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蘇
軾
詩
注
解
（
二
十
一
）

山　

本　

和　

義

蔡　
　
　
　
　

毅

中　
　
　

裕　

史

中　
　
　

純　

子

原　

田　

直　

枝

西　

岡　
　
　

淳

（
南
山
読
蘇
会
）

中
国
宋
代
の
詩
人
蘇
軾
の
以
下
の
作
品
に
つ
い
て
注
解
を
施
す
。
括
弧
内
の
数
字
は
東
北
大
学
中
国
文
学
研
究
室
作
成
『
蘇
東
坡

詩
作
品
表
』
に
よ
る
通
し
番
号
。

陳
伯
修
察
院
が
闕
に
赴
く
を
送
る
（
一
八
五
五
）

張
嘉
父
長
官
を
送
る
（
一
八
五
六
）

軾　

潁
州
に
在
り
し
と
き
、
趙
徳
麟
と
同
に
西
湖
を
治
す
。
未
だ
成
ら
ず
し
て
揚
州
に
改
め
ら
る
。
三
月
十
六
日
、
湖
成
る
。
徳

麟　

詩
有
り
て
懐
わ
る
。
其
の
韻
に
次
す
（
一
八
五
七
）
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徳
麟
が
西
湖
新
た
に
成
り
て
懐
わ
る
る
絶
句
に
次
韻
す
（
一
八
五
八
）

再
び
徳
麟
が
「
新
た
に
西
湖
を
開
く
」
に
次
韻
す
（
一
八
五
九
）

官
に
到
り
て
倦
を
病
み
、未
だ
嘗
て
客
を
会
せ
ず
。
毛
正
仲　

茶
を
恵
む
。
乃
ち
端
午
を
以
て
石
塔
に
小
集
し
、戯
れ
に
一
詩
を
作
っ

て
謝
を
為
す
（
一
八
六
〇
）

晁
无
咎
学
士
が
相
迎
う
る
に
次
韻
す
（
一
八
八
二
）

一
八
五
五
（
施
三
二
―
五
）

送
陳
伯
修
察
院
赴
闕

陳ち
ん

伯は
く

修
し
ゆ
う

察さ
つ

院い
ん

が
闕け

つ

に
赴

お
も
む

く
を
送お

く

る

1　

裕
陵
固
天
縱　
　
　

裕ゆ
う

陵り
よ
うは

固
ま
こ
と

に
天て

ん

縦
し
よ
う

2　

筆
有
雲　

姿　
　
　

筆ふ
で

に
雲う

ん

漢か
ん

の
姿

す
が
た

有あ

り

3　

嘗
重
連
山
象　
　
　

嘗か
つ

て
連れ

ん

山ざ
ん

の
象

し
よ
う

を
重か

さ

ね

4　

不
數
秋
風
辭　
　
　

「
秋

し
ゆ
う

風ふ
う

の
辞じ

」
を
数か

ぞ

え
ず

5　

龍　

與
虎
變　
　
　

龍
り
ゆ
う

騰と
う

と
虎こ

変へ
ん

と

6　

貍
豹
復
何
施　
　
　

貍り

豹ひ
よ
う

　

復ま

た
何な

ん

ぞ
施

ほ
ど
こ

さ
ん

7　

我
窮
眞
有
數　
　
　

我わ

が
窮

き
ゆ
う　

真
ま
こ
と

に
数す

う

有あ

り

8　

字
乃
見
知　
　
　

文も
ん

字じ　

乃
す
な
わ

ち
知し

ら
る

9　

聞
君
射
策
日　
　
　

聞き

く　

君き
み　

射し
や

策さ
く

の
日ひ

10　

妙
語
發
疇
咨　
　
　

妙
み
よ
う

語ご　

疇
ち
ゆ
う

咨し

を
発は

つ

す
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11　

一
日
喧
萬
口　
　
　

一い
ち

日じ
つ　

万ば
ん

口こ
う

に
喧

か
ま
び
すし

く

12　

驚
倒
同
舍
兒　
　
　

同ど
う

舎し
や

の
児じ

を
驚

き
よ
う

倒と
う

せ
し
む

13　

豈
知
二
十
年　
　
　

豈あ

に
知し

ら
ん
や　

二に

十
じ
ゆ
う

年ね
ん

14　

道
路
猶
遲
遲　
　
　

道ど
う

路ろ　

猶な

お
遅ち

遅ち

た
る
を

15　

苦
言
如
藥
石　
　
　

苦く

言げ
ん

は
薬や

く

石せ
き

の
如ご

と

し

16　

瞑
眩
終
見
思　
　
　

瞑め
ん

眩げ
ん

し
て
終つ

い

に
思お

も

わ
る

17　

屈
伸
反
覆
手　
　
　

屈く
つ

伸し
ん

は
反は

ん

覆ぷ
く

の
手て

18　

獨
於
君
可
疑　
　
　

独ひ
と

り
君き

み

に
於お

い

て
疑

う
た
が

う
可べ

け
ん
や

19　

四
門
方
穆
穆　
　
　

四し

門も
ん　

方ま
さ

に
穆ぼ

く

穆ぼ
く

た
り

20　

行
矣
及
此
時　
　
　

行ゆ

け　

此こ

の
時と

き

に
及お

よ

べ

元
祐
七
年
（
一
〇
九
二
）、
五
十
七
歳
の
作
。
知
揚
州
と
し
て
揚
州
に
あ
っ
た
。

○
陳
伯
修　

陳ち
ん

師し

錫せ
き

の
こ
と
。
伯
修
は
そ
の
字
。
建
州
建
陽
（
福
建
省
）
の
人
。
煕
寧
年
間
に
進
士
に
登
第
し
、
知
臨
安
県
か
ら
監
察
御

史
に
転
じ
た
。
元
祐
の
初
め
に
蘇
軾
に
推
挙
さ
れ
て
秘
書
省
校
書
郎
と
な
り
、
後
に
殿
中
侍
御
史
、
知
潁
州
な
ど
を
経
た
が
、
い
わ
ゆ
る

元
祐
党
人
と
さ
れ
て
官
を
削
ら
れ
、
六
十
九
歳
で
卒
し
た
。『
宋
史
』
巻
三
四
六
に
伝
が
あ
る
。
○
察
院　

監
察
御
史
の
別
称
。
も
と
は

唐
の
監
察
御
史
の
官
署
の
こ
と
（『
新
唐
書
』
百
官
志
三
）。
○
赴
闕　

陳
師
錫
が
都
に
赴
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
続
資
治
通
鑑
長
編
』

元
祐
七
年
六
月
戊
寅
の
条
に
、「
左
奉
議
郎
陳
師
錫
を
ば
校
書
郎
と
為
す
」
と
の
記
述
が
み
え
る
。

1
○
裕
陵　

宋
・
神
宗
の
陵
墓
の
名
で
、
神
宗
を
さ
す
。『
宋
史
』
神
宗
紀
三
に
「（
元
豊
八
年
）
十
月
乙
酉
、
永
裕
陵
に
葬
ら
る
」（
宋

朝
の
帝
陵
の
名
は
い
ず
れ
も
「
永
」
の
字
を
冠
す
る
）
と
あ
る
。
○
天
縦　

天
が
許
し
て
、
ほ
し
い
ま
ま
に
さ
せ
る
こ
と
。『
論
語
』
子

罕
篇
に
「
固

ま
こ
と

に
天　

之
を
縦ほ

し

い
ま
ま
に
し
将

ほ
と
ん

ど
聖
に
し
て
、
又
た
多
能
な
り
」
と
あ
り
、
朱
子
の
集
注
に
「
縦
は
猶
お
肆
の
ご
と
し
、
限
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量
を
為
さ
ざ
る
を
言
う
な
り
」
と
い
う
。
2
○
筆
有
一
句　

雲
漢
は
、
天
の
川
の
こ
と
。『
詩
経
』
大
雅
「
棫よ

く

樸ぼ
く

」
に
、「
倬た

く

た
る
彼
の
雲

漢
、
章
を
天
に
為な

す
」
と
あ
り
、
毛
伝
に
「
倬
は
、
大
な
り
。
雲
漢
は
、
天
河
な
り
」、　

箋
に
「
雲
漢
の
天
に
在
る
や
、
其
れ
文
章
を

為
す
、
譬
え
ば
猶
お
天
子
の
法
度
を
天
下
に
為
す
が
ご
と
し
」
と
あ
る
。
3
○
嘗
重
一
句　

連
山
は
、
夏
の
時
代
の
易
の
名
。『
周
礼
』

春
官
宗
伯
「
大
卜
」
に
、「
三
易
の
法
を
掌
る
。
一
を
連
山
と
曰
い
、
二
を
帰
蔵
と
曰
い
、
三
を
周
易
と
曰
う
」
と
あ
る
。『
周
易
正
義
』

巻
一
「
三
代
の
易
名
を
論
ず
」
に
引

じ
よ
う

く　

玄げ
ん

『
易
賛
』
及
び
『
易
論
』
に
、「
夏
は
連
山
と
曰
い
、商
は
帰
蔵
と
曰
い
、周
は
周
易
と
曰
う
」

と
あ
る
。
象
は
、
易
の
爻こ

う

ま
た
は
卦か

の
解
釈
。
一
句
は
、
神
宗
が
連
山
易
の
爻
・
卦
を
重
ね
た
、
す
な
わ
ち
易
筮
を
よ
く
行
な
っ
た
こ
と

を
い
う
。
4
○
秋
風
辞
「
秋
風
起
こ
っ
て
白
雲
飛
び
、草
木
黄
落
し
て　

雁　

南
に
帰
る
」
に
始
ま
る
、漢
・
武
帝
の
「
秋
風
の
辞
」（『
文

選
』
巻
四
五
）
の
こ
と
。
馮
応
榴
は
、「
三
・
四
の
両
句
は
、
神
宗
の
経
義
を
以
て
士
を
取
り
、
詩
賦
を
罷
む
る
を
言
う
な
り
」
と
い
う
。

5
○
龍
騰
一
句　

龍
騰
は
、
龍
が
お
ど
り
あ
が
る
こ
と
。
文
章
や
筆
勢
に
勢
い
の
あ
る
さ
ま
。
盧
照
鄰
「
五
悲
」
の
「
才
難
を
悲
し
む
」

文
（『
幽
憂
子
集
』
巻
四
）
に
、「
高
談
す
れ
ば
則
ち
龍
騰
豹
変
し
、
筆
を
下
せ
ば
則
ち
煙
飛
霧
凝
す
」
と
あ
る
。
虎
変
は
、
虎
が
毛
を
抜

け
か
わ
ら
せ
て
美
し
く
な
る
よ
う
に
鮮
や
か
で
あ
る
こ
と
。『
周
易
』
革
卦
（
九
五
）
の
象
伝
に
「
大
人
虎
変
す
、其
の
文
炳へ

い

た
る
な
り
」

と
あ
る
。
一
句
は
神
宗
の
学
問
お
よ
び
人
格
を
高
く
評
価
す
る
。
6
○
貍
豹
一
句　

貍
は
、
ネ
コ
。
揚
雄
『
法
言
』
吾
子
篇
に
「
聖
人
は

虎
別
す
（
別
は
変
に
同
じ
）、
其
の
文
炳へ

い

た
る
な
り
。
君
子
は
豹
別
す
、
其
の
文
蔚う

つ

た
る
な
り
。
弁
人
は
貍
別
す
、
其
の
文
萃す

い

た
る
な
り
」

と
あ
り
、
虎
の
下
位
に
豹
と
貍
が
置
か
れ
る
。
一
韓
智

は
、「
サ
テ
、
神
宗
ノ
其
ノ
文
章
ハ
、
龍
ノ
如
（
ク
）
ニ
騰
リ
、
虎
ノ
如
（
ク
）

ニ
変
ジ
テ
、文
章
ニ
ヲ
イ
テ
自
由
三
昧
ニ
シ
テ
、変
化
無
窮
ニ
シ
テ
妙
ナ
ル
程
ニ
、其
ノ
御
前
デ
ハ
、比
興
ナ
人
ノ
才
ノ
貍
豹
ノ
如
キ
者
ハ
、

其
ノ
才
藝
ヲ
施
ス
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ゾ
」（『
四
河
入
海
』
巻
二
二
の
二
）
と
記
す
。
7 

