く え 長 に ○
､

群 だ 優 て は
､

踏 構 か だ は は る る 用
○

時 五 く 表 五 世 れ 高 れ い
､

し 現 六 に 不 士 り 引
た し

) ､

疑 詩 最 辛 用
い た と 且 学 巻 後 殊 箇

○

も 言 く 士
､

に に 所
の い 高 の 杜 引 批 で

と
､

致 詩 挺 用 判 は

し こ に 巻 之 さ し
､

て れ 伏 を 忽 れ て 文
注 も し 讃 来 て い 宇
目 嘉

､

む
､

い る の

さ 祐 珊 に 因 る
○

噸
れ 元 ち

､

出 ｢ 序
る 年

一

社 示 讃 が
○

の 時 挺 之 郡 乱
こ 作 の 之

､

不 れ
の だ 語 忽 且 疑 意
詩 が を ち 伏 詩 味
に

､

し 来 高 巻 不
つ 梅

､

た 致
｣

明
い 尭 以 り

､

は の

て 臣 て
､

朝t
､

詩
は の 奉 因 書 正 ば

次 詩 り り -

確 か

に 作 て て 時 な り

全 の 呈 出 之 題 だ
ハ

文 理 す だ 語 を と

を 想 ご し
､

｢

､

掲 を ( て 以 讃 や

げ 端 岡 之 奉 郡 は

て 的 巻 を 呈 不 り

検 に 四 示 ( 疑 か

討 表 十 す 郡 撃 な

生 願 復 既 下 含 射 光 小 所 源 郡 瞭 誓 唯 作
死 執 想 観 馬 香 我 彩 大 得 流 南 然 身 造 詩
事 尤 李 坐

一

視 枕 若 珠 六 鷹 有 略 有 平 無

格 輿 杜 長 借 草 席 明 落 十 未 達 視 南 淡 古
壇 戟 韓 歎 観 郎 寒 月 磐 章 輝 風 端 目 難 今

生 願 復 既 馬 香 我 光 小 得 源 郡 瞭 誓 唯 詩

死 は た に よ を が 彩 大 し 流 南 然 へ だ を

く 李 観 り 含 枕 所 と ば 平 作

将 ば 杜 て 下 み 席 明 珠 の 鷹 遺 し 身 淡 る

に 尤 韓 坐 り て を 月 は 六 に 風 て に に に

壇 と を ら て 草 射 の 磐 十 末 有 視 両 造 古
に 戟 想 に

一

郎 て 若 に 章 だ り 端 目 る 今
せ と ふ し に を 寒 く 落 琴 を 有 こ 無
ん を て 借 祝 し つ き 暗 る と く

と 執 長 観 ざ る が の

す り く す る ご み

る て 歎 べ と 難
を じ し く し

事
と

せ

ん
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踏
ま
え
つ
つ
引
用
個
所
の
表
現
に
つ
い
て
の
み
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
｡

示
さ
れ
て
い
る
詩
題
に
は
幾
ら
か
異
同
や
省
略
が
あ
り
'
｢讃
黄
畢
詩
巻
｣
は
'

｢讃
黄
華
秘
校
巻
｣
(宛
陵
集
巻
四
十
五

至
和
二
年

(
一
〇
五
五
)
)
を
指
し
て
い

る
｡
こ
の
詩
で
は
'
黄
氏
の
詩
作
を
君
子
に
相
応
し
い
楽
器
で
あ
る
五
絃
琴
の
優
れ

た
演
奏
に
癒
え
て
い
る
が
､
引
用
部
分
で
は
､
黄
拳
の
詩
の
レ
ベ
ル
を
､
｢
ま
だ
高

く
は
飛
べ
な
い
鳳
風
の
雛
｣
と
表
現
し
'
遂
に
飛
ぶ
こ
と
の
な
い
鶏
や
家
鴨
の
群
れ

と
は
区
別
し
な
が
ら
も
t
よ
り

一
層
の
修
練
を
積
む
よ
う
促
し
'
そ
の

一
方
で
'
世

間
で
は
理
解
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
の
だ
と
慰
め
て
い
る
｡

ま
た

｢讃
粛
淵
詩
巻
｣
(｢答
粛
淵
少
府
巻
｣
同
巻
四
十
五

嘉
祐
元
年

(
一
〇
五

六
)
)
は
､
平
易
さ
を
特
色
と
す
る
粛
氏
の
詩
風
に
対
し
て
､
本
旨
を
細
や
か
に
表

現
す
る
と
俗
に
近
づ
-
も
の
で
あ
り
'
乗
り
物
を
疾
駆
さ
せ
る
よ
う
な
勢
い
も
長
-

変
化
に
富
ん
だ
表
現
に
は
必
要
だ
と
し
て

一
定
の
評
価
を
与
え
つ
つ
も
'
た
と
え
五

色
の
羽
色
で
あ

っ
て
も
､
野
の
雄
は
所
詮
鳳
風
で
は
な
く
'
鶏
の
よ
う
に
上
手
-
時

を
告
げ
る
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
､
そ
の
通
俗
性
に
批
判
的
な
態
度
を
示
し
て
い
る
｡

