
｢漢
詩
か
る
た
﹂
に
つ
い
て

吉

海

直

人

【キ
ー
ワ
ー
ド
︼
漢
詩
か
る
た
・
唐
詩
選
か
る
た
・
闘
牌
か
る
た
・
詩
か

る
た

一
︑
﹁
漢
詩
か
る
た
﹂
は
日
本
発
祥

か
つ
て
﹁
漢
詩
か
る
た
﹂
は
︑
そ
の
名
称
か
ら
受
け
る
印
象
と
し
て
︑

中
国
発
祥
の
カ
ル
タ
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
た

(か
る
た
も
同
様
)︒
そ

れ
を
補
強
す
る
か
の
よ
う
に
︑
文
禄
期
成
立
の
﹁
漢
詩
か
る
た
﹂
が
古
書

目
録
に
登
場
し
た
こ
と
も
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
誤
り
だ
っ
た
よ

う
で
あ
る
︒
そ
れ
に
し
て
も
﹁
唐
詩
選
﹂
の
五
言
絶
句
や
七
言
絶
句
を
か

る
た
に
仕
立
て
た
も
の
が
少
な
か
ら
ず
現
存
し
て
い
る
こ
と
で
︑
中
国
発

祥
説
に
は
蓋
然
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
た
︒

と
こ
ろ
が
肝
心
の
中
国
で
古
い
﹁
漢
詩
か
る
た
﹂
の
存
在
が
確
認
さ
れ

て
お
ら
ず
︑
そ
の
た
め
最
近
で
は
︑﹁
歌
か
る
た
﹂
の
成
立
以
降
に
そ
の

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
と
し
て
﹁
漢
詩
か
る
た
﹂
が
日
本
で
誕
生
し
た

と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
本
論
も
日
本
発
祥
説
の
立
場
か
ら
︑

あ
ら
た
め
て
﹁
漢
詩
か
る
た
﹂
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
︒

二
︑
出
版
目
録
の
中
の
﹁
漢
詩
か
る
た
﹂

従
来
は
﹁
漢
詩
か
る
た
﹂
に
対
す
る
関
心
が
薄
く
︑
現
物
収
集
も
精
力

的
に
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
そ
の
た
め
﹁
漢
詩
か
る
た
﹂
に
関
す
る

研
究
論
文
も
皆
無
に
等
し
い
︒
も
ち
ろ
ん
断
片
的
に
は
参
考
に
な
る
記
述

も
あ
る
の
で
︑
と
り
あ
え
ず
過
去
の
研
究
史
を
た
ど
っ
て
お
き
た
い
︒

ま
ず
は
論
文
で
は
な
い
が
︑
﹃
日
本
社
会
事
彙
三
版
﹄
(
明
治
四
〇
年
)

が
あ
げ
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
辞
書
の
類
だ
が
︑
か
る
た
の
研
究
に
は
有
益
な

記
述
が
認
め
ら
れ
る
︒
た
と
え
ば
﹁
カ
ル
タ
﹂
項
中
の
﹁
詩
が
る
た
﹂
に
︑

歌
か
る
た
は
百
人
一
首
を
通
例
と
し
︑
古
今
集
︑
源
氏
︑
伊
勢
物
語

八
九



な
ど
種
々
あ
り
て
︑
各
々
其
の
歌
を
諳
ず
る
の
便
に
︑
之
を
弄
ぶ
も

の
な
り
︒
漢
学
の
隆
盛
な
る
藩
々
に
て
は
︑
唐
詩
選
︑
三
体
詩
な
ど

を
︑
上
半
首
と
下
半
首
と
分
ち
て
記
し
︑
上
の
句
を
読
み
て
下
の
句

を
取
り
︑
又
は
下
の
句
を
読
み
て
上
の
句
を
取
る
抔な

ど

︑
勝
負
の
遊
び

を
為
す
間
に
︑
詩
を
暗
誦
す
る
の
稽
古
と
し
て
作
り
用
ひ
た
り
︒

と
出
て
い
る
︒﹁
漢
学
の
隆
盛
な
る
藩
﹂
で
﹁
詩
を
暗
誦
す
る
の
稽
古
﹂

と
し
て
作
成
さ
れ
た
と
い
う
解
説
は
参
照
に
値
す
る
︒
た
だ
し
﹁
三
体
詩

か
る
た
﹂
の
現
物
は
未
だ
見
た
こ
と
が
な
い
︒
ま
た
﹁
骨
牌
﹂
項
に
は
︑

宝
暦
四
年
の
書
籍
目
録
に
は
詩
加
留
多
・
狂
歌
か
る
た
・
俳
諧
百
韻

か
る
た
を
載
せ
て
い
る
︒
詩
カ
ル
タ
は
唐
詩
選
の
絶
句
五
十
首
を
択

ん
で
読
札
に
絵
を
添
へ
て
ゐ
る
︒
こ
れ
は
五
言
絶
句
と
七
言
絶
句
と

の
二
種
が
あ
る
︒

と
説
明
さ
れ
て
お
り
︑
宝
暦
四
年
に
は
木
版
の
絵
入
か
る
た
が
刊
行
さ
れ

て
い
た
こ
と
ま
で
記
述
さ
れ
て
い
る
︒
宝
暦
四
年
の
﹁
詩
加
留
多
﹂
は
確

認
し
て
い
な
い
が
︑
同
じ
く
﹁
骨
牌
﹂
項
に
は
︑

明
詩
か
る
た

(五
十
首
)