8
○
我
窮
・
文
字
二
句　

元
豊
二
年
（
一
〇
七
九
）、

蘇
軾
は
朝
政
誹
謗
の
罪
に
問
わ
れ
て
御
史
台
の
獄
に
下
り
、
黄
州
に
流
謫
さ
れ
る
が
、
神
宗
が
崩
じ
て
後
に
名
誉
を
回
復
さ
れ
、
知
登
州

を
経
て
朝
に
召
さ
れ
た
。
元
祐
三
年
（
一
〇
八
八
）、
翰
林
学
士
の
任
に
在
っ
た
蘇
軾
は
宣
仁
太
后
と
相
対
し
、
先
帝
神
宗
が
蘇
軾
の
文

章
を
読
む
ご
と
に
、「
奇
才
な
り
、
奇
才
な
り
」
と
感
嘆
し
な
が
ら
も
、
登
用
に
は
及
ば
な
か
っ
た
こ
と
を
知
る
（『
宋
史
』
蘇
軾
伝
）。

二
句
は
、
窮
地
に
立
つ
運
命
に
あ
っ
た
蘇
軾
だ
が
、
そ
の
際
に
も
彼
の
文
章
は
天
子
に
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
い
う
。
9 

10
○
聞
君
・
妙

語
二
句　

射
策
は
、
漢
代
の
官
吏
登
用
試
験
の
一
つ
で
、
問
題
を
書
い
た
竹
の
札
（
策
）
を
伏
せ
お
き
、
受
験
者
に
選
ば
せ
て
解
答
さ
せ
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た
も
の
。「
御
容
を
写
せ
る
妙
善
師
に
贈
る
」
詩
の
注
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
四
冊
三
八
六
頁
）
を
参
照
。
こ
こ
で
は
陳
師
錫
が
殿
試
を
受

験
し
た
こ
と
を
さ
す
。『
宋
史
』
陳
師
錫
伝
に
「
煕
寧
中
、
太
学
に
游
び
、
俊
声
有
り
。
神
宗
其
の
材さ

い

を
知
る
。
廷
試
に
及
び
、
名
を
奏

し
て
甲
乙
の
間
に
在
り
。
帝
偶
た
ま
其
の
文
を
閲
し
、屢
し
ば
読
ん
で
屢
し
ば
嘆
賞
し
、侍
臣
を
顧
み
て
曰
く
、「
此
れ
必
ず
陳
師
錫
な
り
」

と
。
封
を
啓
け
ば
果
た
し
て
然
り
、
擢
ん
で
て
第
三
と
為
す
」
と
あ
る
。
妙
語
は
、
詩
文
の
す
ぐ
れ
た
こ
と
ば
。『
蘇
軾
詩
注
解
（
五
）』

に
収
め
る
作
品
番
号
一
六
四
九
の
詩
の
注
を
参
照
。
疇
咨
は
、
た
ず
ね
求
め
る
こ
と
。
も
と
は
堯
が
人
物
を
登
用
せ
ん
と
し
て
発
し
た
こ

と
ば
。『
尚
書
』
堯
典
に
、「
疇た

れ

か
咨あ

あ

、
時こ

れ

を
若

と
と
の

え
ん
、
登と

う

庸よ
う

せ
ん
」（
登
庸
は
登
用
に
同
じ
）
と
あ
る
。
12
○
同
舎
児　

陳
師
錫
と
同
時

に
登
第
し
た
若
者
た
ち
の
こ
と
。
15
○
苦
言　

聞
き
づ
ら
い
が
役
に
立
つ
諫
め
の
こ
と
ば
。
忠
言
。『
史
記
』
商
君
伝
に
、「
貌
言
は
華
な

り
、
至
言
は
実
な
り
、
苦
言
は
薬
な
り
、
甘
言
は
疾
な
り
」
と
あ
る
。
○
薬
石　

薬
と
石
ば
り
。
病
の
治
療
に
用
い
る
こ
と
か
ら
、
人
の

身
の
た
め
に
な
る
言
葉
や
教
訓
を
も
意
味
す
る
。『
春
秋
左
氏
伝
』
襄
公
二
十
三
年
に
「
季
孫
の
我
を
愛
せ
る
は
、
疾し

つ
ち
ん

な
り
。
孟
孫
の

我
を
悪に

く

み
し
は
、
薬
石
な
り
」
と
あ
る
。
16
○
瞑
眩　

目
が
眩
む
。
特
に
、
薬
が
き
つ
く
て
苦
し
む
こ
と
を
い
う
。『
尚
書
』
説
命
上
に
、

「
薬

く
す
り

瞑
眩
な
ら
ず
ん
ば
、
厥そ

の
疾

や
ま
い

癒
え
ざ
る
が
若ご

と

し
」
と
あ
り
、
孔
伝
に
、「
薬
を
服
す
る
に
、
必
ず
瞑
眩
の
極
に
し
て
、
其
の
病

や
ま
い

乃
ち
除

く
が
如
し
」
と
い
う
。
17
○
屈
伸　

か
が
む
こ
と
と
伸
び
る
こ
と
。「
屈
信
」
と
も
表
記
す
る
。『
周
易
』
繫
辞
下
伝
に
「
尺せ

つ

蠖か
く

の
屈
す
る

は
、
以
て
信の

び
ん
こ
と
を
求
む
る
な
り
」
と
あ
る
。
○
反
覆
手　

手
の
ひ
ら
を
か
え
す
。
き
わ
め
て
た
や
す
い
こ
と
。
ま
た
、
簡
単
に
起

こ
る
こ
と
。『
史
記
』
陸
賈
伝
に
、「
一い

ち

偏へ
ん

将し
よ
うを

し
て
十
万
の
衆
を
将ひ

き

い
て
越
に
臨
ま
し
め
ば
、則
ち
越　

王
を
殺
し
て
漢
に
降
ら
ん
こ
と
、

手
を
反
覆
す
る
が
如
き
な
ら
ん
の
み
」
と
あ
る
。
19
○
四
門
一
句　

四
門
は
、
四
方
の
門
。
穆
穆
は
、
徳
が
あ
っ
て
う
る
わ
し
い
さ
ま
。

『
尚
書
』
舜
典
に
、「
四
門
に
賓
し
て
、
四
門　

穆
穆
た
り
」
と
あ
る
。
一
句
は
、
今
ま
さ
に
天
子
が
四
方
か
ら
都
に
賢
者
を
招
い
て
い
る

こ
と
を
い
う
。

　

永
裕
陵
に
い
ま
す
帝

み
か
ど

は
ま
こ
と
に
天
の
許
し
た
お
方
、
筆
を
揮
え
ば
天
に
か
か
る
天
の
川
の
如
き
文
章
が
成
っ
た
。
か
つ
て
は

古
き
世
に
成
っ
た
易
の
道
に
も
よ
く
通
じ
て
お
ら
れ
、
漢
の
武
帝
の
「
秋
風
の
辞
」
な
ど
物
の
数
と
は
な
さ
ら
な
か
っ
た
。
龍
の

お
ど
り
あ
が
る
勢
い
と
、
虎
の
紋
様
の
美
し
さ
と
を
兼
ね
そ
な
え
た
そ
の
文
章
を
前
に
し
て
は
、
豹
や
猫
の
凡
才
ご
と
き
は
揮
う
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も
お
こ
が
ま
し
い
と
い
う
も
の
。

　

そ
も
そ
も
私
の
困
窮
は
ま
こ
と
に
定
め
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
が
、
我
が
文
章
だ
け
は
帝
の
お
目
に
と
ま
っ
て
い
た
。
聞
け
ば
あ

な
た
が
策
問
に
応
ぜ
ら
れ
た
と
き
に
も
、
見
事
な
答
案
に
帝
が
「
あ
あ
、
こ
の
者
こ
そ
」
と
口
を
開
か
れ
、
そ
れ
が
一
日
に
し
て

無
数
の
人
々
に
喧
伝
さ
れ
て
、
同
期
の
書
生
た
ち
を
驚
倒
さ
せ
た
と
か
。

　

そ
の
あ
な
た
が
、
よ
も
や
二
十
年
を
経
た
い
ま
に
な
っ
て
も
、
な
お
道
の
り
を
歩
む
こ
と
遅
々
と
し
て
お
ら
れ
よ
う
と
は
思
い

も
し
な
か
っ
た
。
き
び
し
い
言
葉
は
よ
く
効
く
薬
に
似
て
、
は
じ
め
こ
そ
目
が
眩
ん
で
も
最
後
に
は
あ
り
が
た
が
ら
れ
る
も
の
。

世
に
「
尺
取
り
虫
は
人
の
常
」
と
は
い
う
け
れ
ど
、
あ
な
た
の
場
合
だ
っ
て
間
違
い
な
く
そ
う
な
の
だ
。
都
で
四
方
の
門
を
開
い

て
美
徳
あ
る
者
を
招
い
て
い
る
今
こ
そ
、
行
き
た
ま
え
。
こ
の
時
を
の
が
さ
ぬ
よ
う
に
。

一
八
五
六
（
施
三
二
―
六
）

送
張
嘉
父
長
官

張
ち
よ
う

嘉か

父ほ

長
ち
よ
う

官か
ん

を
送お

く

る

1　

都
城
昔
傾
蓋　
　
　

都と

城じ
よ
う

　

昔
む
か
し　

蓋が
い

を
傾

か
た
む

け

2　

駿
馬
初
服
　
　
　

駿
し
ゆ
ん

馬ば　

初は
じ

め
て

な
が
え

に
服つ

く

3　

再
見
江
湖
間　
　
　

再
ふ
た
た

び
江こ

う

湖こ

の
間か

ん

に
見み

れ
ば

4　

秋
鷹
已
離
鞲　
　
　

秋
し
ゆ
う

鷹よ
う　

已す
で

に
鞲こ

う

を
離は

な

る

5　

於
今
三
會
合　
　
　

今い
ま

に
於お

い

て
三み

た
び
会か

い

合ご
う

し

6　

每
進
不
少
留　
　
　

進す
す

む
毎ご

と

に
少す

こ

し
き
も
留と

ど

ま
ら
ず
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7　

豫　

既
可
識　
　
　

豫よ

章し
よ
う

　

既す
で

に
識し

ら
る
可べ

し

8　

瑚
璉
誰
當
收　
　
　

瑚こ

璉れ
ん　

誰た
れ

か
当ま

さ

に
収お

さ

む
べ
き

9　

微
官
有
民
社　
　
　

微び

官か
ん　

民み
ん

社し
や

有あ

り

10　

妙　

無
鷄
牛　
　
　

妙
み
よ
う

割か
つ　

鶏け
い

牛
ぎ
ゆ
う

無な

し

11　

歸
來
我
益
敬　
　
　

帰か
え

り
来き

た
ら
ば
我わ

れ
益ま

す

ま
す
敬け

い

せ
ん

12　

器
博
用
自
周　
　
　

器
う
つ
わ　

博ひ
ろ

く
し
て　

用よ
う　

自
お
の
ず
から

周
あ
ま
ね

し

13　

百
年
子
初
筵　
　
　

百
ひ
や
く

年ね
ん　

子し

は
初し

よ

筵え
ん

14　

我
已
迫
旅
酬　
　
　

我わ

れ
已す

で

に
旅り

よ

酬し
ゆ
うに

迫せ
ま

る

15　

但
當
寄
苦
語　
　
　

但た

だ
当ま

さ

に
苦く

語ご

を
寄よ

せ
て

16　

高
節
貫
白
頭　
　
　

高こ
う

節せ
つ　

白は
く

頭と
う

を
貫

つ
ら
ぬ

か
し
む
べ
し

元
祐
七
年
（
一
〇
九
二
）、
五
十
七
歳
の
作
。

○
張
嘉
父　

張
大だ

い

亨こ
う

の
こ
と
。
嘉
父
は
そ
の
字
。
湖
州
（
浙
江
省
）
の
人
。
元
豊
八
年
（
一
〇
八
五
）
の
進
士
で
、
太
学
博
士
、
司
勲
員

外
郎
を
経
て
直
秘
閣
に
至
っ
た
。
春
秋
の
学
を
修
め
、『
春
秋
通
訓
』『
五
礼
例
宗
』
の
著
が
あ
る
（『
直
斎
書
録
解
題
』
巻
三
）。『
春
秋
』