｢讃
孫
且
言
詩
巻
｣
(｢答
孫
直
言
都
官
巻
｣
同
巻
四
十
五

嘉
祐
元
年
)
の
引
用

箇
所
は
､
井
戸
の
深
み
か
ら
汲
み
上
げ
た
水
や
汚
れ
を
取
り
去

っ
た
鏡
面
が
発
す
る

清
浄
な
輝
き
を
､
古
今
を
通
じ
て
変
質
す
る
こ
と
の
な
い
も
の
と
し
て
挙
げ
て
い
る

が
'
こ
れ
は
既
に
見
た
'
離
琢
を
経
た

｢平
淡
｣
の
イ
メ
ー
ジ
に
連
な
る
も
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
ま
た
詩
中
の

｢我
言
難
至
筒
､
意
切
誰
見
親
｡
(我
が
言
は

至
簡
な
り
と
雑
も
､
意
切
な
れ
ば
誰
か
親
し
ま
れ
ん
｡
)｣
は
､
私
の
言
葉
は
簡
明
だ

が
'
そ
こ
に
含
ま
れ
る
本
意
は
切
実
だ
か
ら
'
誰
に
親
し
ま
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か

と
'
辛
口
の
批
評
家
と
し
て
の
自
覚
を
表
明
し
て
い
る
｡

｢讃
張
合
詩
巻
｣
(｢答
張
合
巻
｣
同
巻
四
十
五

嘉
祐
元
年
)
で
は
､
古
風
な
構

想

へ
の
言
及
､
謝
盛
運

｢遊
商
事
｣
(文
選
巻
二
十
二
)
の

｢
園
柳
鳴
禽
奨
｣
を
踏

ま
え
た
表
現
な
ど
が
､
張
氏
の
詩
が
六
朝
詩
に
学
ん
で
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
が
､

云

引
用
箇
所
で
は
､
文
字
の
順
序
が
乱
れ
意
味
不
明
の
詩
ば

か
り
だ
と
'
や

は
り
か
な

り
辛
殊
に
批
判
し
て
い
る
｡

最
後
に
引
用
さ
れ
て
い
る

｢讃
郡
不
疑
詩
巻
｣
は
､
正
確
な
題
を

｢讃
郡
不
疑
翠

士
詩
巻
､
杜
挺
之
忽
乗
､
因
出
示
之
'
且
伏
高
致
､
抑
書

一
時
之
語
､
以
奉
呈

(那

不
疑
学
士
の
詩
巻
を
讃
む
に
､
杜
挺
之
忽
ち
来
た
り
､
因
り
て
出
だ
し
て
之
を
示
す

に
'
且
-
高
致
に
伏
し
､
珊
ち

一
時
の
語
を
し
､
以
て
奉
り
て
ロ王
す
)
｣
(同
巻
四
十

六
)
と
言
い
､
こ
れ
も
嘉
祐
元
年
の
作
だ
が
'
梅
義
臣
の
詩
作
の
理
想
を
端
的
に
表

現
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
｡

こ
の
詩
に
つ
い
て
は
次
に
全
文
を
掲
げ
て
検
討

し
た
い
｡

作
詩
無
古
今

唯
造
平
淡
難

誓
身
有
両
目

瞭
然
暗
視
端

郡
南
有
遺
風

源
流
鷹
未
輝

所
得
六
十
章

小
大
珠
落
盤

光
彩
若
明
月

射
我
枕
席
寒

含
香
視
草
郎

下
馬

一
倍
観

既
観
坐
長
歎

復
想
李
杜
韓

願
執
尤
輿
戟

生
死
事
格
壇

詩
を
作
る
に
古
今
無
く

唯
だ
平
淡
に
造
る
こ
と
の
み
難
し

撃

へ
は
身
に
両
目
有
る
が
ご
と
-

瞭
然
と
し
て
視
端
を
略
る

郡
南

遺
風
有
り

源
流

鷹
に
末
だ
輝
き
ざ
る
べ
し

得
し
所
の
六
十
章

小
大

珠
は
磐
に
落

つ

光
彩

明
月
の
若
-

我
が
枕
席
を
射
て
寒
し

香
を
含
み
て
草
郎
を
視

馬
よ
り
下
り
て

一
に
借
観
す

既
に
観
て
坐
ら
に
し
て
長
-
歎
じ

復
た
李
杜
韓
を
想
ふ

願
は
-
ば
文
と
戟
と
を
執
り
て

生
死

将
に
壇
に
せ
ん
と
す
る
を
事
と
せ
ん



湯浅陽子 梅毒臣詩の ｢ 平淡｣ を め ぐっ て

て 文 巻 の 至 と あ 宣 う 彼 学 既 し 月 か る 愈 さ ち 詩 い 標
い 舎

｣

年 っ に る 城 ま
○

が ぶ に い の ら こ こ が ら の 作 視 と こ

先 べ 前 も よ 汲 と の 挙 に 優 は 界 し こ

人 き 章 の う み は よ げ 彼 れ 『 を て で

の 先 で で な 上 詩 う ら の た 詩 見 示 も
う 人 見 あ 清 げ 作 に れ 詩 も 』

渡 し ｢

ち と た る 浄 た の 梅 て か の 召 す
､

平

票差嘉孟棄藁警雪き重要霊毒壷芸

一
-

ヽ

を 巻 ｢ 補 臣 五
( 月

評 四 依 さ ば 六 一

に

す 十 韻 れ
､ )