宝
暦
十
三
年

大
阪

も
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
﹃
享
保
以
後
大
阪
書
籍
出
版
目
録
﹄
の

﹁
宝
暦
十
三
年
十
一
月
﹂
の
と
こ
ろ
に
︑

明
詩
か
る
た

五
十
首

百
枚

作
者

後
藤
主
水

(
泉
州
堺
)

板
元

丹
波
屋
半
兵
衛

(
長
堀
心
斎
町
)

と
出
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
な
お
﹁
明
詩
か
る
た
﹂
に
つ
い
て
も
現
物

を
見
た
こ
と
は
な
い
︒

﹃
享
保
以
後
江
戸
出
版
目
録
﹄
に
は
︑
寛
延
元
年
八
月
の
と
こ
ろ
に
︑

唐
詩
訓
解
五
言
絶
句
か
る
た

壱
箱
五
拾
首

板
元

銭
屋
三
郎
兵
衛

売
出

西
村
源
六

と
︑
も
っ
と
古
い
﹁
唐
詩
選
か
る
た
﹂
の
記
録
が
あ
っ
た
︒
ま
た
明
和
三

年
に
は
︑

明
詩
絶
句
か
る
た

箱
入
上
下

百
冊

明
和

板
元

大
坂
丹
波
屋
半
兵
衛

売
出

同

利
兵
衛

と
あ
る
︒
こ
れ
は
先
の
﹁
明
詩
か
る
た
﹂
の
再
版
で
あ
ろ
う
か
︒
さ
ら
に

天
明
七
年
十
二
月
に
は
︑

唐
詩
選
か
る
た
七
言
絶
句
五
十
首

全
百
枚

天
明
七
年
未
十
二
月

板
元
売
出

小
林
新
兵
衛

｢漢
詩
か
る
た
﹂
に
つ
い
て

九
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と
出
て
い
る(0

)
が
︑
現
物
は
未
確
認
で
あ
る
︒
こ
う
い
っ
た
出
版
目
録
の
情

報
か
ら
で
も
︑﹁
漢
詩
か
る
た
﹂
の
流
通
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒

三
︑
山
口
吉
郎
兵
衛
氏
の
﹃
う
ん
す
ん
か
る
た
﹄
よ
り

山
口
吉
郎
兵
衛
氏
﹃
う
ん
す
ん
か
る
た
﹄
は
︑
か
る
た
研
究
に
は
必
要

不
可
欠
の
参
考
書
で
あ
る
︒﹁
漢
詩
か
る
た
﹂
に
つ
い
て
も
︑
参
考
に
な

る
記
述
が
出
て
い
る
︒
ま
ず
﹁
詩
カ
ル
タ
﹂
項
に
は
︑

和
歌
の
外
に
男
子
向
と
し
て
唐
詩
選
等
の
詩
集
よ
り
五
言
︑
七
言
絶

句
を
採
っ
た
﹁
詩
カ
ル
タ
﹂
が
上
は
雲
上
や
ん
ご
と
な
き
あ
た
り
よ

り
下
は
市
井
の
有
識
階
級
に
亘
っ
て
行
わ
れ
た
︒

(
120
頁
)

と
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
上
で
﹁
新
院
道
晃
御
両
吟
千
句
﹂
(寛
文
十

一
年
)
や
﹁
人
倫
訓
蒙
図
彙
﹂
(元
禄
三
年
刊
)
を
引
用
し
て
︑
近
世
前

期

(寛
文
頃
)
に
は
既
に
成
立
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て

い
る
︒

な
る
ほ
ど
︑
近
世
前
期
頃
に
高
級
な
﹁
漢
詩
か
る
た
﹂
が
工
芸
品
と
し

て
製
作
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
が
︑
そ
の
実
物
は
報
告
さ
れ
て
い
な
い
︒

そ
の
た
め
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
が
︑
少

な
く
と
も
一
般
に
広
く
流
布
し
た
の
は
江
戸
後
期
で
あ
ろ
う
︒

幸
い
﹃
う
ん
す
ん
か
る
た
﹄
に
は
︑
現
存
す
る
﹁
漢
詩
か
る
た
﹂
の
書

誌
や
図
版
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
大
変
参
考
に
な
る
︒
ま
ず
﹁
版
彫

唐
詩
選
詩
カ
ル
タ

五
十
組
﹂
と
し
て
︑

竪
八
セ
ン
チ
二
ミ
リ
︑
幅
五
セ
ン
チ
六
ミ
リ
︒
印
刷
品
︑
楷
書
二
十

五
組
︑
草
書
二
十
五
組
︑
唐
詩
選
よ
り
五
言
絶
句
五
十
首
を
採
り
︑

起
承
札
と
転
結
札
と
に
別
れ
て
い
る
︒
両
札
共
︑
表
は
素
地
白
色
︑

裏
は
薄
青
無
地
紙
︒
楷
書
は
楷
書
に
︑
草
書
は
草
書
に
合
せ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
︒
訓
点
も
印
刷
し
て
あ
る
︒
質
素
な
実
用
品
︒
(天

保
頃
)
︒

(
135
頁
)

と
︑
そ
の
書
誌
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
五
言
絶
句
の
五
十
首
か
る
た