に
つ
い
て
蘇
軾
に
問
う
た
こ
と
が
、
書
簡
「
張
嘉
父
に
与
う　

七
首
」（『
蘇
軾
文
集
』
巻
五
三
）
の
「
そ
の
七
」
に
み
え
る
。
○
長
官　

官
吏
の
汎
称
。
大
岳
周
崇
の
引
く
王
注
（
趙
次
公
）
は
、こ
の
と
き
張
大
亨
は
県
令
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
す
る
（『
四
河
入
海
』
巻
二
二
の
二
）。

1
○
都
城
一
句　

都
城
は
、
首
都
開
封
の
こ
と
。
傾
蓋
は
、
初
め
て
出
会
い
親
し
く
語
り
合
う
こ
と
。
孔
子
と
程
子
が
車
の
ほ
ろ
0

0

を
傾
け

て
親
し
く
語
り
合
っ
た
故
事
。「
邵
同
年
が
戯
れ
に
賈
収
秀
才
に
贈
る
に
和
す
」
詩
の
注
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
二
冊
四
二
五
頁
）
を
参
照
。

2
○
駿
馬
一
句　

は
、
車
の
な
が
え

0

0

0

。
大
車
の
な
が
え
を
轅
、
小
車
の
そ
れ
は

と
称
す
る
。
服
は
馬
が
車
に
就つ

く
こ
と
。
蘇
軾
が
張

大
亨
に
初
め
て
出
会
っ
た
と
き
、
駿
馬
が
初
め
て
車
を
走
ら
せ
る
べ
く

に
就
く
よ
う
に
、
若
き
張
大
亨
が
才
能
を
あ
ら
わ
し
は
じ
め
て
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い
た
こ
と
を
い
う
。
3 

4
○
再
見
・
秋
鷹
二
句　

鞲
は
、
鷹
狩
り
の
と
き
、
鷹
を
と
ま
ら
せ
る
た
め
腕
に
装
着
す
る
皮
製
の
こ
て
0

0

。
ゆ
ご

て
。
鮑
照
「
東
武
吟
」（『
文
選
』
巻
二
八
）
に
、「
昔
は
鞲こ

う

上じ
よ
うの

鷹
の
如
き
も
、
今
は
檻か

ん

中ち
ゆ
うの

猨さ
る

（
猿
）
に
似
た
り
」
と
あ
る
。
二
人
が

再
び
ま
み
え
た
の
は
、
元
豊
八
年
、
黄
州
流
謫
を
経
た
蘇
軾
が
、
知
登
州
に
任
ぜ
ら
れ
て
任
地
に
赴
く
途
上
、
泗
州
に
お
い
て
で
あ
る
（
孔

凡
礼
『
蘇
軾
年
譜
』
中
冊
六
八
八
頁
）。
二
句
は
、
こ
の
時
す
で
に
張
大
亨
が
そ
の
才
能
を
十
分
に
発
揮
し
て
い
た
こ
と
を
い
う
。
5 

6

○
於
今
・
毎
進
二
句　

こ
れ
ま
で
三
た
び
顔
を
合
わ
せ
た
が
、
そ
の
つ
ど
張
大
亨
に
進
境
が
あ
っ
た
こ
と
を
い
う
。
前
掲
の
書
簡
「
張
嘉

父
に
与
う　

七
首
」
の
「
そ
の
一
」
に
、「
都
下　

紛
紛
と
し
て
、
款
奉
を
遂
げ
ず
、
別
後　

思
念
す
る
こ
と
深
し
」
と
あ
り
、
ま
た
「
汝

陰
（
潁
州
）
は
僻
陋
」
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
孔
凡
礼
は
こ
の
書
簡
が
元
祐
七
年
に
潁
州
で
書
か
れ
た
も
の
と
推
定
す
る
。
そ
し
て
、

蘇
軾
が
潁
州
に
赴
く
そ
の
前
年
、
元
祐
六
年
に
二
人
は
都
で
三
度
目
の
対
面
を
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
今
回
は
通
算
し
て
四
度
目
の
対
面

だ
と
す
る
（『
蘇
軾
年
譜
』
下
冊
九
八
四
頁
、
一
〇
三
九
頁
）。
7
○
豫
章　

ク
ス
ノ
キ
の
類
。
豫
樟
と
も
表
記
す
る
。『
春
秋
左
氏
伝
』

哀
公
十
六
年
に
「
豫
章
を
抉ぬ

き
て
以
て
人
を
殺
し
て
、
而し

か

る
後
に
死
す
」
と
あ
り
、
杜
預
の
注
に
「
豫
章
は
、
大
木
な
り
」
と
あ
る
。
ま

た
、『
淮
南
子
』
修
務
訓
に
、「

べ
ん

柟な
ん

・
豫
章
の
生
ず
る
や
、
七
年
に
し
て
後
に
知
る
。
故
に
以
て
棺
舟
を
為つ

く

る
可
し
」
と
あ
る
。
長
い
年

月
を
経
て
成
長
す
る
大
木
で
、
良
質
の
木
材
と
な
る
。
こ
こ
で
は
張
大
亨
が
逸
材
で
あ
る
こ
と
を
喩
え
る
。
8
○
瑚
璉　

祭
器
の
名
。
宗

廟
に
供
え
る
穀
物
を
盛
る
器
で
、
張
大
亨
が
重
要
な
務
め
を
担
う
に
足
る
人
材
で
あ
る
こ
と
を
喩
え
る
。『
論
語
』
公
冶
長
篇
に
、「
子
貢

（
名
は
賜
）　

問
う
て
曰
く
、「
賜
や
何
如
」
と
。
子
曰
く
、「
女

な
ん
じ

は
器

う
つ
わ

な
り
」
と
。
曰
く
、「
何
の
器
ぞ
や
」
と
。
曰
く
、「
瑚
璉
な
り
」
と
」

と
あ
る
。
9
○
微
官
一
句　

微
官
は
、
等
級
の
低
い
官
職
。「
張
安
道
が
「
杜
詩
を
読
む
」
に
次
韻
す
」
詩
の
注
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
二

冊
七
九
頁
）
を
参
照
。
民
社
は
、
人
民
と
社し

や

稷し
よ
く（

守
り
祭
る
べ
き
土
地
と
神
）。『
論
語
』
先
進
篇
に
、「
民
人
有
り
、
社
稷
有
り
、
何
ぞ

必
ず
し
も
書
を
読
み
て
然
る
後
に
学
ぶ
と
為
さ
ん
」
と
あ
る
。
10
○
妙
割
一
句　

『
論
語
』
陽
貨
篇
に
、「
子　

武
城
に
之ゆ

き
て
弦
歌
の
声

を
聞
く
。
夫
子
莞か

ん

爾じ

と
し
て
笑
い
て
曰
く
、「
鶏
を
割
く
に
焉い

ず

く
ん
ぞ
牛
刀
を
用
い
ん
」
と
」
と
あ
る
。
一
韓
智

は
、「
博
識
ノ
君
子
ハ
、

大
国
ヲ
モ
小
国
ヲ
モ
、ヨ
ク
之
（
ヲ
）
治
（
ム
ル
）
ゾ
。
大
器
ハ
大
ニ
モ
小
ニ
モ
用
（
フ
ル
）
ゾ
。
…
…
言
（
フ
コ
コ
ロ
）
ハ
、此
（
ノ
）

人　

大
材
（
ナ
リ
ト
）
雖
（
モ
）、
ヨ
ク
小
国
ヲ
モ
治
（
ム
ル
）
程
ニ
ゾ
」
と
記
す
。
12
○
器
博
一
句　

『
後
漢
書
』
伏
湛
・
侯
覇
・
宋
弘

伝
の
論
賛
に
、「
器
博ひ

ろ

き
者
は
近き

ん

用よ
う

無
く
、
道
の
長
ぜ
る
者
は
其
の
功
遠は

る

か
な
り
」
と
あ
る
。
一
韓
智

は
、「
用
ハ
受
用
ゾ
。
大
器
ニ
ハ



南山読蘇会

九

150

物
ヲ
大
（
イ
）
ニ
入
（
ル
ル
）
モ
ヨ
シ
、小
（
シ
）
キ
入
（
ル
ル
）
モ
ヨ
シ
。
小
器
ニ
ハ
大
（
イ
）
ニ
物
ハ
入
レ
ラ
レ
ザ
ル
ゾ
」
と
記
す
。

13 

14
○
百
年
・
我
已
二
句　

初
筵
は
、饗
宴
の
は
じ
め
。『
詩
経
』
小
雅
「
賓ひ

ん

之し

初し
よ

筵え
ん

」
に
、「
賓
の
初
め
て
筵
す
る
、
左
右　

秩
秩
た
り
」

（
筵
は
席
に
着
く
こ
と
。
秩
秩
は
粛
々
と
し
て
秩
序
あ
る
さ
ま
）
と
あ
る
。
旅
酬
は
、
祭
祀
の
後
で
開
か
れ
る
宴
席
の
終
わ
り
に
、
多
く

の
人
が
互
い
に
杯
を
交
わ
す
こ
と
。『
礼
記
』
曽
之
問
に
、「
祭
り
は
之
を
如い

何か

に
せ
ば
則
ち
旅
酬
の
事
を
行
わ
ざ
る
」
と
あ
る
。
15
○
苦

語　

苦
言
に
同
じ
く
、
聞
き
づ
ら
い
が
役
に
立
つ
諫
め
の
こ
と
ば
。
忠
告
。『
蘇
軾
詩
注
解
（
十
四
）』
に
収
め
る
作
品
番
号
一
八
〇
七
の

詩
の
注
を
参
照
。
16
○
高
節　

節
操
を
高
く
す
る
。
ま
た
、す
ぐ
れ
た
節
操
、節
義
。『
荘
子
』
譲
王
篇
に
、「
節
を
高
く
し
行
い
を
戻は

げ

（
励
）

ま
し
、
独
り
其
の
志
を
楽
し
ん
で
、
世
に
事つ

と

め
ず
」
と
あ
る
。

　

む
か
し
都
で
初
め
て
出
会
っ
て
語
り
合
っ
た
こ
ろ
は
、
あ
な
た
は
な
が
え

0

0

0

に
就
い
た
ば
か
り
の
駿
馬
の
よ
う
だ
っ
た
。
そ
の
後

に
地
方
に
出
て
再
会
し
た
と
き
に
は
、
す
で
に
鷹
匠
の
ゆ
ご
て

0

0

0

か
ら
飛
び
立
っ
た
秋
の
鷹
に
な
っ
て
お
ら
れ
た
。
今
ま
で
に
三
た

び
顔
を
合
わ
せ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
た
び
ご
と
に
、
た
ゆ
む
こ
と
な
く
新
し
い
境
地
に
進
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。

　

長
い
年
月
を
経
て
大
材
と
な
る
豫
章
（
ク
ス
ノ
キ
）
の
ご
と
く
、
あ
な
た
の
才
能
も
も
は
や
世
に
知
ら
れ
て
よ
い
は
ず
。
貴
重

な
瑚こ

璉れ
ん

の
器
を
宗
廟
に
収
め
用
い
る
よ
う
に
、
重
責
に
堪
え
う
る
あ
な
た
を
登
用
す
る
人
は
い
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

（
今
回
の
務
め
は
）
微
官
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
（
任
地
に
は
）
民
も
お
れ
ば
社
稷
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
庖
丁
の
妙
手
が
牛
も

鶏
も
選
ば
ぬ
よ
う
に
、
大
器
の
あ
な
た
は
み
ご
と
に
治
め
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
任
期
が
満
ち
て
帰
っ
て
来
た
あ
な
た
に
再

び
お
目
に
か
か
っ
た
な
ら
、私
は
ま
す
ま
す
敬
意
を
抱
く
こ
と
で
し
ょ
う
。「
器
が
大
き
け
れ
ば
使
い
道
も
自
ず
と
広
い
も
の
だ
」と
。

　

人
生
百
年
、
あ
な
た
が
宴
の
始
ま
り
に
臨
ん
で
い
る
と
す
れ
ば
、
私
の
方
は
も
う
最
後
の
杯
の
や
り
と
り
が
近
づ
い
て
い
る
よ

う
な
も
の
で
す
。
だ
か
ら
、
今
は
た
だ
あ
な
た
に
は
戒
め
の
こ
と
ば
を
贈
り
ま
し
ょ
う
。
白
髪
あ
た
ま
に
な
る
ま
で
節
義
を
貫
い