○ 母
る 七 王 て そ の 五 の

琴壷妻き垂誓書寧誓夏至襲雛墓室 ･

人 子 人 な で 不 は 詩 に 贈 評
物 監 か 詩

､

少 こ 選 関 ら す こ

が の ら 評 詩
､

の
』

わ れ る れ

誓要撃蓑葦壷毒歪萱弼る て 時 梅

○

じ 拡 ○ と ら 揚 二 と
､

の ど

言不実慧去
ナ1i 頁 思 当 年 集

- わ 時 に 中
の さ

)

ら か 旅 頁 れ の こ 的
批 ら に れ な 居 の る 梅 れ に

評 に 集 て り 較 r

o

尭 だ 他
を 教 中 い 長 久 答 宋 臣 け 人
受 育 し る 期

､

張 東 の 集 の

け 機 て が 間 以 令 潤 置 中 詩
よ 関 お

､

に 詩 巻 氏 か 的 作
う で り こ な 巻

｣

『 れ に
･

と あ
､

の つ 相 詩 梅 た 詩 詩
し る 著 よ た 示 江 東 立 巻 巻
た 国 名 う の 者 で 臣 場 を を

本 に た い 幾 吸 の ち
)

韓 の て で つ 収 人 の こ

墓空言芸遠望; 吉宗孟聖 四

誓6 孟吉宗要誓書芸吉 梅
｣

○

な -

や 詩 批 が 見 詩
と 七 北 位 章 詩 文 評

､

て 評
が i 宋 置 で 話 を す 詩 き の

享_

-

: .

I
:

I≡三三
･

=

i
:
-
-≡.

-
-

二言妄
○

八 欧
､

陽 現 続 も 者 に

次
)

陽 ま 情 在 け あ と
､

墓雲望新妻重要
後 ( 詩 に す と

､ ○

立 す

半 南 評 ど る 考 そ 彼 場 る

を 陽 し の 評 え れ ら に 多

芸 示 集 た よ 価 て ら は あ く
し 巻 例 う は よ の お る の

て
一 と な

､

い 言 互 と 詩
み し 影 同 だ 説 い 同 文
よ 四 て 響 時 ろ の の 時 の

う 庫 は を 代 う う 批 に 作
○

全
､

与 に
○

ち 評
､

者
書 他 え お の を 他 た

湯浅陽子 梅義臣詩の ｢平淡｣をめぐって

こ
こ
で
も

｢平
淡
の
境
地
に
造
る
こ
と
｣
を
古
今
の
詩
作
に
普
遍
的
な
最
高
の
目

標
と
し
て
示
し
､
こ
の
境
地
を
具
備
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
､
両
目
で
見
る
よ
う
に
広

い
視
界
を
見
渡
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
て
い
る
｡
ま
た
郡
必

(字
不
疑
)
の

詩
作
は

『詩
』
召
南
の
正
統
を
継
承
す
る
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
て
お
り
､
そ
の
う

ち
の
優
れ
た
も
の
は
明
月
の
よ
う
な
怜
側
な
光
り
を
放
つ
珠
玉
に
喰
え
ら
れ
て
い
る
｡

さ
ら
に
彼
の
詩
か
ら
想
起
さ
れ
る
学
ぶ
べ
き
先
人
と
し
て
､
特
に
李
白

･
杜
甫

･
韓

愈
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
｡

こ
の
よ
う
に
梅
重
臣
に
よ
る
詩
評
の
な
か
に
お
い
て
も
､
｢平
淡
｣
の
境
地
に
至

る
こ
と
は
詩
作
の
理
想
と
し
て
高
-
掲
げ
ら
れ
､
そ
れ
は
具
体
的
に
は
井
戸
の
深
み

か
ら
汲
み
上
げ
た
水
や
汚
れ
を
取
り
去

っ
た
鏡
面
､
ま
た
宝
玉
か
ら
放
た
れ
る
'
明

月
の
よ
う
な
清
浄
な
輝
き
の
イ
メ
ー
ジ
で
示
さ
れ
て
い
る
｡
彼
は
自
分
の
批
評
が
厳

し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
が
､
こ
の
よ
う
な

｢平
淡
｣
の
境
地
は
､

既
に
前
章
で
見
た
よ
う
に
彼
自
身
の
詩
作
の
理
想
で
も
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
ま
た

学
ぶ
べ
き
先
人
と
し
て
李
白

･
杜
甫

･
韓
愈
を
並
列
し
て
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
は
'

彼
が
先
人
の
う
ち
誰
の
詩
作
に
多
く
を
学
ん
で
い
る
か
を
知
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ

う
○ま

た
'
こ
れ
ら
の
詩
の
う
ち

｢讃
黄
革
秘
校
巻
｣
が
､
九
月
に
母
の
喪
が
明
け
て

宣
城
か
ら
開
封

へ
向
か
い
､
揚
州
で
年
越
し
し
た
至
和
二
年

(
一
〇
五
五
)
の
作
で

あ
る
の
を
除
い
て
､
他
の
四
首
が
全
て
翌
嘉
祐
元
年

(
一
〇
五
六
)
の
作
で
あ
る
こ

と
に
注
意
し
た
い
｡
こ
の
年
の
初
め
に
揚
州
に
在

っ
た
梅
重
臣
は
'
そ
の
後
開
封
に

至

っ
て
趨
概

･
欧
陽
修
等
ら
の
推
薦
を
得
'
園
子
監
直
講
に
補
さ
れ
て
い
る
が
'
こ

の
年
に
は
他
に
も

｢答
宣
間
司
理
｣
(宛
陵
集
巻
四
十
五
)
･
｢依
韻
王
司
封
賓
臣
答

巻
｣
(同
巻
四
十
五
)
･
｢准
南
特
運
李
学
士
君
錫
示
巻
｣
(同
巻
四
十
七
)
･
｢還
呉
長

文
舎
人
詩
巻
｣
(同
巻
五
十

一
)
等
の
他
人
の
詩
集

･
詩
作
を
評
す
る
詩
を
制
作
し

て
い
る
｡

こ
れ
以
前
に
も
以
後
に
も
梅
重
臣
が
こ
れ
ほ
ど
集
中
的
に
他
人
の
詩
作

･
詩
巻
を

評
す
る
詩
を
制
作
し
て
い
る
時
期
は
な
-
'
こ
の
年
に
こ
れ
だ
け
集
中
的
に
詩
巻
を

贈
ら
れ
､
そ
れ
ら
を
批
評
し
て
い
る
こ
と
に
は
､
当
時
の
梅
重
臣
の
置
か
れ
た
立
場

に
関
わ
る
特
別
な
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
朱
東
潤
氏

『梅
重
臣

詩
選
』
(人
民
文
学
出
版
社

一
九
八

〇
年
)
二
百
三
貢
の

｢答
張
合
巻
｣
詩
注
で

は
こ
の
こ
と
に
関
わ

っ
て
､
｢
這

一
次
重
臣
在
揚
州
'
旅
居
較
久
､
以
詩
巻
相
示
者

不
少
'
(
こ
の
時
重
臣
は
揚
州
に
在
り
､
旅
暮
ら
し
が
か
な
り
長
期
間
に
な

っ
た
の

で
､
詩
巻
を
示
す
者
が
少
な
-
な
か

っ
た
'
)
｣
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
､
こ
の
よ
う

な
詩
評
の
詩
の
制
作
は
む
し
ろ
嘉
祐
元
年

(
一
〇
五
六
)
に
集
中
し
て
お
り
､
著
名

人
か
ら
の
推
挽
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
名
声
の
拡
大
､
さ
ら
に
教
育
機
関
で
あ
る
園

子
藍
の
教
官

へ
の
着
任
に
よ
り
'
彼
に
詩
を
投
じ
て
そ
の
批
評
を
受
け
よ
う
と
し
た

人
物
が
増
加
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

四

梅
詩
評
の
行
方

こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
､
梅
重
臣
を
初
め
と
す
る
多
-
の
詩
文
の
作
者
た

ち
の
そ
れ
ぞ
れ
が
､
詩
文
の
作
者
と
し
て
批
評
さ
れ
る
立
場
に
あ
る
と
同
時
に
'
他

の
人
の
詩
文
を
批
評
す
る
側
で
も
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
彼
ら
は
お
互
い
の
批
評
を

吸
収
し
な
が
ら
詩
文
を
制
作
し
続
け
て
い
た
の
で
あ
り
'
そ
れ
ら
の
言
説
の
う
ち
の

幾
つ
か
が
詩
文
や
詩
話
の
形
で
現
在
に
ま
で
伝
わ

っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
｡

で
は
既
に
第

一
章
で
見
た
欧
陽
情
の
梅
重
臣
詩
に
対
す
る
評
価
は
､
同
時
代
に
お

い
て
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
､
ま
た
そ
の
後
の
時
代
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え

た
の
だ
ろ
う
か
｡
北
宋
中
期
に
欧
陽
情
以
外
に
梅
重
臣
詩
評
し
た
例
と
し
て
は
'
他

に
韓
推

(
l
O
1
七

～
一
〇
九
八
)
｢覚
梅
聖
愈
詩
編
｣
(南
陽
集
巻

l

四
庫
全
書

本
)
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
次
に
そ
の
中
盤
か
ら
後
半
を
示
し
て
み
よ
う
｡

三
七
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提 安 莫 顧 要 中 哀 誓 遠 高 引 啓 垂 塩 中 乃 純 姿
耳 得 耕 惟 以 有 弾 如 思 篇 董 横 光 塩 輿 知 徳 表
馨 牙 徴 昧 心 神 蓉 巧 殊 屡 撞 抱 照 新 性 文 信 穆
其 暁 輿 者 志 淡 締 琴 未 云 景 荊 昏 詩 情 章 内 以
聴 手 宮 聴 窮 意 桐 師 終 閣 鐘 瑛 豪 華 適 作 充 秀

耳 安 徴 顧 心 中 哀 讐 遠 高 董 横 光 蛙 中 乃 純 姿
に く と る 志 に 弾 へ 思 篇 を を を 蛙 に ち 徳 表
提 ん 宮 に を 沖 ば 殊 屡 引 啓 重 た 性 知
し ぞ と 惟 以 淡 練 巧 に し き き れ り 惰 る 信 穆≡
て 牙 を だ て の 桐 み 未 ば 景 荊 て 新 と に に