の
よ
う
で
あ
る
︒
続
い
て
﹁
唐
詩
選
詩
カ
ル
タ

七
十
五
組
﹂
と
し
て
︑

竪
九
セ
ン
チ
︑
幅
六
セ
ン
チ
三
ミ
リ
︒
唐
詩
選
中
の
五
言
絶
句
七
十

五
首
を
起
承
札
︑
転
結
札
と
に
分
け
︑
楷
書
で
正
し
く
書
い
て
あ
る

が
︑
詩
題
︑
作
者
名
は
入
っ
て
い
な
い
︒
両
札
共
︑
表
は
素
地
白
紙
︑

裏
は
黒
地
更
紗
模
様
の
千
代
紙
張
に
な
っ
て
い
る
︒
質
素
な
実
用
品

で
あ
る
︒
(
天
保
頃
)
︒

(
152
頁
)

と
解
説
さ
れ
て
い
る
︒
こ
ち
ら
は
五
言
絶
句
七
十
五
組
の
か
る
た
の
よ
う

で
あ
る
︒
と
も
に
成
立
を
﹁
天
保
頃
﹂
と
し
て
い
る
が
︑
そ
の
根
拠
は
示

さ
れ
て
い
な
い
︒

さ
ら
に
別
の
と
こ
ろ
に
﹁
唐
詩
選
か
る
た
﹂
と
し
て
︑

｢漢
詩
か
る
た
﹂
に
つ
い
て

九
一



唐
詩
選
の
五
言
絶
句
の
詩
を
七
十
二
首
選
ん
で
︑
一
二
句
に
は
文
人

画
の
之
に
因
ん
だ
図
柄
を
描
き
︑
三
四
句
は
文
字
ば
か
り
の
も
の
で
︑

書
風
は
真
書
で
中
々
よ
く
︑
版
本
で
あ
る
︒
嵩
山
堂
か
ら
梓
行
し
た

こ
と
は
中
の
包
紙
の
意
匠
で
明
で
あ
る
︒
(井
出
熊
次
郎
氏
蔵
)

(
152
頁
)

と
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
全
七
十
二
組
で
あ
る
ら
し
い
が
︑
読
札
に

絵
が
入
っ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る

(図
版
も
あ
り
)︒
し
か
も
こ
こ
に

は
﹁
嵩
山
堂
か
ら
梓
行
し
た
こ
と
は
中
の
包
紙
の
意
匠
で
明
で
あ
る
﹂
と

あ
り
︑
か
る
た
の
包
み
紙
に
よ
っ
て
板
元
を
割
り
出
し
て
い
る
点
が
注
目

さ
れ
る
︒

四
︑
藩
校
に
お
け
る
﹁
唐
詩
選
か
る
た
﹂
の
活
用

こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
﹁
嵩
山
堂
﹂
と
は
︑
江
戸
の
嵩
山
房
須
原
屋

(小
林
)
新
兵
衛
の
こ
と
で
あ
る
︒
板
元
の
小
林
新
兵
衛
は
︑
享
保
九
年

に
服
部
南
郭
訓
点
の
﹃
唐
詩
選
﹄
の
版
本
を
出
版
し
て
い
る
の
だ
が
︑
そ

れ
が
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
と
な
り
︑
近
世
後
期
に
お
け
る
唐
詩
選
の
ブ
ー
ム
ま

で
巻
き
起
こ
し
て
い
る
︒
そ
の
た
め
再
版
の
み
な
ら
ず
︑
注
釈
書
や
国
字

解
な
ど
の
類
書
を
次
々
と
出
版
し
て
当
た
り
を
取
っ
て
い
る
︒

天
明
七
年
十
二
月
の
﹁
唐
詩
選
か
る
た
﹂
(七
言
絶
句
五
十
首
)
刊
行

に
し
て
も
︑
ほ
ぼ
同
時
期
に
絵
入
り
の
﹃
唐
詩
選
画
本
﹄
(天
明
八
年
刊
)

を
刊
行
し
て
お
り
︑
ほ
ぼ
連
動
し
て
の
売
り
出
し
と
思
わ
れ
る
︒
絵
入
本

の
出
版
と
い
う
の
は
︑
読
者
が
よ
り
大
衆
化
・
通
俗
化
し
て
い
る
こ
と
を

示
す
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
先
の
﹃
日
本
社
会
事
彙
三
版
﹄
に
﹁
漢

学
の
隆
盛
な
る
藩
々
に
て
は
︑︿
中
略
﹀
詩
を
暗
誦
す
る
の
稽
古
と
し
て

作
り
用
ひ
た
り
﹂
と
あ
る
こ
と
や
︑﹃
う
ん
す
ん
か
る
た
﹄
に
﹁
上
は
雲

上
や
ん
ご
と
な
き
あ
た
り
よ
り
下
は
市
井
の
有
識
階
級
に
亘
っ
て
行
わ
れ

た
﹂
と
あ
る
こ
と
に
も
通
底
し
て
い
る
︒
﹁
唐
詩
選
か
る
た
﹂
は
学
習
用

の
遊
戯
具
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒

近
世
後
期
に
お
い
て
︑﹁
唐
詩
選
﹂
が
藩
校
の
テ
キ
ス
ト
に
採
用
さ
れ

た
こ
と
も
︑
﹁
唐
詩
選
﹂
ブ
ー
ム
の
要
因
の
一
つ
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
れ

に
関
し
て
﹃
会
津
若
松
市
史
﹄
上
巻

(昭
和
十
六
年
)
の
﹁
第
五
節

歌

留
多
﹂
の
中
に
︑

戊
辰
前
藩
士
間
に
は
詩
か
る
た
と
称
し
︑
唐
詩
選
の
五
言
起
承
二
句

を
楷
書
に
て
記
せ
し
も
の
あ
り
し
が
今
は
廃
れ
た
り
︒

(
911
頁
)