て
く
だ
さ
い
、
と
。

 

（
担
当　

西
岡　

淳
）
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一
八
五
七
（
施
三
二
―
七
）

軾
在
潁
州
與
趙
德
麟
同
治
西
湖
未
成
改
揚
州
三
月
十
六
日
湖
成
德
麟
有
詩
見
懷
次
其　

軾し
よ
く

　

潁え
い

州し
ゆ
うに

在あ

り
し
と
き
、
趙

ち
よ
う

徳と
く

麟り
ん

と
同と

も

に
西せ

い

湖こ

を
治ち

す
。
未い

ま

だ
成な

ら
ず
し
て
揚よ

う

州し
ゆ
うに

改
あ
ら
た

め
ら
る
。
三さ

ん

月が
つ

十
じ
ゆ
う

六ろ
く

日に
ち

、
湖

み
ず
う
み

成な

る
。
徳と

く

麟り
ん　

詩し

有あ

り
て
懐お

も

わ
る
。
其そ

の
韻い

ん

に
次じ

す

1　

太
山
秋
毫
兩
無
窮　
　
　

太た
い

山ざ
ん

・
秋

し
ゆ
う

毫ご
う　

両ふ
た

つ
な
が
ら
窮き

わ

ま
り
無な

し

2　

鉅
細
本
出
相

中　
　
　

鉅き
よ

細さ
い　

本も

と
相そ

う

形け
い

の
中う

ち

よ
り
出
づ

3　

大
千
起
滅
一
塵
裏　
　
　

大だ
い

千せ
ん

は
一い

ち

塵じ
ん

の
裏う

ち

に
起き

滅め
つ

す

4　

未
覺
杭
潁
誰
雌
雄＊　
　
　

未い
ま

だ
覚お

ぼ

え
ず　

杭こ
う

・
潁え

い　

誰た
れ

か
雌し

雄ゆ
う

せ
ん

5　

我
在
錢
塘
拓
湖
淥　
　
　

我わ

れ
銭せ

ん

塘と
う

に
在あ

り
て
湖こ

淥ろ
く

を
拓ひ

ら

く

6　

大
隄
士
女
爭
昌
丰　
　
　

大だ
い

隄て
い

の
士し

女じ
よ　

昌
し
よ
う

丰ほ
う

を
争

あ
ら
そ

う

7　

六
橋
橫
絶
天
漢
上　
　
　

六り
く

橋き
よ
う

　

横よ
こ

ざ
ま
に
天て

ん

漢か
ん

の
上う

え

を
絶わ

た

り

8　

北
山
始
與
南
屛
通　
　
　

北ほ
く

山ざ
ん　

始は
じ

め
て
南な

ん

屛ぺ
い

と
通つ

う

ず

9　

忽
驚
二
十
五
萬
丈　
　
　

忽
た
ち
ま

ち
驚

お
ど
ろ

く　

二に

十
じ
ゆ
う

五ご

万ま
ん

丈
じ
よ
う

10　

老
葑
席
卷
蒼
雲
空　
　
　

老ろ
う

葑ほ
う　

席せ
つ

巻け
ん

し
て　

蒼そ
う

雲う
ん　

空む
な

し

11　

朅
來
潁
尾
弄
秋
色　
　
　

潁え
い

尾び

に
朅け

つ

来ら
い

し
て
秋

し
ゆ
う

色し
よ
くを

弄ろ
う

す
れ
ば

12　

一
水
縈
帶
昭
靈
宮　
　
　

一い
つ

水す
い　

昭
し
よ
う

霊れ
い

宮き
ゆ
うを
縈え

い

帯た
い

す

13　

坐
思
吳
越
不
可
到　
　
　

坐い

な
が
ら
呉ご

越え
つ

を
思お

も

え
ど
も
到い

た

る
可べ

か
ら
ず

14　

借
君
月
斧
修　
　
　
　
　

君き
み

が
月げ

つ

斧ぷ

を
借か

り
て

と
う
ろ
う

を
修

し
ゆ
う

す



南山読蘇会

一
一

148

15　

二
十
四
橋
亦
何
有　
　
　

二に

十
じ
ゆ
う

四し

橋き
よ
うも

亦ま

た
何な

に

か
有あ

ら
ん

16　

換
此
十
頃
玻
璃
風　
　
　

此こ

の
十じ

つ

頃け
い　

玻は

璃り

の
風か

ぜ

に
換か

え
ん
や

17　

雷
塘
水
乾
禾
黍
滿　
　
　

雷ら
い

塘と
う　

水み
ず

乾か
わ

い
て　

禾か

黍し
ょ

満み

つ

18　

寶
釵 
出
餘
鸞
龍　
　
　

宝ほ
う

釵さ
い　

耕
た
が
や

し
出い

だ
し
て　

鸞ら
ん

龍り
ゆ
うを

余あ
ま

す

19　

明
年
詩
客
來
弔
古　
　
　

明め
い

年ね
ん　

詩し

客か
く　

来き

た
り
て
古

い
に
し
えを

弔
と
ぶ
ら

わ
ば

20　

伴
我
霜
夜
號
秋
蟲＊

＊　
　
　

我わ
れ

に
伴

と
も
な

い
て
霜そ

う

夜や

に
秋あ

き

の
虫む

し

号な

か
ん

〔
原
注
〕
來
詩
云
、
與
杭
爭
雄
（
来ら

い

詩し

に
云い

う
、「
杭こ

う

と
雄ゆ

う

を
争

あ
ら
そ

う
」
と
）

〔
＊
＊
〕
德
麟
見
約
來
揚
寄
居
、
亦
有
意
求
揚
倅
（
徳と

く

麟り
ん　

揚よ
う

に
来き

た
り
て
寄き

居き
よ

せ
ん
こ
と
を
約や

く

せ
ら
る
。
亦ま

た
揚よ

う

の
倅さ

い

を
求も

と

む
る
の
意い

有あ

り
）

元
祐
七
年
（
一
〇
九
二
）、
五
十
七
歳
の
作
。
と
き
に
知
揚
州
と
し
て
揚
州
に
在
っ
た
。

○
潁
州　

治
は
安
徽
省
阜
陽
市
に
在
っ
た
。
○
趙
徳
麟　

趙
令
畤
の
こ
と
。
徳
麟
は
そ
の
字
。『
蘇
軾
詩
注
解
（
十
二
）』
に
収
め
る
作

品
番
号
一
七
八
五
の
詩
の
詩
題
の
注
を
参
照
。
趙
令
畤
の
も
と
の
詩
は
伝
わ
ら
な
い
。
○
西
湖　

潁
州
の
西
湖
を
い
う
。
○
揚
州　

治

は
江
蘇
省
揚
州
市
に
在
っ
た
。
蘇
軾
が
知
揚
州
に
除
せ
ら
れ
た
の
は
元
祐
七
年
正
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
孔
凡
礼
『
蘇
軾
年
譜
』
下
冊

一
〇
二
二
頁
）。

1
○
太
山
一
句　

太
山
は
、
泰
山
の
こ
と
。
き
わ
め
て
大
き
な
も
の
の
た
と
え
。
秋
毫
は
、
秋
に
な
っ
て
生
え
変
わ
っ
た
鳥
獣
の
細
い
毛

の
こ
と
。
こ
こ
で
は
太
山
に
対
し
て
ご
く
微
小
な
も
の
の
た
と
え
。『
荘
子
』
斉
物
論
篇
に
、「
天
下
に
秋
毫
の
末
よ
り
大
な
る
は
莫な

く
、

而
し
て
太
山
も
小
と
為
す
」
と
あ
る
。
無
窮
は
、
無
限
で
あ
る
こ
と
。
同
じ
く
『
荘
子
』
斉
物
論
篇
に
、「
是ぜ

も
亦
た
一
無
窮
な
り
。
非ひ

も
亦
た
一
無
窮
な
り
」
と
あ
る
。
一
句
は
、
杭
州
の
西
湖
も
、
そ
れ
よ
り
小
さ
な
潁
州
の
西
湖
も
、
絶
対
的
な
道
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
等

し
く
無
限
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
2
○
鉅
細　

大
小
を
い
う
。
1
句
の
太
山
と
秋
毫
の
対
照
と
同
じ
。
○
相
形　

相
対
に
よ
っ
て
形
状
が
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は
っ
き
り
す
る
こ
と
。『
老
子
』
第
二
章
に
、「
故
に
有
無
相あ

い

生し
よ
うじ

、
難
易
相あ

い

成な

り
、
長
短
相あ

い

形あ
ら

わ
し
、
高
下
相あ

い

傾か
た
むけ

、
音
声
相あ

い

和わ

し
、
前

後
相あ

い

随し
た
がう

」
と
あ
る
。
3
○
大
千　

仏
教
で
い
う
「
三
千
大
千
世
界
」
の
こ
と
。
蘇
軾
は
、「
端
午
に
諸
寺
に
遍
く
遊
ん
で
禅
の
字
を
得

た
り
」
詩
（『
合
注
』
巻
一
八
）
で
も
、「
忽
ち
登
る　

最
高
の
塔
、
眼
界　

大
千
を
窮
む
」
と
詠
じ
て
い
る
。「
辯
才
老
師　

龍
井
に
退

居
し
、
復
た
出
入
せ
ず
。
…
…
」
詩
の
注
（『
蘇
東
坡
詩
選
』
二
六
三
頁
）
も
参
照
。
○
起
滅　

生
起
す
る
こ
と
と
消
滅
す
る
こ
と
。
○

一
塵　

微
小
な
も
の
の
た
と
え
。『
蘇
軾
詩
注
解
（
二
）』
に
収
め
る
作
品
番
号
一
六
〇
五
の
詩
の
注
を
参
照
。
4
○
杭
潁　

杭
州
・
潁
州

双
方
の
西
湖
を
い
う
。
蘇
軾
は
知
杭
州
と
し
て
、
ま
た
知
潁
州
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
の
西
湖
の
改
修
工
事
を
お
こ
な
っ
た
。
○
雌
雄　

優
劣
を
い
う
。
李
白
「
赤
壁
の
歌
、
送
別
」（『
李
太
白
全
集
』
巻
八
）
に
、「
二
龍　

争
い
戦
い
て
雌
雄
を
決
し
、
赤
壁　

楼
船　

地
を

掃
い
て
空
し
」
と
あ
る
。
5
○
銭
塘　

い
ま
の
杭
州
市
。
6
○
大
隄　
『
楽
府
詩
集
』
巻
四
八
に
み
え
る
無
名
氏
「
襄
陽
楽
」
に
、「
大
隄

の
諸
女
児
、
花
艶
に
し
て
郎
の
目
を
驚
か
す
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
杭
州
の
西
湖
に
蘇
軾
が
築
い
た
堤
、
い
わ
ゆ
る
蘇
堤
の
こ
と
。
○

昌
丰　

昌
は
、
若
々
し
く
美
し
い
こ
と
。
丰
は
、
体
つ
き
が
ふ
っ
く
ら
し
て
豊
か
な
こ
と
。『
詩
経
』　

風
「
丰
」
に
、「
子
の
丰
な
る
、

我
を
巷
に
俟ま

つ
、
予
の
送
ら
ざ
る
を
悔
や
む
、
子
の
昌
な
る
、
我
を
堂
に
俟
つ
、
予
の
将ゆ

か
ざ
る
を
悔
や
む
」
と
あ
り
、
毛
伝
に
「
丰
は

豊
満
な
り
」、「
昌
は
盛
壮
の
貌

か
た
ち

な
り
」
と
あ
る
。
7
○
六
橋　

蘇
堤
に
か
か
る
六
つ
の
橋
。『
咸
淳
臨
安
志
』
巻
二
一
に
、「
蘇
堤
南
来
第

一
橋
」
か
ら
「
第
六
橋
」
ま
で
の
六
橋
と
し
て
、「
映
波
橋
」・「
鎖
瀾
橋
」・「
望
山
橋
」・「
圧
堤
橋
」・「
東
浦
橋
」・「
跨
虹
橋
」
の
名
が

み
え
る
。
○
横
絶　

橋
が
西
湖
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
絶
は
、
わ
た
る
、
よ
ぎ
る
の
意
。『
史
記
』
留
侯
世
家
に
、「（
上

