
289 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

解 

題 

  
 
 
 

 

わ
た
し
の
雑
詠
が
始
ま
っ
た
経
緯
は
、
こ
の
「
徐
山
猿
声
」
巻
の
一(

一
九
八
八
年)

の
序
に 

 
 
 
 

書
い
た
。
そ
れ
が
続
い
て
年
ご
と
に
冊
子
に
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
す
も
、
続
く
巻
に
た
ど
る
こ 

 
 
 
 

と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
九
巻
で
一
区
切
り
に
し
た
の
は
、
十
に
な
る
前
に
気
分
を
一
新
し
て
、 

 
 
 
 

ま
だ
ま
だ
わ
た
し
の
歩
み
が
続
く
と
い
う
気
分
が
し
た
か
ら
で
あ
る
。
夏
目
漱
石
は
、
漱
石
と 

 
 
 
 

い
う
号
を
二
十
歳
ご
ろ
に
つ
け
て
終
生
そ
れ
を
用
い
た
。
自
身
の
在
り
方
を
表
わ
し
て
い
て
、 

 
 
 
 

歳
を
と
っ
た
後
に
も
、
そ
れ
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
文
学
的
な
才
は
な
い
の 

 
 
 
 

に
、
わ
た
し
も
面
白
半
分
に
「
徐
山
」
と
い
う
号
を
ひ
そ
か
に
つ
け
て
、
計
算
機
の
ニ
ッ
ク
ネ 

 
 
 
 

ー
ム
に
し
て
い
た
。
『
孫
子
』
の
「
…
、
其
徐
如
林
、
…
、
不
動
如
山
」
と
い
う
有
名
な
文
か 

 
 
 
 

ら
、
文
字
を
選
ん
だ
。
風
と
火
を
秘
め
て
と
い
う
こ
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
少
し
歳
を
と
っ
た
ら
飽

き
て
き
て
、
名
の
谷
川
か
ら
連
想
す
る
水
と
い
う
語
を
つ
け
よ
う
と
考
え
た
。
春
水
は
わ
た
し

に
合
わ
な
い
と
思
う
か
ら
、
秋
水
と
い
う
こ
と
に
し
た
。
谷
川
の
秋
の
水
で
あ
る
。
幸
徳
が
そ

の
名
を
名
乗
っ
て
い
る
が
、
決
し
て
そ
の
よ
う
な
切
れ
味
を
望
ん
だ
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

漱
石
ほ
ど
の
諧
謔
と
自
己
規
定
も
な
い
。
高
杉
晋
作
が
西
行
の
向
こ
う
を
張
っ
て
東
行
と
号
し

た
ほ
ど
の
こ
と
で
も
な
い
。 

  
 
 
 

 

一
九
九
七
年
に
雑
詠
日
記
を
ま
た
新
し
く
巻
の
一
か
ら
始
め
る
に
当
た
っ
て
、
区
別
の
た
め 



290 

 

に
「
秋
水
泡
語
」
と
い
う
表
題
を
つ
け
る
こ
と
に
し
た
。
わ
た
し
の
雑
詠
は
谷
川
を
流
れ
る
水 

の
泡
の
よ
う
な
も
の
と
い
う
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
に
出
来
た
九
冊
の 

冊
子
に
名
を
つ
け
た
く
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
雑
詠
は
習
作
と
し
て
始
ま
っ
た
も
の
に
す 

ぎ
な
い
上
に
、
ま
だ
人
間
の
悩
み
を
消
せ
ず
秋
の
澄
ん
だ
水
に
も
及
ば
な
い
。
と
い
う
わ
け
で
、 

九
冊
に
な
っ
た
冊
子
の
集
ま
り
に
、
『
徐
山
猿
声
』
と
い
う
名
を
つ
け
た
。
急
い
で
つ
け
た
せ 

ば
、
「
秋
水
泡
語
」
も
そ
の
表
題
が
も
つ
可
能
性
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
。
谷
川
の
水
が
故
郷
の
海 

辺
に
流
れ
着
い
て
、
今
で
は
海
の
蝶
と
な
っ
て
ま
だ
歌
を
詠
み
、
「
海
蝶
夢
話
」
と
い
う
夢
の 

よ
う
な
話
を
語
っ
て
い
る
こ
と
は
、「
白
江
庵
雑
記
」
と
名
付
け
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
書
い
た
。 

  
 
 
 

 

三
篇
と
も
古
風
な
タ
イ
ト
ル
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
わ
た
し
の
一
般
的
な
趣
味
は
古
風
で
は 

な
い
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
名
は
体
を
表
わ
す
と
い
う
か
ら
、
新
し
く
は
な
い
の
か
も
し 

れ
な
い
。
伝
統
か
ら
離
脱
で
き
な
い
俳
句
や
短
歌
だ
け
で
は
な
く
、
文
体
も
モ
ダ
ン
で
は
な
い 

の
だ
ろ
う
。
限
界
を
知
ら
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
こ
と
ば
書
き
の
よ
う
に
、
詩
や
文
学
に
関
係
す 

る
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
わ
た
し
の
歌
を
補
強
し
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い 

う
期
待
か
ら
来
て
い
る
だ
ろ
う
。
か
な
ら
ず
し
も
文
学
だ
け
を
読
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。 

む
し
ろ
背
伸
び
し
て
、
の
ろ
い
け
れ
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
の
書
物
を
読
も
う
と
し
て
い 

る
。
歌
に
唐
突
な
こ
と
ば
が
出
て
く
る
の
は
、
そ
の
影
響
か
ら
だ
。 
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名
の
通
り
雑
多
な
う
た
を
並
べ
た
も
の
を
、
読
ん
で
く
だ
さ
る
方
が
あ
る
だ
ろ
う
か
―
と
、 

 
 
 
 

今
つ
ぶ
や
て
い
ま
す
。 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

二
〇
一
〇
年 

三
月 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

谷
川 

修 
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