と
あ
る
こ
と
も
参
考
に
な
る
︒
こ
れ
は
会
津
藩
特
有
の
﹁
板
か
る
た
﹂
の

説
明
文
の
一
部
だ
が
︑
百
人
一
首
が
女
子
用
の
か
る
た
で
あ
る
の
に
対
し

て
︑﹁
唐
詩
選
か
る
た
﹂
は
男
子

(
藩
士
の
子
息
)
用
と
︑
男
女
に
よ
る

か
る
た
の
使
い
分
け
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る(2

)
︒
こ
れ
は
松
平
定

｢漢
詩
か
る
た
﹂
に
つ
い
て

九
二



信
が
寛
政
の
改
革
を
施
行
し
た
際
︑
藩
士
の
子
弟
に
﹁
唐
詩
選
か
る
た
﹂

を
奨
励
し
た
こ
と
を
発
端
と
す
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
信
憑
性

は
わ
か
ら
な
い
︒

た
だ
し
末
尾
に
﹁
今
は
廃
れ
た
り
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
現
在
の
会
津
若

松
市
で
は
﹁
板
か
る
た
﹂
も
﹁
漢
詩
か
る
た
﹂
も
ま
っ
た
く
行
わ
れ
て
い

な
い
︒
と
こ
ろ
が
﹁
板
か
る
た
は
﹂
そ
の
後
北
海
道
に
渡
り
︑﹁
下
の
句

か
る
た
﹂
と
し
て
現
在
も
盛
ん
に
遊
ば
れ
て
い
る
︒
一
方
の
﹁
漢
詩
か
る

た
﹂
に
し
て
も
︑
三
重
県
桑
名
市
の
鎮
国
守
国
神
社
に
お
い
て
︑
現
在
ま

で
か
ろ
う
じ
て
継
承
さ
れ
て
い
る
︒

三
重
県
桑
名
市
は
︑
文
政
六
年

(一
八
二
三
年
)
に
白
河
藩
主
で
あ
っ

た
松
平
定
永
が
所
領
替
え
で
移
っ
て
き
て
お
り
︑
そ
の
際
に
藩
校
﹁
立
教

館
﹂
で
行
わ
れ
て
い
た
﹁
唐
詩
選
か
る
た
﹂
が
そ
の
ま
ま
桑
名
に
も
将
来

さ
れ
た
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒
日
本
に
お
い
て
唯
一
﹁
漢
詩
か
る

た
﹂
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
︑
妥
当
な
説
明
か
と
思
わ
れ

る
︒な

お
現
在
行
わ
れ
て
い
る
桑
名
市
の
﹁
漢
詩
か
る
た
﹂
は
︑
材
質
は
板

製
で
は
な
く
紙
製
で
あ
り
︑
七
十
四
組
百
四
十
八
枚
揃
い
の
﹁
唐
詩
選
か

る
た
﹂
で
あ
る
︒
別
名
﹁
け
ん
か
か
る
た
﹂
と
称
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑

壮
絶
な
奪
い
合
い
が
﹁
か
る
た
取
り
﹂
の
醍
醐
味
と
な
っ
て
い
る
と
の
こ

と
で
︑
そ
の
点
も
会
津
の
﹁
板
か
る
た
﹂
の
伝
統
を
継
承
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
︒

残
念
な
こ
と
に
板
製
の
﹁
漢
詩
か
る
た
﹂
は
ほ
と
ん
ど
伝
わ
っ
て
い
な

い
︒
私
の
手
元
に
あ
る
の
は
︑
七
言
絶
句
百
六
十
五
組

(
三
百
三
十
枚
)

と
い
う
も
の
で
あ
る
が
︑
板
を
薄
く
し
た
高
級
品
で
あ
り
︑
現
在
の
厚
く

て
丈
夫
な
板
か
る
た
と
は
仕
様
が
異
な
っ
て
い
る
︒
も
っ
と
も
百
人
一
首

の
板
か
る
た
に
し
て
も
︑
滴
翠
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
な
ど
︑

や
は
り
薄
板
の
高
級
品
で
あ
る
︒

五
︑
現
存
す
る
﹁
漢
詩
か
る
た
﹂

紙
製
肉
筆
の
﹁
漢
詩
か
る
た
﹂
は
︑
現
在
も
桑
名
市
で
遊
ば
れ
て
い
る
︒

そ
の
他
︑
江
戸
・
明
治
時
代
の
も
の
も
か
な
り
の
数
が
現
存
し
て
い
る
︒

古
書
目
録
に
掲
載
さ
れ
た
も
の

(私
が
目
を
通
し
た
も
の
)
だ
け
で
も
︑

｢闘
牌
カ
ル
タ
﹂
(
七
十
四
組
百
四
十
八
枚
)

｢漢
詩
か
る
た
﹂
(
三
百
三
十
枚
)

｢漢
詩
か
る
た
﹂
(
三
百
四
十
八
枚
)

｢唐
詩
選
か
る
た
﹂
(
百
五
十
九
枚
)

｢漢
詩
か
る
た
﹂
(
文
政
六
年
︑
七
十
三
枚
揃
)

｢漢
詩
カ
ル
タ
﹂
(
五
言
絶
句
七
十
四
首
︑
七
言
絶
句
百
六
十
五
首
)