し
よ
う

）
歌

い
て
曰
く
、「
鴻こ

う

鵠こ
く

は
高
く
飛
ん
で
一
挙
に
千
里
す
、
羽う

翮か
く

已
に
就な

っ
て
四
海
を
横
絶
す
…
…
」
と
」
と
あ
る
。
○
天
漢　

天
の
川
。『
詩

経
』
小
雅
「
大
東
」
に
、「
維
れ
天
に
漢
有
り
、
監

か
ん
が

み
れ
ば
亦
た
光
有
り
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
西
湖
を
天
の
川
に
な
ぞ
ら
え
て
い
う
。

8
○
北
山　

杭
州
西
湖
の
北
に
聳
え
る
諸
山
の
こ
と
。
蘇
軾
に
は
、「
連
日
、
王
忠
玉
・
張
金
翁
と
西
湖
に
遊
び
、
北
山
の
清
順
・
道
潜

の
二
詩
僧
を
訪
ね
て
…
…
」（『
蘇
軾
詩
注
解
（
五
）』
に
収
め
る
作
品
番
号
一
六
五
二
の
詩
）
な
ど
の
よ
う
に
、
西
湖
の
北
山
が
詩
題
や

詩
句
に
み
え
る
作
品
が
あ
る
。
○
南
屛　

西
湖
の
南
に
あ
る
山
の
名
。「
南
屛
の
晩
鐘
」
は
西
湖
十
景
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
。
蘇
軾
に

は
「
南
屛
の
謙
師
を
送
る　

び
に
引
」（『
合
注
』
巻
三
一
）
が
あ
る
。
9 
10
○
忽
驚
・
老
葑
二
句　

二
句
は
、
蘇
軾
が
杭
州
西
湖
の
湖

面
の
半
ば
に
は
び
こ
っ
て
い
た
老ろ

う

葑ほ
う

（
ま
こ
も
の
類
）
を
取
り
除
く
大
が
か
り
な
浚
渫
工
事
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
を
い
う
。
蘇
軾
「
杭
州
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に
て
度
牒
を
乞
い
て
西
湖
を
開
か
ん
こ
と
を
奏
す
る
状
」（『
蘇
軾
文
集
』
巻
三
〇
）
に
、「
熙
寧
中
、
臣　

本
州
に
通
判
た
り
し
と
き
、

則
ち
湖
の
葑
合
せ
し
は
、
蓋
し
十
に
二
三
な
る
の
み
。
今
に
至
る
纔わ

ず

か
十
六
、
七
年
の
間
に
、
遂
に
其
の
半
ば
を
堙い

ん

塞そ
く

す
。
父
老
皆
な
言

う
、「
十
年
以
来
、
水
浅
く
葑
横ふ

さ

が
り
、
雲
の
空
を
翳お

お

う
が
如
く
、
倏

し
ゆ
く

忽こ
つ

と
し
て
便
ち
満
つ
、
更
に
二
十
年
す
れ
ば
、
西
湖
無
か
ら
ん
」

と
。
…
…
輒

す
な
わ

ち
已
に
官
を
差つ

か

わ
し
て
湖
上
の
葑
田
を
打は

量か

る
に
、
計あ

わ

せ
て
二
十
五
万
余
丈
」
と
あ
る
。『
蘇
軾
詩
注
解
（
八
）』
に
収
め
る

作
品
番
号
一
六
九
〇
の
詩
の
注
も
参
照
。
席
巻
は
、蓆

む
し
ろ

を
巻
く
よ
う
に
余
さ
ず
に
取
り
除
く
こ
と
。『
漢
書
』
項
籍
伝
の
賛
に
賈
誼
の
「
過

秦
論
」
を
引
い
て
、「
天
下
を
席
巻
し
、
宇う

内だ
い

を
包
挙
し
、
四
海
を
嚢の

う

括か
つ

し
、
八
荒
を

へ
い

呑ど
ん

せ
ん
と
す
る
の
心
有
り
」
と
あ
る
。
蒼
雲
は
、

老
葑
が
雲
の
ご
と
く
に
生
い
茂
っ
て
、
湖
面
を
覆
っ
て
い
る
さ
ま
を
い
う
。
11
○
朅
来
一
句　

去
来
。
朅
は
去
る
の
意
。
朅
来
は
、
そ
の

の
ち
と
解
す
る
こ
と
も
あ
る
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
二
冊
三
〇
頁
を
参
照
）。
潁
尾
は
、
潁
水
の
淮
水
へ
の
合
流
点
。『
春
秋
左
氏
伝
』
昭

公
十
二
年
に
、「
楚
子　

州
し
ゆ
う

来ら
い

に
狩
り
し
、
潁
尾
に
次や

ど

る
」
と
あ
り
、
杜
預
の
注
に
、「
潁
水
の
尾
は
下
蔡
に
在
り
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は

潁
州
を
い
う
。
一
句
は
、蘇
軾
が
知
潁
州
と
し
て
元
祐
六
年
閏
八
月
に
着
任
し
た
（
孔
凡
礼
『
蘇
軾
年
譜
』
下
冊
九
九
六
頁
）
こ
と
を
い
う
。

12
○
縈
帯　

帯
の
よ
う
に
め
ぐ
る
こ
と
。
杜
甫
「
修
学
寺
に
遊
ぶ
」
詩
（『
杜
詩
詳
注
』
巻
九
）
に
、「
径
石　

相あ
い

縈え
い

帯た
い

し
、
川
雲　

自
ら

去
留
す
」
と
あ
る
。
○
昭
霊
宮　

張
龍
公
を
祀
っ
た
龍
神
祠
。
蘇
軾
に
「
昭
霊
侯
廟
の
碑
」（『
蘇
軾
文
集
』
巻
一
七
）
が
あ
る
。『
蘇
軾

詩
注
解
（
十
六
）』
に
収
め
る
作
品
番
号
一
八
一
八
の
詩
の
注
も
参
照
。
13
○
呉
越　

江
蘇
と
浙
江
の
こ
と
。
こ
こ
で
は
と
く
に
杭
州
を

い
う
。
14
○
月
斧　

月
の
形
を
整
え
る
た
め
に
用
い
る
道
具
。
太
和
年
間
に　

仁
本
の
い
と
こ
が
嵩
山
に
行
っ
た
と
き
に
一
人
の
男
に
出

会
っ
た
。
そ
の
男
は
自
分
が
月
の
く
ぼ
み
を
修
繕
す
る
職
人
で
あ
る
と
い
っ
て
、
持
っ
て
い
る
包
み
を
開
い
て
見
せ
た
。「
因
り
て
襆
を

開
け
ば
、斤
鑿
数
事
・
玉
屑
両　

有
り
」（『
酉
陽
雑
俎
』
巻
一
）
と
あ
る
。
月
斧
は
こ
の
斤
の
こ
と
。
○　
　
　

潘
岳
「
秋
興
の
賦
」（『
文

選
』
巻
一
三
）
に
、「
月
は　
　

と
し
て
以
て
光
を
含
み
、
露
は
凄
清
と
し
て
以
て
凝
冷
す
」
と
あ
り
、
李
善
注
に
『
埤
蒼
』
を
引
い
て

「　
　

は
明
ら
か
な
ら
ん
と
欲
す
る
な
り
」
と
あ
る
。
15 

16
○
二
十
・
換
此
二
句　

二
十
四
橋
は
、
揚
州
の
名
所
。
杜
牧
「
揚
州
の
韓
綽

判
官
に
寄
す
」
詩
（『
全
唐
詩
』
巻
五
二
三
）
に
、「
二
十
四
橋　

明
月
の
夜
、
玉
人　

何
れ
の
処
に
か
簫
を
吹
く
を
教
え
ん
」
と
あ
る
。

十
頃
は
、
潁
州
西
湖
を
さ
す
。
頃
は
、
百
畝
の
ひ
ろ
さ
を
い
う
。
玻
璃
は
、
水
晶
。『
旧
唐
書
』
高
宗
紀
下
に
、「
支
汗
郡
王　

碧
き
玻
璃

を
献
ず
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
西
湖
の
湖
面
の
美
し
さ
を
い
う
。
趙
令
畤
『
侯
鯖
録
』
巻
一
に
よ
れ
ば
、
二
句
は
、
欧
陽
修
が
揚
州
か
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ら
潁
州
に
着
任
し
た
と
き
、西
湖
を
眺
め
て
揚
州
を
懐
か
し
み
つ
つ
詠
じ
た
「
西
湖
に
て
戯
れ
に
作
り
て
同と

も

に
遊
ぶ
者
に
示
す
」
詩
（『
欧

陽
文
忠
公
文
集
』
巻
一
二
）
に
、「
都す

べ

て
二
十
四
橋
の
月
を
将も

つ

て
、
換
え
得
た
り　

西
湖
十
頃
の
秋
」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
て
い
る
。
17

○
雷
塘　

隋
の
煬
帝
を
改
葬
し
た
地
。
揚
州
の
東
北
に
在
る
。『
隋
書
』
煬
帝
紀
に
、「
大
唐　

江
南
を
平
ら
ぐ
の
後
、
雷
塘
に
改
葬
す
」

と
あ
る
。
蘇
軾
は
「

か
く

国こ
く

夫
人
夜
遊
の
図
」
詩
（『
合
注
』
巻
二
七
）
で
も
、「
人じ

ん

間か
ん

に
俯
仰
し
て
今
古
と
成
る
、呉
公
台
下　

雷
塘
の
路
」

と
詠
じ
て
い
る
。
○
禾
黍　

い
ね
と
き
び
。
18
○
宝
釵　

宝
石
の
飾
り
の
あ
る
か
ん
ざ
し
。
李
賀
「
美
人
梳
頭
の
歌
」（『
李
賀
歌
詩
編
』

巻
四
）
に
、「
繊
手　

却
っ
て
盤わ

が

ぬ　

老
梳
の
色
、
翠

み
ど
り

滑
ら
か
に
し
て
宝
釵
は
簪か

ざ

さ
ん
と
す
る
も
得
ず
」
と
あ
る
。
○
鸞
龍　

鳳
凰
と
龍
。

こ
こ
で
は
か
ん
ざ
し
の
飾
り
の
こ
と
。
19
○
詩
客　

と
も
に
詩
を
詠
じ
る
訪
れ
人び

と

。
こ
こ
で
は
趙
令
畤
を
い
う
。
白
居
易
「
朝
よ
り
帰
り

事
を
書
し
て
元
八
に
寄
す
」
詩
（『
白
居
易
集
箋
校
』
巻
六
）
に
、「
禅
僧
と
詩
客
と
、
次
第
に
来
た
り
て
相あ

い

看み

る
」
と
あ
る
。
○
弔
古　

往
昔
を
し
の
ぶ
こ
と
。
蘇
軾
は
「
是
の
日　

下げ

馬ば

磧せ
き

に
至
り
、北
山
の
僧
舎
に
憩
う
…
…
」
詩
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
一
冊
四
六
六
頁
）
で
も
、

「
客
来
た
っ
て
空
し
く
古
を
弔
す
、清
涙　

悲
笳
に
落
つ
」
と
詠
じ
て
い
る
。
20
○
秋
虫　

杜
甫
「
除
架
」
詩
（『
杜
詩
詳
注
』
巻
八
）
に
、

「
秋
虫　

声
去
ら
ず
、
暮
雀　

意
は
如
何
」
と
あ
る
。
○
［
＊
＊
］　

倅
は
、
副
官
。
宋
で
は
州
の
通
判
を
指
す
。

　

泰
山
も
秋
に
生
え
か
わ
る
獣
の
細
毛
も
ど
ち
ら
も
存
在
は
無
限
で
あ
っ
て
、
大
小
の
違
い
は
相
対
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
も
の
で

す
。
三
千
大
千
世
界
も
塵
ひ
と
つ
の
中
で
生
じ
た
り
ほ
ろ
ん
だ
り
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、
杭
州
の
西
湖
と
潁
州
の
西
湖
の
ど
ち
ら

が
勝
っ
て
い
る
か
を
比
べ
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

わ
た
し
が
杭
州
で
西
湖
の
改
修
を
し
ま
し
た
ら
、
築
い
た
堤
の
上
に
女
性
た
ち
が
集
っ
て
美
し
さ
を
競
い
合
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
堤
に
は
六
つ
の
橋
が
天
の
川
の
よ
う
な
湖
水
を
横
切
っ
て
か
か
っ
て
い
て
、
北
山
と
南な