其 噴 妨 昧 窮 意 よ な だ 閣 鐘 瑛 昏 詩 通 文 内 以
の の ず 者 む 有 り る 終 む を を 蒙 葦 ず 章 に て

聴 手 る の る り 登 琴 は と 撞 拒 を と の 充 秀
を を 莫 聴 を す 師 ら 云 く し 照 作 つ で

登 得 し く 要 の ず ふ ら る

せ て の む 如 も す は

ん み く
に

し

て

の 撞 石 か 表 じ

遠 く を け 出 り こ

大 力 磨 て と け こ

な を き 暗 位 の で

構 有 上 聞 置 な 韓
思 す げ を づ い 推
は る

､

を け 徳 は

極 も 棟 照 て と ま

ま の 木 ら い 通 ず

る と を す る じ 梅
と さ 受 光

○

る 轟
こ れ け に さ も 臣
ろ

､

る 喰 ら の の

が さ 横 え に
､

詩
な ら 木 ら 梅 つ を

い に を れ 勇 ま
､

と は 引
､

臣 り 彼

も そ き そ の 作 の

表 の
､

れ 新 者 秀
現 優 黄 ば 作 に で

さ れ 帝 山 の 内 た

れ た の を 詩 在 容
て 詩 五 切 は し 貌
い 篇 鐘 り

､

て の

る は の 開 明 い 内
○

終 ひ き る る に

後 結 と 荊 い 徳 充

半 し つ 山 輝 の ち

で て の の き 外 て

は も 景 玉 を 面 い

琴
､

鐘 の 投 へ る

の そ を 原 げ の 混

話 よ の 演 に 状 徴 し と に が の 名

以 き 詳
奔 る

)

室
o

董重要麦藁喜書芸亭藁重き墓垂葦暮雪軍誓書奉
天

人文論叢 (三重大学)第23号 2006

姿
表
穆
以
秀

純
徳
信
内
充

乃
知
文
章
作

中
輿
性
情
通

堤
燈
新
詩
章

重
光
照
昏
蒙

啓
横
抱
荊
瑛

引
菱
撞
景
鐘

高
篇
屡
云
閣

遠
思
殊
未
終

誓
如
巧
琴
師

哀
弾
番
線
桐

中
有
沖
淡
意

要
以
心
志
窮

顧
惟
昧
者
聴

莫
耕
徴
興
宮

安
得
牙
暁
手

提
耳
費
其
聴

ま
こと

姿
表

穆
に
以
て
秀
で

純
徳

信
に
内
に
充
つ

乃
ち
知
る

文
章
の
作
る
は

中
に
性
情
と
通
ず
と

焼
塩
た
り
新
詩
葦

光
を
垂
れ
て
昏
蒙
を
照
ら
す

横
を
啓
き
荊
環
を
指
し

蓬
を
引
き
景
鐘
を
撞
-

高
篇
屡
し
ぼ
閣
む
と
云
ふ
も

遠
思
殊
に
未
だ
終
は
ら
ず

讐

へ
ば
巧
み
な
る
琴
師
の
如
-

哀
輝

線
桐
よ
り
登
す

中
に
沖
淡
の
意
有
り

心
志
を
以
て
窮
む
る
を
要
む

顧
る
に
惟
だ
昧
者
の
聴
-
の
み
に
し
て

徴
と
宮
と
を
妨
ず
る
美
し

安
-
ん
ぞ
牙
境
の
手
を
得
て

耳
に
提
し
て
其
の
聴
を
番
せ
ん

こ
こ
で
韓
推
は
ま
ず
梅
毒
臣
の
詩
を
'
彼
の
秀
で
た
容
貌
の
内
に
充
ち
て
い
る
混

じ
り
け
の
な
い
徳
と
通
じ
る
も
の
､

つ
ま
り
作
者
に
内
在
し
て
い
る
徳
の
外
面

へ
の

表
出
と
位
置
づ
け
て
い
る
｡
さ
ら
に
梅
重
臣
の
新
作
の
詩
は
､
明
る
い
輝
き
を
投
げ

か
け
て
暗
闇
を
を
照
ら
す
光
に
喰
え
ら
れ
'
そ
れ
は
山
を
切
り
開
き
荊
山
の
玉
の
原

石
を
磨
き
上
げ
､
棟
木
を
受
け
る
横
木
を
引
き
､
黄
帝
の
五
鐘
の
ひ
と
つ
の
景
鐘
杏

撞
-
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
'
さ
ら
に
は
そ
の
優
れ
た
詩
篇
は
終
結
し
て
も
､
そ

の
遠
大
な
構
恩
は
極
ま
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
｡
後
半
で
は
琴
の

天

名
人
の
演
奏
を
誓
え
と
し
て
､
悲
し
げ
な
音
色
は
練
と
桐
と
で
構
成
さ
れ
た
形
而
下

の
物
と
し
て
の
楽
器
か
ら
費
さ
れ
る
が
'
そ
の
中
に
は
わ
だ
か
ま
り
を
も
た
な
い
心

が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
､
や
は
り
彼
の
詩
句
の
本
質
が
､
彼
の
内

に
在
る
形
を
持
た
な
い
徳
が
言
語
と
い
う
形
で
外
面
に
表
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る

と
考
え
る
点
で
'
前
半
の
考
え
方
を
継
承
し
反
復
す
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
｡
し
か

し
続
-
句
で
は
'
琴
の
名
手
が
聴
-
者
が
心
で
こ
れ
を
極
め
る
こ
と
を
求
め
て
も
'

徴
と
宮
と
を
聞
き
分
け
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
愚
か
者
が
聴
-
だ
け
だ
'
と
い
う
現