｢漢
詩
か
る
た
﹂
に
つ
い
て

九
三



｢唐
詩
選
カ
ル
タ
五
七
言
絶
句
﹂
(手
写
)

｢唐
詩
品
彙
詩
骨
牌
﹂
(八
十
三
枚
揃
)

｢唐
詩
五
絶
か
る
た
﹂
(百
四
十
八
枚
)

｢唐
詩
か
る
た
﹂
(一
組
︑
山
内
香
雪
書
︑
佐
竹
永
海
画
)

｢唐
賢
詩
賦
か
る
た
﹂
(江
戸
後
期
︑
七
言
絶
句
︑
百
枚
揃
)

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
ま
た
山
口
泰
彦
氏
﹃
最
後
の
読
み
カ
ル
タ
﹄
に
は
︑

﹁
詩
歌
留
多
﹂
(天
保
十
二
年
作
︑
三
百
四
十
枚
)
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

私
も
﹁
漢
詩
か
る
た
﹂
の
こ
と
が
気
に
な
っ
た
の
で
︑
数
年
か
け
て
収

集
し
て
み
た
︒
ま
だ
全
貌
を
解
明
す
る
に
は
程
遠
い
が
︑
取
り
あ
え
ず
手

元
に
あ
る
十
二
種
を
以
下
に
紹
介
し
て
お
く
︒

①

｢

唐
詩
選
か
る
た
﹂

全
七
十
四
組
揃
い
︒
唐
詩
選
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
五
言
絶
句
七
十
四
首

を
木
版
か
る
た
に
仕
立
て
た
も
の
︒
上
の
句
絵
入
り
︒
上
の
句
に
は
題
・

作
者
・
漢
詩
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
下
の
句
に
は
転
結
句

(三
︑
四
句
)
が

記
さ
れ
て
い
る
︒
表
白
紙
︑
裏
貼
薄
青
紙
︒
表
に
は
朱
で
一
か
ら
七
十
四

ま
で
の
漢
数
字
が
付
け
ら
れ
て
い
る
︒
か
る
た
の
寸
法
は
︑
タ
テ
8.1
セ
ン

チ×

ヨ
コ
5.5
セ
ン
チ
︒
木
箱
入
り
︒
箱
の
蓋
に
﹁
詩
加
留
多
五
言
﹂
と
墨

書
さ
れ
て
い
る
︒
か
る
た
を
包
ん
で
い
る
和
紙
に
は
﹁
唐
詩
選
加
留
多
﹂

﹁
五
言
絶
句

崇
山
房
﹂
と
朱

で
印
刷
さ
れ
て
お
り
︑
小
林

新
兵
衛
刊
行
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
︒
﹃
う
ん
す
ん
か
る

た
﹄
に
あ
る
﹁
唐
詩
選
か
る

た
﹂
と
同
一
と
思
わ
れ
る
が
︑

枚
数
が
異
な
っ
て
い
る
︒
本
来

は
七
十
四
組
揃
い
で
あ
ろ
う
︒

｢漢
詩
か
る
た
﹂
に
つ
い
て

九
四

図版 1 木版絵入五言絶句かるた

図版 1-2 かるたの包紙



②

｢

唐
詩
選
か
る
た
﹂

全
四
十
八
組
︒
五
言
絶

句
︒
木
版
絵
な
し
︒
半
分

に
分
け
楷
書
と
草
書
で
書

き
分
け
て
い
る
︒
上
の
句

に
は
題
・
作
者
・
漢
詩
が

記
さ
れ
て
い
る
︒
下
の
句

に

は

転

結

句

(三
︑
四

句
)
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

表
白
紙
︑
裏
貼
青
紙
︒
か

る
た
の
寸
法
は
︑
タ
テ
8.2

セ
ン
チ×

ヨ
コ
5.3
セ
ン
チ
︒

木
箱
入
り
︒
箱
の
蓋
に

﹁
詩
骨
牌

カ

ル

タ

壱
箱
﹂
と
書
か

れ
た
紙
が
貼
ら
れ
て
い
る
︒

﹃
う
ん
す
ん
か
る
た
﹄
に

あ
る
﹁
版
彫
唐
詩
選
詩
カ

ル
タ

五
十
組
﹂
と
同
一

と
思
わ
れ
る
が
︑
枚
数
が

異
な
っ
て
い
る
︒
本
来
は
五
十
組
揃
い
で
あ
ろ
う
か
︒

③

｢

板
製
唐
詩
選
七
言
絶
句
か
る
た
﹂

全
百
六
十
五
組
揃
い
︒
唐
詩
選
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
七
言
絶
句
全
百
六

十
五
首
を
薄
い
板
か
る
た
に
仕
立
て
た
も
の
︒
手
書
き
︒
上
の
句
の
表
に

は
起
承
句

(一
︑
二
句
)
が
書
か
れ
︑
裏
に
は
題
・
作
者
と
左
上
に
漢
数

字
が
書
か
れ
て
い
る
︒
下
の
句
に
は
転
結
句

(三
︑
四
句
)
が
書
か
れ
︑

裏
に
は
左
上
に
漢
数
字
が
書
か
れ
て
い
る
︒
か
る
た
の
寸
法
は
︑
タ
テ
9.7

セ
ン
チ×

ヨ
コ
6.5
セ
ン
チ
と
や
や
大
き
め
で
あ
る
︒
厚
さ
は
約
1.5
ミ
リ
︒

木
箱
入
り
︒
蓋
に
は
﹁
漢
詩
か
る
た
﹂
と
墨
書
さ
れ
た
題
簽
が
貼
ら
れ
て

い
る
︒
成
立
は
幕
末
頃
か
︒
板
製
の
漢
詩
か
る
た
は
比
較
的
珍
し
い
︒

④

｢

七
言
絶
句
漢
詩
か
る
た
﹂

全
百
十
五
組
︒
上
の
句
に
は
題
・
作
者
・
漢
詩
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
下