ん

屛ぺ
い

山ざ
ん

と
が
は
じ
め
て
通
じ
ま
し
た
。

　

何
と
二
十
五
万
丈
の
湖
が
、
ま
こ
も
を
き
れ
い
に
取
り
除
い
た
ら
黒
雲
が
消
え
て
な
く
な
っ
た
か
の
よ
う
で
し
た
。
そ
の
の
ち

は
潁
州
に
や
っ
て
来
て
秋
の
風
情
を
楽
し
ん
で
お
り
、
西
湖
の
水
が
昭
霊
宮
を
め
ぐ
る
よ
う
に
流
れ
て
い
ま
す
。

　

何
か
に
つ
け
て
杭
州
を
懐
か
し
く
思
い
起
こ
し
ま
す
が
行
く
こ
と
が
か
な
わ
な
い
の
で
、
貴
殿
の
す
ぐ
れ
た
腕
前
を
お
借
り
し
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て
お
ぼ
ろ
月
の
よ
う
に
美
し
い
西
湖
の
改
修
を
は
じ
め
ま
し
た
。
こ
こ
揚
州
に
は
名
高
い
二
十
四
橋
が
あ
り
ま
す
が
、
水
晶
の
よ

う
な
潁
州
西
湖
の
湖
面
を
わ
た
る
風
と
比
べ
も
の
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
。

　

煬
帝
ゆ
か
り
の
雷
塘
も
干
上
が
っ
て
雑
穀
が
茂
っ
て
い
ま
す
。
掘
っ
て
み
れ
ば
鳳
や
龍
の
飾
り
が
つ
い
た
簪
が
出
て
く
る
こ
と

で
し
ょ
う
。
来
年
貴
殿
が
往
時
を
し
の
ぶ
た
め
に
お
出
で
に
な
っ
た
ら
、
と
も
に
詩
を
作
っ
て
霜
の
お
り
る
夜
に
秋
の
虫
の
よ
う

に
吟
じ
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

一
八
五
八
（
施
三
二
―
八
）

次　

德
麟
西
湖
新
成
見
懷
絶
句

徳と
く

麟り
ん

が
西せ

い

湖こ

新あ
ら

た
に
成な

り
て
懐お

も

わ
る
る
絶ぜ

つ

句く

に
次じ

韻い
ん

す

1　

壷
中
春
色
飮
中
仙＊　
　
　

壷こ

中ち
ゆ
うの

春
し
ゆ
ん

色し
よ
く

　

飲い
ん

中ち
ゆ
うの

仙

2　

騎
鶴
東
來
獨
惘
然　
　
　

鶴つ
る

に
騎の

っ
て
東と

う

来ら
い　

独ひ
と

り
惘ぼ

う

然ぜ
ん

3　

猶
有
趙
陳
同
李
郭　
　
　

猶な

お
趙

ち
よ
う

・
陳ち

ん

の
李り

・
郭か

く

に
同お

な

じ
き
有あ

り

4　

不
妨
同
泛
過
湖
船　
　
　

妨
さ
ま
た

げ
ず　

同と
も

に
湖

み
ず
う
みを

過す

ぐ
る
船ふ

ね

を
泛う

か

ぶ
る
を

〔
原
注
〕　

謂
洞
庭
春
色
也
（
洞ど

う

庭て
い

の
春

し
ゆ
ん

色し
よ
くを

謂い

う
な
り
）

元
祐
七
年
（
一
〇
九
二
）、
五
十
七
歳
の
作
。

○
趙
徳
麟　

趙
令
畤
の
こ
と
。
前
の
詩
の
詩
題
の
注
を
参
照
。
趙
令
畤
の
も
と
の
詩
は
伝
わ
ら
な
い
。

1
○
飲
中
仙　

杜
甫「
飲
中
八
仙
歌
」（『
杜
詩
詳
注
』巻
二
）を
踏
ま
え
て
い
う
。
2
○
騎
鶴　

殷い
ん

芸う
ん

の『
小
説
』（『
説
郛
』巻
四
六
下
で
は『
商
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芸
小
説
』
と
し
て
、
以
下
の
文
を
収
め
る
。
殷
芸
の
姓
を
商
の
字
に
作
る
の
は
、
宋
の
太
祖
の
父
で
あ
る
趙
弘
殷
の
殷
の
字
を
避
け
た
も

の
で
あ
る
）
に
、「
客
の
相
従
う
有
り
て
、
各
お
の
志
す
所
を
言
う
。
或
る
ひ
と
は
揚
州
刺
史
と
為
ら
ん
こ
と
を
願
い
、
或
る
ひ
と
は
貲

財
多
か
ら
ん
こ
と
を
願
い
、
或
る
ひ
と
は
鶴
に
騎
っ
て
上
昇
せ
ん
こ
と
を
願
う
。
其
の
一
人
曰
く
、「
腰
に
十
万
貫
を
纏
い
、
鶴
に
騎
っ

て
揚
州
に
上
ら
ん
」
と
。
三
者
を
兼
ね
ん
と
欲
す
る
な
り
」
と
あ
る
。『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
二
冊
五
四
六
頁
の
注
を
参
照
。
○
惘
然　

気

落
ち
し
て
ぼ
ん
や
り
す
る
さ
ま
。
杜
甫
「
秦
州
を
発
す
」
詩
（『
杜
詩
詳
注
』
巻
八
）
に
、「
豈
に
復
た
老
夫
を
慰
め
ん
や
、
惘
然
と
し
て

久
し
く
留
ま
り
難
し
」
と
あ
る
。
3
○
趙
陳　

趙
は
趙
令
畤
、
陳
は
陳
師
道
の
こ
と
。
陳
師
道
に
つ
い
て
は
、『
蘇
軾
詩
注
解
（
十
二
）』

に
収
め
る
作
品
番
号
一
七
八
五
の
詩
の
詩
題
の
注
を
参
照
。
○
李
郭　

後
漢
の
李
膺
と
郭
泰
（
太
）
の
こ
と
。
太
原
の
人
郭
泰
、
字
は
林

宗
（『
後
漢
書
』
で
は
范
曄
の
父
范
泰
の
諱
を
避
け
て
郭
太
と
表
記
す
る
）
は
、
都
洛
陽
で
河
南
尹
の
李
膺
（
字
は
元
礼
、『
後
漢
書
』
に

伝
が
あ
る
）
と
貴
賤
を
越
え
た
交
わ
り
を
結
ん
だ
。『
後
漢
書
』
郭
太
伝
に
、「（
郭
太
）
後
に
郷
里
に
帰
ら
ん
と
す
る
に
、
衣
冠
諸
儒
の

送
り
て
河
上
に
至
る
も
の
、車
は
数
千
両
な
り
。
林
宗
唯た

だ
李
膺
と
舟
を
同
じ
く
し
て
済わ

た

る
。
衆
賓　

之
を
望
ん
で
、以
て
神
仙
と
為
す
」

と
あ
る
。
○
［
原
注
］　

洞
庭
春
色
は
酒
の
名
。
知
潁
州
在
任
の
お
り
に
、
趙
令
畤
が
蘇
軾
に
飲
ま
せ
て
く
れ
た
。「
洞
庭
の
春
色　

び

に
引
」（『
蘇
軾
詩
注
解
（
十
九
）』
に
収
め
る
作
品
番
号
一
八
三
七
の
詩
）
の
引
の
注
を
参
照
。

　

潁
州
に
い
た
頃
は
壷
の
中
の
「
洞
庭
の
春
色
」
を
楽
し
ん
だ
酔
い
ど
れ
仙
人
が
、
鶴
に
騎の

っ
て
東
の
か
た
揚
州
に
来
て
一
人
ぼ

ん
や
り
と
し
て
い
ま
す
。
そ
ち
ら
潁
州
で
は
、
い
ま
も
あ
な
た
や
陳
ど
の
が
、
か
の
李
膺
と
郭
太
よ
ろ
し
く
、
西
湖
に
船
を
浮
か

べ
て
と
も
に
遊
ぶ
こ
と
が
お
で
き
に
な
る
の
で
す
ね
。

 

（
担
当　

中　

裕
史
）

一
八
五
九
（
施
三
二
―
九
）

再
次　

德
麟
新
開
西
湖

再ふ
た
たび

徳と
く

麟り
ん

が
「
新あ

ら

た
に
西せ

い

湖こ

を
開ひ

ら

く
」
に
次じ

韻い
ん

す
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1　

使
君
不
用
山
鞠
窮　
　
　

使し

君く
ん　

山さ
ん

鞠き
く

窮き
ゆ
うを

用も
ち

い
ず
し
て

2　

饑
民
自
逃
泥
水
中　
　
　

饑き

民み
ん　

自
お
の
ず
から

泥で
い

水す
い

の
中う

ち

に
逃の

が

る

3　

欲
將
百
瀆
起
凶
歲＊　
　
　

百
ひ
や
く

瀆と
く

を
将も

つ

て　

凶
き
よ
う

歳さ
い

を
起お

こ
し
て

4　
　

使
甔
石
愁
揚
雄　
　
　

甔た
ん

石せ
き

を
し
て
揚よ

う

雄ゆ
う

を
愁う

れ

え
し
む
る
を
免

ま
ぬ
か

れ
し
め
ん
と
欲ほ

つ

す

5　

西
湖
雖
小
亦
西
子　
　
　

西せ
い

湖こ

は
小

し
よ
う

な
り
と
雖

い
え
ど

も
亦ま

た
西せ

い

子し

6　

縈　

作
態
淸
而
丰　
　
　

縈め
ぐ

り
流な

が

れ
て
態し

な

を
作つ

く

り　

清き
よ

く
し
て
丰ゆ

た

か
な
り

7　

千
夫
餘
力
起
三
閘　
　
　

千せ
ん

夫ふ

の
余よ

力り
よ
く

　

三さ
ん

閘こ
う

を
起お

こ
し
て

8　

焦
陂
下
與
長
淮
通　
　
　

焦
し
よ
う

陂は

の
下し

も　

長
ち
よ
う

淮わ
い

と
通つ

う

ず

9　

十
年
憔
悴
塵
土
窟　
　
　

十
じ
ゆ
う

年ね
ん

憔
し
よ
う

悴す
い

す　

塵じ
ん

土ど

の
窟く

つ

10　

淸
瀾
一
洗　

痕
空　
　
　

清せ
い

瀾ら
ん

一い
つ

洗せ
ん

し
て

て
い

痕こ
ん

を
空む

な

し
く
す

11　

王
孫
本
自
有
仙
骨　
　
　

王お
う

孫そ
ん　

本も

と
自よ

り
仙せ

ん

骨こ
つ

有あ

り

12　

平
生
宿
衞
明
光
宫　
　
　

平へ
い

生ぜ
い

宿
し
ゆ
く

衛え
い

す　

明め
い

光こ
う

宫
き
ゆ
う

13　

一
行
作
吏
人
不
識　
　
　

一ひ
と

た
び
行ゆ

き
て
吏り

と
作な

る
も　

人ひ
と

識し

ら
ず

14　

正
似
雲
月
初
朦　
　
　
　

正ま
さ

に
雲う

ん

月げ
つ

の
初は

じ

め
朦も

う
ろ
う

た
る
に
似に

た
り

15　

時
臨
此
水
照
冰
雪　
　
　

時と
き

に
此こ

の
水み

ず

に
臨の

ぞ

み
て
氷

ひ
よ
う

雪せ
つ

を
照て

ら
せ

16　

莫
遣
白
髮
生
秋
風　
　
　

白は
く

髪は
つ

を
し
て
秋

し
ゆ
う

風ふ
う

を
生

し
よ
う

ぜ
し
む
る
莫な

か
れ

17　

定
須
却
致
兩
黃
鵠　
　
　

定さ
だ

め
て
須

す
べ
か
らく

却か
え

っ
て
両

り
よ
う

黄こ
う

鵠こ
く

を
致い

た

し
て

18　

新
與
上
帝
開
濯
龍　
　
　

新あ
ら

た
に
上

じ
よ
う

帝て
い

の
与た

め

に
濯た

く

龍り
ゆ
うを

開ひ
ら

く
べ
し

19　

湖
成
君
歸
侍
帝
側　
　
　

湖
み
ず
う
み

成な

ら
ば　

君き
み

帰か
え

り
て
帝

み
か
ど

の
側

か
た
わ
らに

侍じ

せ
ん
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20　

燈
花
已
綴
釵
頭
蟲　
　
　

燈と
う

花か

已す
で

に
綴つ

づ

る　

釵さ
い

頭と
う

の
虫む

し

〔
原
注
〕　

予
以
潁
人
苦
饑
、
奏
乞
留
黃
河
夫
萬
人
修
境
內
溝
洫
、
詔
許
之
、
因
以
餘
力
浚
治
此
湖
（
予よ　

潁え
い

人ひ
と

の
苦

は
な
は

だ
饑う

う
る
を
以も

つ

て
、
黄こ

う

河が

の
夫ふ

万ば
ん

人に
ん

を
留と

ど

め
て
境

き
よ
う

内な
い

の
溝こ

う

洫き
よ
くを

修お
さ

め
し
む
る
を
乞こ

う
を
奏そ

う

し
、

詔
み
こ
と
の
りあ

り
て
之こ

れ
を
許ゆ

る

さ
る
。

因よ

り
て
余よ

力り
よ
くを

以も
つ

て
此こ

の
湖

み
ず
う
み 

を 

浚
し
ゆ
ん

治ち

す
）

元
祐
七
年
（
一
〇
九
二
）、
五
十
七
歳
の
作
。

○
趙
徳
麟　

趙
ち
よ
う

令れ
い

畤し

の
こ
と
。
徳
麟
は
そ
の
字
。
元
祐
六
年
か
ら
、
簽
書
潁
州
公
事
の
任
に
あ
っ
た
。『
蘇
軾
詩
注
解
（
十
二
）』
に
収
め