状
に
言
及
L
t
梅
毒
臣
の
詩
の
こ
の
よ
う
な
本
質
が
し
ば
し
ば
理
解
さ
れ
な
い
状
悲

に
あ
る
こ
と
を
惜
し
ん
で
い
る
｡
そ
こ
で
韓
経
は
'
ど
う
か
し
て
牙
境
の
よ
う
な
名

演
奏
を
得
て
聴
者
の
耳
に
届
け
'
彼
ら
の
聴
明
さ
を
啓
発
し
た
い
､

つ
ま
り
梅
義
臣

の
詩
が
よ
り
よ
く
紹
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
､
そ
の
本
当
の
美
点
が
理
解
さ
れ
る

よ
う
読
者
を
啓
発
し
た
い
と
述
べ
て
筆
を
潤
い
て
い
る
｡

詩
題
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
こ
の
詩
は
梅
重
臣
詩
を
閲
読
し
た
感
想
を
寄
せ
た
ち

の
で
あ
り
､
文
学
作
品
で
あ
る
詩
を
内
在
す
る
徳
の
外
面

へ
の
表
出
と
し
て
捉
え
て
､

儒
教
的
な
修
養
と
結
び
つ
け
て
示
そ
う
と
す
る
姿
勢
か
ら
は
､

一
方
で
社
交
辞
令
的

に
当
時
の
社
会
に
通
行
す
る
倫
理
の
中
で
無
難
に
褒
め
て
お
こ
う
と
す
る
態
度
を
捉

え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
へ
ま
た
そ
の

一
方
で
'
既
に
見
た

『
六

一
詩
話
』
や
い
-

つ
か
の
詩
に
表
現
さ
れ
た
欧
陽
修
の
見
地
と
は
少
し
違
う
目
で
梅
毒
臣
詩
を
捉
え
て

い
る
t
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
し
か
し
そ
れ
で
も
や
は
り

｢誓
如
巧
琴
師
'
哀
弾
番
線
桐
｡
中
有
沖
淡
意
､
要
以
心
志
窮
｡
｣
の
よ
う
な
､
｢淡
｣

の
語
あ
る
い
は
イ
メ
ー
ジ
の
使
用
に
は
'
欧
陽
傭
'
あ
る
い
は
梅
毒
臣
自
身
の
表
覗

が
影
響
を
与
え
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
｡

ま
た
こ
の
他
､
北
宋
後
期
の
魂
泰

(生
卒
年
末
詳
)
『
臨
漠
隠
居
詩
話
』
(歴
代
詩

話
本
)
に
も
次
の
よ
う
な
記
事
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡

蘇
舜
欽
以
詩
得
名
'
筆
書
亦
親
逸
､
然
其
詩
以
奔
放
豪
健
馬
主
.
梅
重
臣
亦
善
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詩
､
難
乏
高
致
'
而
平
淡
有
工
'
世
謂
之
蘇
梅
､
其
賓
輿
蘇
相
反
也
｡

蘇
舜
欽
は
詩
を
以
て
名
を
得
､
書
を
学
び
て
亦
た
親
逸
な
り
'
然
し
て
其
の
請

は
奔
放
豪
健
を
以
て
主
と
為
す
｡
梅
義
臣
は
亦
た
詩
を
善
-
L
t
高
致
に
乏
し

L
と
難
も
､
平
淡
に
し
て
工
み
有
り
'
世
に
之
を
蘇
梅
と
謂
ふ
も
､
其
の
賓
は

蘇
と
相
ひ
反
す
る
な
り
｡

魂
泰
が
梅
毒
臣
の
詩
風
を
蘇
舜
欽
の
奔
放
か
つ
豪
毅
な
詩
風
と
対
比
し
て

｢平
淡
｣

と
捉
え
て
い
る
の
は
､
や
は
り

｢水
谷
夜
行
｣
詩
等
に
示
さ
れ
た
欧
陽
情
の
詩
評
を

意
識
し
た
も
の
だ
ろ
う
｡
し
か
し
こ
こ
で
は
こ
れ
に

｢高
致
｣
､
つ
ま
り
気
高
い
趣

に
乏
し
い
と
い
う
保
留
が
付
さ
れ
て
お
り
､
そ
こ
に
魂
泰
独
自
の
見
方
を
指
摘
す
る

こ
と
も
で
き
る
｡
さ
ら
に
こ
の

『臨
渓
隠
居
詩
話
』
で
は
ま
た
､
梅
重
臣
の
詩
を
次

の
よ
う
に
も
評
し
て
い
る
｡

梅
重
臣

｢贈
朝
集
院
鄭
居
｣
詩
云
'
｢壁
隙
透
燈
光
､
離
根
分
井
口
｡｣
徐
絃
亦

有

｢喜
李
少
保
卜
鄭
｣
云
'
｢井
泉
分
地
脈
'
砧
杵
共
秋
聾
｡｣
此
句
尤
閲
遠
也
｡

梅
重
臣

｢朝
集
院
鄭
居
に
贈
る
｣
詩
に
云
-
､
｢壁
際

燈
光
を
透
か
し
'
範

根

井
口
を
分
か
つ
｣
と
｡
徐
鉱
亦
た

｢李
少
保
の
郷
を
卜
す
る
を
喜
ぶ
｣
有

り
て
云
-
､
｢井
泉

地
脈
を
分
か
ち
､
砧
杵

秋
聾
と
共
に
す
｣
と
｡
此
の

句

尤
も
聞
遠
な
り
｡

こ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る

｢贈
朝
集
院
郷
居
｣
と
い
う
題
を
持
つ
詩
は

『宛
陵
集
』

に
は
見
る
こ
と
が
で
き
ず
'
引
用
詩
句
は
文
字
に
多
少
の
異
同
は
あ
る
が
､
｢南
郷

粛
寺
丞
寄
夜
訪
別
｣
(宛
陵
集
巻
六
)
の
第
五

･
六
句

｢壁
裏
射
燈
光
'
寵
根
分
井

口
｡｣
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
詩
題
及
び
こ
の
封
句
の
直
前
に
あ
る