の
句
に
は
漢
詩
の
転
結
句

(
三
︑
四
句
)
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
表
白
紙
︑

裏
貼
茶
紙
︒
手
書
き
︒
か
る
た
の
寸
法
は
タ
テ
7.3
セ
ン
チ×

ヨ
コ
4.8
セ
ン

チ
︒
木
箱
入
り
︒
蓋
の
裏
に
﹁
天
保
十
一
年
庚
子
三
月
十
六
日
／
於
十
軒

店
求
之
／
田
嶋
為
貞
﹂
と
い
う
筆
書
き
が
あ
り
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
所
有
者

の
名
前
と
購
入
年
月
日
が
わ
か
る
︒

｢漢
詩
か
る
た
﹂
に
つ
い
て

九
五

図版 2 木版五言絶句かるた



⑤

｢

七
言
絶
句
漢
詩
か

る
た
﹂

全
三
百
六
十
枚
︒
他
に

予
備
の
白
紙
札
四
枚
付
き
︒

箱
な
し
︒
上
の
句
に
は
起

承
句

(一
︑
二
句
)
が
記

さ
れ
て
い
る
︒
下
の
句
に

は
漢
詩
の
転
結
句

(三
︑

四
句
)
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

上
の
句
札
の
中
に
は
朱
で

転
結
句
を
書
き
込
ん
だ
も

の
も
あ
る
︒
原
則
と
し
て

上
の
句
は
二
行
書
き
︑
下

の
句
は
三
行
書
き
だ
が
︑

二
行
書
き
の
中
に
下
の
句

も
含
ま
れ
て
い
る
︒
楷
書

体
と
草
書
体
が
混
ざ
っ
て

い
る
︒
表
白
紙
だ
が
柿
渋

を
塗
っ
た
茶
色
い
札
も
交

｢漢
詩
か
る
た
﹂
に
つ
い
て

九
六

図版 3 板製唐詩選七言絶句かるた表・裏

図版 4 七言絶句漢詩かるた



じ
っ
て
い
る
︑
裏
貼
青
紙
︒
裏
金
紙
に
雷
紋
入
り
︒
手
書
き
︒

か
る
た
の
寸
法
は
タ
テ
6.6
セ
ン
チ×

ヨ
コ
4.4
セ
ン
チ
︒
虫
損
あ

り
︒
本
来
の
枚
数
不
明
︒

⑥

｢

七
言
絶
句
漢
詩
か
る
た

(

下
の
句
の
み
)

﹂

下
の
句
の
み
百
四
十
一
枚

(不
揃
い
)︒
上
の
句
欠
︒
箱
な

し
︒
下
の
句
に
は
漢
詩
の
転
結
句

(三
︑
四
句
)
が
記
さ
れ
て

い
る
︒
表
白
紙
︑
裏
貼
茶
紙
︒
手
書
き
︒
か
る
た
の
寸
法
は
タ

テ
6.9
セ
ン
チ×

ヨ
コ
4.7
セ
ン
チ
︒
天
保
十
一
年
の
漢
詩
か
る
た

と
ほ
ぼ
同
様
の
作
り
︒

⑦

｢

七
言
絶
句
漢
詩
か
る
た
﹂

上
の
句
七
十
八
枚
︑
下
の
句
八
十
一
枚

(不
揃
い
)︒
木
箱

入
り
︒
蓋
の
上
に
は
﹁
唐
詩
選
か
る

た
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
︒
上
の
句
に

は
題
・
漢
詩
の
起
承
句

(一
︑
二
句
)

が
記
さ
れ
て
お
り
︑
起
句
の
後
に
朱

点
が
施
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
裏
に
は

下
の
句
の
転
句

(三
句
)
が
書
き
入

れ
ら
れ
て
い
る
︒
下
の
句
に
は
漢
詩

の
転
結
句

(
三
︑
四
句
)
が
記
さ
れ

て
い
る
︒
表
白
紙
︑
裏
貼
茶
紙
︒
か

る
た
の
寸
法
は
タ
テ
8.4
セ
ン
チ×

ヨ

｢漢
詩
か
る
た
﹂
に
つ
い
て

九
七

図版 4-2 かるたはこの書

き付け

図版 5 七言絶句漢詩かるた

図版 6 七言絶句漢詩かるた(下の

句のみ)