る
作
品
番
号
一
七
八
五
の
詩
の
詩
題
の
注
を
参
照
。
趙
令
畤
の
も
と
の
詩
は
伝
わ
ら
な
い
。
○
西
湖　

潁
州
の
西
湖
の
こ
と
。『
蘇
東
坡

詩
集
』
第
二
冊
一
一
五
頁
を
参
照
。

1
○
使
君　

州
の
知
事
を
い
い
、
こ
こ
で
は
元
祐
六
年
か
ら
知
潁
州
で
あ
っ
た
蘇
軾
自
身
の
こ
と
を
さ
す
。
○
山
鞠
窮　

泥
水
に
入
っ
て

も
身
体
に
ダ
メ
ー
ジ
が
無
い
よ
う
に
す
る
防
湿
の
薬
。『
春
秋
左
氏
伝
』
宣
公
十
二
年
に
、
楚
に
敗
れ
ん
と
す
る
蕭
の
還せ

ん

無む

社し
や

を
助
け
よ

う
と
す
る
申し

ん

叔
し
ゆ
く

展て
ん

の
言
葉
の
な
か
に
、「
麦
麴
（
麦
の
も
や
し
。
内
乱
を
防
ぐ
手
立
て
の
た
と
え
）
有
る
か
」「
山
鞠
窮
（
薬
草

芎
き
ゆ
う

窮き
ゆ
う。

外
患
を
防
ぐ
手
立
て
の
た
と
え
）
有
る
か
」
と
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
杜
預
の
注
に
は
「
麦
麴
・
鞠
窮
は
以
て
湿
を
禦ふ

せ

ぐ
所
に
し
て
、

（
還
）
無
社
を
し
て
泥
水
の
中
に
逃の

が

れ
し
め
ん
と
欲
す
」
と
い
う
。
2
○
饑
民　

蘇
軾
は
元
祐
六
年
十
一
月
に
出
し
た
「
淮
南
に
て
糴て

き

（
か

い
よ
ね
）
を
閉
じ
る
を
奏
す
る
状　

二
首
」（『
蘇
軾
文
集
』
巻
三
三
）
な
ら
び
に
同
十
二
月
の
「
度
牒
し
て
糴て

き

斛こ
く

斗と

の
準
備
を
賜
り
、
淮

浙
の
流
民
を
賑し

ん

済さ
い

す
る
を
乞
う
状
」（『
蘇
軾
文
集
』
巻
三
三
）
に
潁
州
近
郊
の
民
が
、旱
魃
の
た
め
に
糧
食
が
欠
乏
し
て
困
窮
を
き
わ
め
、

流
民
も
多
い
状
況
を
奏
上
し
て
い
る
。
○
逃
泥
水
中　

こ
こ
で
は「
山
鞠
窮
」の
注
に
引
く『
春
秋
左
氏
伝
』の
故
事
を
踏
ま
え
て
い
る
が
、

原
注
に
あ
る
黄
河
を
修
復
す
る
た
め
の
人
夫
を
潁
州
一
帯
の
水
路
の
整
備
に
あ
て
た
こ
と
を
指
し
て
い
う
。
3
○
百
瀆　

瀆
は
、用
水
路
、

耕
地
間
を
流
れ
る
水
路
を
い
う
。
○
凶
歳　

飢
饉
の
歳
。『
孟
子
』
告
子
上
篇
に
「
富
歳
に
は
子
弟
に
頼よ

き
も
の
多
く
、
凶
歳
に
は
子
弟

に
暴あ

し
き
も
の
多
し
」
と
あ
る
。
4
○
免
使
一
句　

甔
石
の
甔
は
、
儋
と
同
じ
。
も
と
は
穀
物
を
計
量
す
る
口
の
狭
い
陶
器
を
指
す
が
、

転
じ
て
少
量
の
糧
食
の
こ
と
を
い
う
。『
漢
書
』
揚
雄
伝
に
「
家
産　

十
金
に
過
ぎ
ず
、
乏
し
く
し
て
儋
石
の
儲た

く
わ

え
無
き
も
、
晏
如
た
り
」
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と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
蜀
出
身
の
揚
雄
（
字
は
子
雲
）
を
自
ら
に
た
と
え
て
、
西
湖
を
浚
渫
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
糧
食
の
心
配
も
な
く

な
る
こ
と
を
い
う
。
5
○
西
湖
一
句　

蘇
軾
は
、
杭
州
通
判
で
あ
っ
た
熙
寧
六
年
（
一
〇
七
三
）
に
、「
西
湖
を
把
っ
て
西せ

い

子し

に
比
せ
ん

と
欲
す
れ
ば
、
淡
粧　

濃
抹　

総す
べ

て
相あ

い

宜よ
ろ

し
」
と
、
西
湖
の
美
麗
な
さ
ま
を
、
春
秋
時
代
の
越
国
の
美
女
西
施
に
擬
え
た
「
湖
上
に
飲
せ

し
が
初
め
は
晴
れ
後
は
雨
ふ
れ
り　

二
首
」
そ
の
二
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
二
冊
四
八
八
頁
）
を
詠
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
杭
州
の
西

湖
と
比
べ
て
小
さ
い
潁
州
の
西
湖
も
、
ま
た
西
施
の
よ
う
に
美
し
い
と
い
う
。
6
○
縈
流　

め
ぐ
り
な
が
れ
る
こ
と
。　

然
「
渓
雲
」
詩

（『
杼
山
集
』
巻
六
）
に
「
舒じ

よ

巻け
ん

し
て
意
何
ぞ
窮
ま
ら
ん
、
縈め

ぐ

り
流
れ
て
復
た
空
に
帯
ぶ
」
と
雲
の
さ
ま
を
詠
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
西
湖

の
水
の
動
き
を
い
う
。
○
作
態　

さ
ま
ざ
ま
な
姿
態
を
示
す
こ
と
。『
後
漢
書
』曹
世
叔
妻
伝
に「
入
り
て
は
則
ち
髪
を
乱
し
て
形
を
壊
し
、

出
で
て
は
則
ち
窈
窕
と
し
て
態
を
作
す
」
と
あ
る
。
○
丰　

肉
付
き
が
豊
か
な
さ
ま
を
い
う
。『
詩
経
』　

風
「
丰
」
に
「
子し

の
丰
な
る　

我
を
巷
に
俟ま

つ
」
と
あ
り
、
そ
の　

玄
注
に
「
丰
は
豊
満
な
り
」
と
い
う
。
沈
約
「
少
年
新
婚
、
之
が
為
に
詠
ず
」
詩
（『
玉
台
新
詠
』

巻
五
）
に
「
丰
容　

姿
顔
好
く
、便べ

ん

辟ぺ
き

に
し
て
言
語
に
工た

く

み
な
り
」
と
あ
る
。
7
○
余
力　

『
論
語
』
学
而
篇
に
「
行
っ
て
余
力
有
ら
ば
、

則
ち
以
て
文
を
学
べ
」
と
あ
る
余
裕
が
あ
る
こ
と
を
さ
す
が
、
こ
こ
で
は
原
注
に
あ
る
よ
う
に
、
本
来
黄
河
修
復
の
任
に
あ
る
べ
き
人
夫

を
、
水
路
修
復
に
従
事
さ
せ
た
こ
と
を
い
う
。
○
三
閘　

西
湖
の
三
か
所
の
水
門
。『
蘇
軾
詩
注
解
（
十
七
）』
の
作
品
番
号
一
八
二
八
の

詩
に
「
城
を
縈
っ
て
枯
瀆
を
理お

さ

め
、閘
を
放
っ
て
膠こ

う

艇て
い

を
起
こ
さ
ん
」
の
原
注
に
「
清
河
・
西
湖
の
三
閘
、君
を
督
し
て
之
を
成
さ
し
む
」

と
あ
る
。
8
○
焦
陂　

潁
州
の
北
に
隣
接
す
る
亳は

く

州
（
安
徽
省
）
は
、
古
代
に
は
焦
国
と
称
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
地
の
池
を
い
う
。
熙
寧

元
年
（
一
〇
六
八
）
に
亳
州
知
事
で
あ
っ
た
欧
陽
修
は
「
焦
陂
を
憶
う
」
詩
（『
欧
陽
文
忠
公
文
集
』
巻
九
）
に
「
焦
陂
の
荷
花　

水
光

を
照
ら
し
、
未
だ
十
里
に
到
ら
ず
し
て
花
香
を
聞
く
、
焦
陂　

八
月
に
新
た
に
酒
熟
し
、
秋
水
に
魚
肥
え
て
鱠
は
玉
の
如
し
」
と
詠
じ
た
。

蘇
軾
は
そ
の
豊
か
な
焦
の
池
を
、
こ
の
詩
か
ら
連
想
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
○
長
淮　

淮
河
の
こ
と
。
杜
甫
「
乾
元
中
、
同
谷
県
に
寓

居
し
て
作
れ
る
歌　

七
首
」
そ
の
四
（『
杜
詩
詳
注
』
巻
八
）
に
「
長
淮　

浪
高
く
し
て　
　

龍
怒
る
、
十
年
見
ず　

来
た
る
は
何い

ず

れ
の

時
ぞ
」
と
あ
る
。
9
○
憔
悴　

疲
れ
衰
え
て
い
る
さ
ま
。
李
白
「
王
昭
君　

二
首
」
そ
の
一
（『
李
太
白
全
集
』
巻
四
）
に
「
燕
支　

長
と
こ
し
え

に
寒
く　

雪　

花
を
作な

す
、
蛾
眉
憔
悴
し
て
胡
沙
に
没
す
」
と
あ
る
。
○
塵
土
窟　

俗
塵
が
あ
つ
ま
っ
た
様
を
い
う
。
蘇
軾
に
は
ほ
か
に

「
次
韻
し
て
王
鞏
に
答
う
」
詩
（『
合
注
』
巻
一
九
）
に
「
我
に
方
外
の
客
有
り
、
顔
は
瓊
の
英は

な

の
如
く
、
十
年
塵
土
の
窟
に
あ
る
も
、
一
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寸
の
氷
雪
清
し
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
窟
と
は
、
郭
璞
「
遊
仙
詩　