｢雑
言
我
巷
殊
､

正
住
君
家
後
｡
(我
が
巷
は
殊
な
れ
り
と
言
ふ
と
雄
も
､
正
に
君
が
家
の
後
に
住
ま

ふ
｡
)｣
と
い
う
詩
句
か
ら
は
'
こ
の
詩
が
背
中
合
わ
せ
に
建

っ
て
い
る
家
の
住
人
の

転
居
に
際
し
て
制
作
さ
れ
た
送
別
詩
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
'
引
用
句
は
'
壁
に

お
互
い
の
灯
火
が
射
し
'
垣
根
の
元
に
あ
る
同
じ
井
戸
を
使

っ
て
き
た
と
い
う
両
家

の
物
理
的
な
近
さ
を
表
現
し
て
い
る
が
､
そ
こ
に
は
勿
論
'

一
緒
に
日
々
を
暮
ら
し

て
き
た
心
情
的
な
親
近
感
が
投
影
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
｡
日
常
生
活
の
な
か
で
感
じ

る
穏
や
か
な
満
ち
足
り
た
気
分
を
表
現
し
た
こ
れ
ら
の
句
は
､
や
は
り

｢高
逸
｣
と

呼
ぶ
べ
き
高
踏
的
な
気
分
に
は
欠
け
る
が
､
魂
泰
は

｢聞
遠
｣
(静
か
で
奥
深
い
)

と
評
L
t
や
は
り
'
『六

一
詩
話
』
の
梅
詩
に
対
す
る

｢聞
達
古
淡
｣
の
評
を
想
わ

せ
る
｡

魂
泰
が
梅
詩
を
評
す
る

｢平
淡
｣
と

｢聞
遠
｣
と
は
相
い
似
た
状
態
を
言
う
も
の

で
あ
り
'
い
ず
れ
も
欧
陽
備
'
あ
る
い
は
梅
重
臣
自
身
に
よ
る
評
を
継
承
し
た
も
の

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
､
そ
こ
に
は
北
宋
末
期
に
お
け
る
欧
陽
修
ら
の
詩
評
の
影
響

の
大
き
さ
が
窺
わ
れ
る
が
'
こ
れ
は
同
時
に
梅
詩
に
対
す
る

｢平
淡
｣
と
い
う
評
価

が
こ
の
時
期
に
は
既
に
固
定
化
し
て
い
た
こ
と
も
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
｡

で
は
南
宋
期
以
降
の
詩
話
に
お
い
て
梅
毒
臣
詩
は
ど
の
よ
う
に
評
さ
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
｡
特
に

｢平
淡
｣
に
関
わ
る
も
の
を
挙
げ
て
お
き
た
い
｡
本
稿
で
は
既
に

幾
度
か
葛
立
方

『韻
語
陽
秋
』
の
記
事
を
引
用
し
た
が
､
こ
こ
で
は
巻

一
の
次
の
よ

う
な
記
事
を
挙
げ
て
お
き
た
い
｡

陶
潜

･
謝
眺
詩
皆
平
淡
有
思
致
､
非
後
乗
詩
人
肺
心
謝
日
鋼
琢
者
所
為
也
｡
老

杜
云
､
｢陶
謝
不
枝
梧
'
風
騒
共
推
激
｡
紫
燕
自
起
請
'
翠
駁
誰
雰
別
｡｣
是
也
｡

大
抵
欲
造
平
淡
'
嘗
白
組
麗
中
乗
､
落
其
華
芽
､
然
後
可
造
平
淡
之
境
｡
如
此

則
陶
謝
不
足
進
臭
｡
今
之
人
多
作
拙
易
語
､
而
自
以
馬
平
淡
､
識
者
未
嘗
不
絶

倒
也
｡
梅
聖
愈

｢和
妻
相
｣
詩
云
'
｢因
今
適
性
情
'
栴
欲
到
平
淡
｡
苦
詞
未

園
熟
､
利
口
劇
藻
天
｡
｣
言
到
平
淡
虚
甚
難
也
｡
所
以

｢贈
杜
挺
之
｣
詩
有

｢作
詩
無
古
今
､
欲
造
平
淡
難
｣
之
句
｡
李
白
云
'
｢清
水
出
芙
蓉
､
天
然
去
離

飾
｡
｣
平
淡
而
到
天
然
虞
'
則
善
夫
｡

陶
潜

･
謝
挑
詩
は
皆
な
平
淡
に
し
て
思
致
有
り
'
後
乗
の
詩
人
の
心
に
怖
し
目

に
粛
し
て
鋼
琢
す
る
者
の
為
す
所
に
非
ざ
る
な
り
｡
老
杜
の
云
ふ
､
｢陶
謝
は

三
九
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枝
梧
せ
ず
､
風
騒
は
推
激
を
共
に
す
｡
紫
燕