コ
5.4
セ
ン
チ
︒

⑧

｢

七
言
絶
句
漢
詩
か
る

た
﹂

上
の
句
四
十
八
枚
︑
下

の
句
四
十
九
枚

(不
揃
い
)
︒

箱

な

し
︒
上

の

句

に

は

題
・
作
者
・
漢
詩
が
記
さ

れ
て
い
る
︒
下
の
句
に
は

漢
詩
の
転
結
句

(
三
︑
四

句
)
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

表
白
紙
に
青
の
雲
入
り
︒

裏
貼
金
紙
に
雷
紋
入
り
︒

手
書
き
︒
や
や
高
級
な
仕

上
げ
︒
か
る
た
の
寸
法
は

タ
テ
8.0
セ
ン
チ×

ヨ
コ
5.5

セ
ン
チ
︒
本
来
の
枚
数
不

明
︒

｢漢
詩
か
る
た
﹂
に
つ
い
て

九
八

図版 7 七言絶句漢詩かるた 表・裏

図版 8 七言絶句漢詩かるた



⑨

｢

五
言
絶
句
漢
詩
か
る
た
﹂

七
十
四
組
揃
い
︒﹁
唐
詩
選
﹂
の
五
言
絶
句
を
か
る
た
に
仕
立
て

た
も
の
︒
手
書
き
︒
上
の
句
に
は
題
・
作
者
・
漢
詩
が
記
さ
れ
て

い
る
︒
下
の
句
に
は
漢
詩
の
転
結
句

(三
︑
四
句
)
が
記
さ
れ
て

い
る
︒
表
白
紙
︑
裏
貼
紺
紙
︒
木
箱
有
り
︒
蓋
に
は
﹁
百
人
一
首

五
言
絶
句
﹂
と
あ
る
︒
上
段
に
漢
詩
か
る
た
︑
下
段
に
百
人
一
首

を
収
納
︒
か
る
た
の
寸
法
は
タ
テ
7.8
セ
ン
チ×

ヨ
コ
6.2
セ
ン
チ
で

や
や
横
幅
が
広
い
︒

⑩

｢

五
言
絶
句
漢
詩
か
る
た
﹂

七
十
四
組
揃
い
︒﹁
唐
詩
選
﹂
の
五
言
絶
句
を
か
る
た
に
仕
立
て

た
も
の
︒
手
書
き
︒
上
の
句
に
は
起
承
句

(一
︑
二
句
)
が
記
さ

れ
て
い
る
︒
下
の
句
に
は
転
結
句

(三
︑
四
句
)
が
記
さ
れ
て
い

る
︒
表
白
紙
︑
裏
貼
薄
茶
紙
で
板
目
模
様
入
り
︒
別
に
﹁
上
の
句
﹂

﹁
下
の
句
﹂
と
書
か
れ
た
札
あ
り
︒
木
箱
有
り
︒
蓋
に
は
﹁
五
言
絶

句
﹂
と
あ
る
︒
か
る
た
の
寸
法
は
タ
テ
7.2
セ
ン
チ×

ヨ
コ
5.5
セ
ン

チ
で
や
や
横
幅
が
広
い
︒

｢漢
詩
か
る
た
﹂
に
つ
い
て

九
九

図版 9 五言絶句漢詩かるた
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⑪

｢

五
言
絶
句
漢
詩
か
る
た
﹂

上
の
句
七
十
三
枚

(一
枚
欠
)︑
下
の
句
七
十
四
枚
︒﹁
唐
詩

選
﹂
の
五
言
絶
句
を
か
る
た
に
仕
立
て
た
も
の
︒
手
書
き
︒
上

の
句
に
は
起
承
句

(一
︑
二
句
)
が
記
さ
れ
︑
そ
の
外
側
に
転

結
句

(三
︑
四
句
)
が
朱
で
記
さ
れ
て
い
る
︒
下
の
句
に
は
転

結
句

(三
︑
四
句
)
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
表
白
紙
︑
裏
貼
り
は

上
の
句
が
水
色
︑
下
の
句
が
茶
色

(植
物
模
様
入
り
)
と
色
分

け
さ
れ
て
い
る
︒
木
箱
入
り
︒
か
る
た
の
寸
法
は
タ
テ
7.7
セ
ン

チ×

ヨ
コ
5.3
セ
ン
チ
︒
虫
損
あ
り
︒

⑫

｢

五
言
絶
句
漢
詩
か
る
た
﹂

七
十
四
組
揃
い
︒﹁
唐
詩
選
﹂
の
五
言
絶
句
を
か
る
た
に
仕
立

て
た
も
の
︒
手
書
き
︒
上
の
句
に
は
起
承
句

(一
︑
二
句
)
が

記
さ
れ
て
い
る
︒
下
の
句
に
は
漢
詩
の
転
結
句

(三
︑
四
句
)

が
記
さ
れ
て
い
る
︒
表
白
紙
︑
裏
貼
青
紙
︒
紙
箱
有
り
︒
蓋
の

裏
に
﹁
貞
清
﹂
と
書
い
た
紙
が
貼
ら
れ
て
お
り
︑
こ
れ
が
か
る

た
の
筆
者
名
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
か
る
た
の
左
下
に
は
印
が
押

さ
れ
て
い
る
︒
か
る
た
の
寸
法
は
タ
テ
6.4
セ
ン
チ×

ヨ
コ
4.5
セ

ン
チ
︒
虫
損
あ
り
︒

｢漢
詩
か
る
た
﹂
に
つ
い
て

一
〇
〇

図版 11 五言絶句漢詩かるた
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六
︑
﹁
漢
詩
か
る
た
﹂
の
行
方

こ
う
し
て
み
る
と
漢
詩
か
る
た
は
︑
近
世
後
期
に
藩
校
で
唐
詩
選
が
流

行
し
た
の
を
受
け
︑
小
林
新
兵
衛
に
よ
る
木
版
漢
詩
か
る
た
の
製
品
化
が

行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る

(教
育
玩
具
)︒
か
る
た
の
素
材
と
し
て
は
板
製

と
紙
製
の
二
種
が
あ
り
︑
ま
た
製
法
と
し
て
は
肉
筆
と
木
版
が
あ
る
︒
木

版
に
は
絵
入
り
と
絵
な
し
が
あ
る
︒
か
る
た
に
記
さ
れ
て
い
る
漢
詩
は
唐

詩
選
が
ほ
と
ん
ど
だ
が
︑
歌
か
る
た
と
違
っ
て
五
言
と
七
言
の
二
種
に
分

け
ら
れ
る
︒
枚
数
は
不
特
定
な
が
ら
︑
七
言
は
百
六
十
五
組
︑
五
言
は
七

十
四
組
を
基
本
と
す
る
︒
今
後
の
資
料
発
掘
に
よ
っ
て
︑
い
ず
れ
全
貌
が

解
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒

こ
れ
ま
で
﹁
漢
詩
か
る
た
﹂
で
遊
ば
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た

が
︑
最
近
は
漢
詩
の
見
直
し

(再
評
価
)
が
行
わ
れ
る
中
︑
新
た
な
る

﹁
漢
詩
か
る
た
﹂
も
登
場
し
て
い
る
︒
そ
の
一
つ
が
大
富
部
睦
子
等
に
よ

る
﹁
対
句
漢
詩
か
る
た
﹂
(憧
憬
社
)
で
あ
る
︒
ま
た
佐
賀
県
多
久
市
で

も
﹁
漢
詩
か
る
た
﹂
(佐
賀
県
漢
詩
連
盟
)
を
編
纂
し
て
い
る
︒

ま
た
中
国
で
も
唐
詩
選
が
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
︑
そ
の
た
め

日
本
の
﹁
漢
詩
か
る
た
﹂
が
中
国
に
逆
輸
入
さ
れ
て
い
る
と
い
う
話
を
耳

に
し
て
い
る
︒
今
後
ど
の
よ
う
に
展
開
・
発
展
す
る
の
か
わ
か
ら
な
い
が
︑

日
中
の
文
化
交
流
と
合
わ
せ
て
︑
教
育
玩
具
と
し
て
の
﹁
漢
詩
か
る
た
﹂

の
広
が
り
を
期
待
し
た
い
︒

〔注
︺

(1
)
吉
海
直
人
﹁
﹁
か
る
た
﹂
資
料
と
し
て
の
出
版
目
録
﹂
同
志
社
女
子
大

学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
6
・
二
〇
〇
六
年
三
月
に
は
︑
﹁
明
詩
か

る
た

(五
十
詩
)﹂
(
明
和
三
年
二
月
刊
)
・﹁
唐
詩
選
か
る
た

(
七
言
絶

句
五
十
首
)
﹂
(天
明
七
年
十
二
月
刊
)
が
採
録
さ
れ
て
い
る
︒

(2
)
｢
板
か
る
た
﹂
に
関
し
て
は
︑
吉
海
直
人
﹁
板
か
る
た
の
歴
史

︱
︱

会
津
発
祥
説
の
検
討
︱
︱
﹂
同
志
社
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
25
・

二
〇
一
三
年
六
月
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
︒

(追
記
)

大
牟
田
市
の
三
池
か
る
た
記
念
館
・
資
料
館
に
︑
漢
詩
か
る
た
が
九
点
も
所

蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
絵
入
の
板
か

る
た
は
大
変
珍
し
い
も
の
で
あ
る
︒
詳
細
は
今
後
の
課
題
と
し
て
︑
取
り
あ

え
ず
略
目
録
だ
け
記
し
て
お
き
た
い
︒

①

五
絶
漢
詩
板
か
る
た

肉
筆

江
戸
末
期

下
の
句
絵
入
り

上
の

句
の
裏
に
題
・
作
者
名
お
よ
び
下
の
句
あ
り

②

闘
牌

(
五
絶
漢
詩
か
る
た
)

肉
筆

箱
に
﹁
闘
牌
﹂
と
あ
り

裏
張
︑

上
の
句
紺
色
・
下
の
句
茶
色

｢漢
詩
か
る
た
﹂
に
つ
い
て

一
〇
一



③

五
絶
漢
詩
か
る
た

肉
筆

裏
張
︑
銀
緑
色

④

五
絶
漢
詩
か
る
た

肉
筆

裏
張
︑
薄
青
色

⑤

五
絶
漢
詩
か
る
た

肉
筆

題
・
作
者
名
な
し

裏
張
︑
茶
色

⑥

五
絶
漢
詩
か
る
た

木
版

裏
張
︑
薄
青
色

⑦

七
絶
漢
詩
か
る
た

肉
筆

上
の
句
に
漢
詩
全
部
が
書
か
れ
て
い
る

裏
張
︑
茶
色

⑧

七
絶
漢
詩
か
る
た

肉
筆

細
長
札

裏
張
︑
上
の
句
黄
色
・
下
の

句
紺
色

⑨

七
絶
句
唐
詩
骨
牌

木
版

裏
張
︑
薄
青
色

箱
に
﹁
七
絶
句
/唐
詩

骨
牌
/服
部
氏
﹂
と
あ
る

＊
本
稿
は
二
〇
一
四
年
度
同
志
社
女
子
大
学
研
究
助
成
金

(個
人
研
究
)
の

成
果
の
一
部
で
あ
る
︒

｢漢
詩
か
る
た
﹂
に
つ
い
て

一
〇
二