自
ら
超
詣
あ
り
､
翠
駁

誰
か

射
別
せ
ん
｡
｣
は
是
れ
な
り
｡
大
抵

平
淡
に
造
ら
ん
と
欲
せ
ば
､
首
に
自
ら

組
麗
中
よ
り
来
た
り
､
其
の
華
芽
を
落
と
す
べ
-
'
然
る
後
に
平
淡
の
境
に
造

る
べ
し
｡
此
-
の
如
け
れ
ば
則
ち
陶
謝
は
進
む
に
足
ら
ず
｡
今
の
人
は
多
-
拙

易
の
語
を
作
し
､
而
し
て
自
ら
以
て
平
淡
と
為
せ
ば
､
識
る
者
は
未
だ
嘗
て
絶

倒
せ
ざ
る
あ
ら
ざ
る
な
り
｡
梅
聖
愈

｢妻
相
に
和
す
｣
詩
に
云

へ
ら
く
､
｢
因

り
て
今

性
情
に
適
ひ
､
棺
や
平
淡
に
至
ら
ん
と
欲
す
｡
詞
の
末
だ
囲
熟
せ
ざ

る
に
苦
し
む
､
口
を
刺
す
こ
と
濠
天
よ
り
も
劇
し
｣
と
｡
平
淡
の
虞
に
到
る
の

甚
だ
難
さ
を
言
ふ
な
り
｡
所
以

｢杜
挺
之
に
贈
る
｣
詩
に

｢詩
を
作
り
て
古
今

無
-
'
平
淡
に
造
ら
ん
と
欲
し
て
難
し
｣
の
句
有
り
｡
李
白
云
へ
ら
-
､
｢清

水

芙
蓉
を
出
だ
し
'
天
然
と
し
て
離
飾
を
去
る
｣
と
｡
平
淡
に
し
て
天
然
な

る
虞
に
造
れ
ば
､
則
ち
善
し
｡

こ
の
章
段
は
特
に
詩
風
の

｢平
淡
｣
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
こ
と
で
注
目
さ
れ
る

が
､
｢
平
淡
｣
を
詩
風
の
特
色
と
す
る
作
者
と
し
て
は
陶
潜

･
謝
桃
が
挙
げ
ら
れ
て

お
り
､
そ
の
思
慮
深
さ
を
を
伴
う
平
淡
に
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
｡
さ
ら
に
そ
の

傍
証
と
し
て
杜
甫

｢夜
聴
許
十

一
詞
詩
'
愛
而
有
作
｣
詩

(杜
詩
詳
註
巻
三
)
の
表

現
を
引
用
し
て
い
る
が
､
こ
こ
に
は
南
末
期
に
お
け
る
杜
詩
に
対
す
る
評
価
の
高
さ

の
反
映
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
ま
た
章
段
の
中
盤
で

｢
た
い
て
い
平
淡
に

至
り
た
け
れ
ば
､
自
ら
華
や
か
な
表
現
か
ら
始
め
て
､
そ
の
花
の
香
気
を
落
と
す
べ

き
で
あ
り
､
そ
う
し
た
後
に
平
淡
の
境
地
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
｡
｣
と
述
べ

て
い
る
の
は
､
｢平
淡
｣
の
詩
境
が
詩
句
の
離
琢
を
通
過
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る

一
段

高
い
境
地
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
'
既
に
見
た
欧
陽
修
や
梶

重
臣
の
認
識
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡

こ
の
よ
う
に
北
宋
末
期
か
ら
南
宋
期
に
か
け
て
､
梅
重
臣
の
詩
に
対
し
て
し
ば
し

ば
行
わ
れ
る

｢平
淡
｣
の
評
は
'
遡
れ
ば
欧
陽
情

『
六

一
詩
話
』
の

｢閲
遠
古
淡
｣

U
J

｢
深
遠
閲
淡
｣
と
い
う
評
'
あ
る
い
は
梅
重
臣
白
身
が
詩
作
の
理
想
と
し
て
示
し
た

｢平
淡
｣
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
り
､
こ
れ
ら
と
は
全
-
別
の
視
点
か
ら
梅
詩
を
捉

え
る
発
想
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
困
難
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
こ
こ
に
は
北
宋
中
期

の
仁
宗
嘉
祐
年
間

(
l
〇
五
六
～
一
〇
六
三
)
か
ら
神
宗
願
寧
年
間

(
l
〇
六
八
～

一
〇
七
七
)
の
初
め
に
か
け
て
文
壇
の
領
袖
で
あ

っ
た
欧
陽
情
と
､
彼
を
中
心
と
す

る
新
し
い
詩
風
を
開
い
た
グ
ル
ー
プ
の
影
響
力
が
い
か
に
大
き
い
も
の
で
あ

っ
た
か

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

【注
】

本
稿
で
は
梅
重
臣
詩
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て

『宛
陵
先
生
集
』
(四
部
叢
刊
本
)
を
使
用
し
､

文
中
で
は

『
宛
陵
集
』
と
略
称
し
た
｡
作
品
の
制
作
年
代
は
朱
東
潤
注

『
梅
重
臣
集
編

年
校
注
』
(上
海
古
籍
出
版
社

一
九
八

〇
年
)
に
拠

っ
た
｡
ま
た
欧
陽
情
詩
の
テ
ク
ス

ト
と
し
て
は

『
居
士
集
』
(四
部
叢
刊
本
)
を
使
用
し
､
作
品
の
制
作
年
代
は
同
書
の
注

記
に
拠
っ
た
｡