七
首
」
そ
の
一
（『
文
選
』
巻
二
一
）
に
「
京
華
は
游
俠
の
窟
に

し
て
、
山
林
は
隠
遯
の
棲
な
り
」
と
あ
る
、
あ
つ
ま
る
と
こ
ろ
の
意
と
捉
え
て
お
く
。
10
○
清
瀾　

清
ら
か
な
波
。『
孟
子
』
尽
心
上
篇

に
「
水
を
観
る
に
術み

ち

有
り
、
必
ず
其
の
瀾な

み

を
観
よ
」
と
あ
り
、
そ
の
趙
岐
の
注
に
「
瀾
は
水
中
の
大
波
な
り
」
と
あ
る
。
韋
応
物
「
再
び

龍
門
に
遊
び
て
旧
侣
を
懐
う
」
詩
（『
韋
蘇
州
集
』
巻
七
）
に
「
靄
靄
と
し
て
都
城
を
眺の

ぞ

み
、
悠
悠
と
し
て
清
瀾
を
俯
す
」
と
あ
る
。
○

一
洗　

き
れ
い
に
洗
い
流
す
こ
と
。
蘇
軾
「
淨
居
寺
に
遊
ぶ　

び
に
叙
」
詩
（『
合
注
』
巻
二
〇
）
で
は
、「
願
わ
く
は
二
聖
に
従
っ
て

往
き
、
千
劫
の
非
を
一
洗
せ
ん
」
と
あ
る
。
11
○
王
孫
一
句　

趙
令
畤
が
宋
の
太
祖
の
子
燕
懿
王
の
玄
孫
で
あ
る
ゆ
え
に
王
孫
と
い
う
。

仙
骨
は
優
れ
た
資
質
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
杜
甫「
孔こ

う

巣そ
う

父ほ

が
病
と
謝
し
て
帰
り
、江
東
に
游
ぶ
を
送
り
、兼
ね
て
李
白
に
呈
す
」

詩
（『
杜
詩
詳
注
』
巻
一
）
に
「
自

お
の
ず
から

是
れ
君
の
身
に
は
仙
骨
有
り
、
世
人
那な

ん

ぞ
其
の
故ゆ

え

を
知
る
を
得
ん
」
と
あ
る
。
12
○
宿
衛　

禁
中

に
宿
直
し
て
警
護
す
る
こ
と
。
羅
鄴
「
老
将
」
詩
（『
全
唐
詩
』
巻
六
五
四
）
に
「
年
年
宿
衛
し
て
天
顔
近
く
、
曽
て
功
勲
を
把
っ
て
建

章
に
奏
さ
る
」と
あ
る
。
○
明
光
宮　

漢
の
武
帝
の
建
て
た
宮
殿
。
そ
の
名
を
借
り
て
宋
の
天
子
の
宮
殿
を
さ
す
。
蘇
軾「
劉
莘
老
」詩（『
蘇

東
坡
詩
集
』
第
二
冊
一
五
九
頁
）
の
注
を
参
照
。
13
○
一
行
作
吏　

官
吏
と
な
っ
て
自
由
を
奪
わ
れ
る
こ
と
。
嵆
康
「
山
巨
源
に
与あ

た

え
て

交ま
じ
わり

を
絶
つ
書
」（『
文
選
』
巻
四
三
）
に
「
山
沢
に
游
び
、
魚
鳥
を
観み

、
心
甚は

な
はだ

之
を
楽
し
む
。
一ひ

と

た
び
行ゆ

き
て
吏り

と
作な

ら
ば
、
此
の
事

便す
な
わち

廃
せ
ん
。
安い

ず

く
ん
ぞ
能よ

く
其
の
楽
し
む
所
を
舎す

て
て
、
其
の
懼お

そ

る
る
所
に
従
わ
ん
や
」
と
あ
る
。
○
人
不
識　

世
人
は
気
が
つ
か
な

い
こ
と
。
韓
愈
「
嗟あ

哉あ

董と
う

生せ
い

行こ
う

」（『
韓
昌
黎
集
』
巻
二
）
に
「
嗟あ

哉あ　

董
生　

孝
に
し
て
且
つ
慈
し
み
あ
り
、
人　

識
ら
ず
し
て　

惟
だ

天
翁
（
お
天
道
さ
ま
）
の
知
る
有
る
の
み
」
と
あ
る
。
14
○
朦　
　

月
の
光
が
お
ぼ
ろ
げ
な
こ
と
を
い
う
。
白
居
易
「
嘉
陵　

夜　

懐お
も

い

有
り　

二
首
」
そ
の
二
（『
白
居
易
集
箋
校
』
巻
一
四
）
に
「
明
な
ら
ず　

闇
な
ら
ず　

朦　

た
る
月
、
暖
に
非あ

ら

ず　

寒
に
非あ

ら

ず　

慢
慢

た
る
風
」
と
あ
る
。
15
○
氷
雪　

真
っ
白
い
肌
の
さ
ま
を
い
う
。『
荘
子
』
逍
遥
遊
篇
に
「
藐は

る

か
な
る
姑こ

射や

の
山
に
、神
人
の
居お

る
有
り
。

肌
膚
は
氷
雪
の
若ご

と

く
、綽
約
た
る
こ
と
処
子
の
若ご

と

し
」
と
あ
る
。
16
○
莫
遣
一
句　

白
居
易
「
初
め
て
官
を
貶へ

ん

せ
ら
れ
て
望
秦
嶺
を
過
ぐ
」

詩
（『
白
居
易
集
箋
校
』
巻
一
五
）
に
「
草
草
と
し
て
家
を
辞
し
て
後
事
を
憂
う
、
遅
遅
と
し
て
国
を
去
り
て
前
途
を
問
う
、
望
秦
嶺
上　

頭こ
う
べを

回め
ぐ

ら
し
て
立
て
ば
、
限
り
無
き
秋
風　

白は
く

鬚し
ゆ

を
吹
く
」
と
あ
り
、
劉
禹
錫
「
蘇
十
郎
中
が
病
と
謝
し
て
閑
居
せ
し
時
…
…
」
詩
（『
劉

禹
錫
集
箋
証
』
巻
二
四
）
に
「
一
巻
の
素
書　

永
日
を
銷け

し
、
数
茎
の
斑は

ん

鬢ぴ
ん　

秋
風
に
対
す
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
秋
風
に
老
身
を
さ
ら
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し
て
空
し
く
過
ご
す
こ
と
が
な
い
よ
う
に
と
い
う
意
。
17
○
両
黄
鵠　

神
の
託
宣
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。『
漢
書
』
翟て

き

方ほ
う

進し
ん

伝
に
、

翟
方
進
（
字
は
子
威
）
が
、
大
貯
水
池
を
撤
去
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
旱
害
に
見
舞
わ
れ
、
民
の
怨
み
を
か
っ
た
が
、
と
き
の
童
謡
に
「
陂

を
壊や

ぶ

る
は
誰
ぞ　

翟
子
威
、
我
に
豆と

う

食し

を
飯
せ
し
め
芋う

魁か
い

を
羹
に
せ
し
む
、
反
せ
ん
か
覆
せ
ん
か　

陂
は
当ま

さ

に
復
す
べ
し
、
誰
か
云
う
者

ぞ　

両
黄
鵠
」
と
う
た
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
「
両
黄
鵠
」
の
顔
師
古
の
注
に
は
「
言
を
神
有
り
て
来
た
っ
て
之
を
告
ぐ
る
に
託
す
」

と
あ
る
。
蘇
軾
「
子
由
の
「
柳
湖
久
し
く
涸
れ
て
、忽
ち
水
有
り
…
…
」
に
和
す　

二
首
」
そ
の
一
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
二
冊
二
五
〇
頁
）

の
注
を
参
照
。
な
お
蘇
軾
は
元
祐
五
年
杭
州
の
知
事
の
任
に
あ
っ
て
「
杭
州
に
て
度
牒
し
て
西
湖
を
開
く
を
乞
う
狀
」（『
蘇
軾
文
集
』
巻

三
〇
）
を
作
り
、
こ
の
童
謡
を
そ
こ
に
も
引
用
し
て
い
る
。
18
○
濯
龍　

天
帝
の
池
。
張
衡
「
東
京
の
賦
」（『
文
選
』
巻
三
）
に
「
濯
龍

芳
林
、
九
谷
八
渓
」
と
あ
り
、
そ
の
薛
綜
の
注
に
「
洛
陽
図
経
に
曰
く
、「
濯
龍
は
池
の
名
」
と
、
故
に
歌
に
曰
く
、「
濯
龍
は
望
む
こ
と

海
の
如
く
、
河
橋
は
渡
る
こ
と
雷
に
似
た
り
」
と
」
と
あ
る
（
芳
林
は
苑
の
名
、
九
谷
・
八
渓
は
養
魚
池
の
名
）。『
後
漢
書
』
許
楊
伝
に

「
汝
南
に
旧も

と
鴻こ

う

郤げ
き

陂は

有
り
、
成
帝
の
時
に
丞
相
の
翟て

き

方ほ
う

進し
ん

奏
し
て
之
を
毁
敗
す
。
建
武
中
に
太
守
の
鄧と

う

晨し
ん　

其
の
功
を
修
復
せ
ん
と
欲

す
、（
許
）
楊
が
水
脈
に
暁あ

か

る
き
こ
と
を
聞
き
て
、
召
し
て
与と

も

に
之
を
議
す
。（
許
）
楊
曰
く
、「
昔

む
か
し

　

成
帝
は
（
翟
）
方
進
の
言
を
用
い
、

尋つ

い
で
自
ら
夢
み
て
天
に
上
る
に
、
天
帝
怒
り
て
曰
く
、「
何
の
故
に
か
我
が
濯
龍
淵
を
敗
る
」
と
。
是
の
後　

民
は
其
の
利
を
失
い
て
、

多
く
飢
困
を
致
す
」」
と
あ
る
。
20
○
燈
花
一
句　

燈
花
は
、
燈
心
の
先
端
の
燃
え
か
す
が
花
の
形
を
成
し
て
い
る
も
の
。
喜
事
の
予
兆

で
あ
る
。
韓
愈
「
燈
花
を
詠
じ
て
、
侯
十
一
に
同
ず
」
詩
（『
韓
昌
黎
集
』
巻
一
〇
）
に
「
今こ

ん

夕せ
き　

知
ん
ぬ　

何
の
夕
べ
ぞ
、
花
は
然も

ゆ　

錦
帳
の
中
、
自

み
ず
か

ら
能よ

く
雪
に
当
た
っ
て
暖

あ
た
た

か
に
、
那な

ん

ぞ
肯
て
春
を
待
ち
て
紅
な
ら
ん
。
黄
裏　

金
粟
を
排
し
、
釵さ

い

頭と
う　

玉
虫
を
綴
る
、
更

に
煩
わ
す　

喜
事
を
将も

つ

て
、
来
た
っ
て
主
人
公
に
報
ず
る
こ
と
を
」
と
あ
る
。
○
［
原
注
］　

『
合
注
』
に
は
無
い
が
、『
施
注
』
に
拠
っ

て
付
す
。

　

知
事
が
防
湿
薬
の
「
山
鞠
窮
」
を
使
う
こ
と
も
な
く
、
飢
え
た
民
ぐ
さ
は
自
分
た
ち
の
力
で
泥
水
の
な
か
に
（
か
え
っ
て
）
生

活
難
を
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
あ
ち
こ
ち
の
水
路
を
修
復
す
る
こ
と
で
（
生
活
の
か
て
を
得
て
）
飢
饉
か
ら
立
ち
直
り
、
揚
雄

の
如
く
、
わ
ず
か
な
糧
食
し
か
な
い
こ
と
に
悩
ま
な
い
よ
う
に
さ
せ
た
の
だ
。
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潁
州
の
西
湖
は
小
振
り
な
が
ら
（
杭
州
の
そ
れ
と
同
じ
く
美
女
の
）
西
施
の
よ
う
で
、
め
ぐ
り
流
れ
て
科し

な

を
つ
く
っ
て
清
ら
か

で
艶
や
か
。
黄
河
修
復
の
た
め
の
千
人
の
人
夫
の
力
を
借
り
て
、
三
つ
の
水
門
を
作
っ
て
、
焦
陂
の
下
で
淮
河
に
つ
な
げ
た
の
で

あ
る
。

　

こ
こ
十
年
は
塵
土
に
埋
も
れ
て
や
つ
れ
て
い
た
が
、
清
ら
か
な
波
に
さ
っ
ぱ
り
と
洗
わ
れ
て
涙
の
あ
と
も
無
く
な
っ
た
。
天
子

の
血
を
ひ
く
趙
令
畤
ど
の
は
も
と
も
と
卓
抜
な
気
骨
の
持
ち
主
で
、
つ
ね
づ
ね
は
（
天
子
の
側
近
と
し
て
）
明
光
宮
に
宿と

の

い直
し
て

お
ら
れ
た
の
だ
。

　

こ
の
た
び
地
方
の
官
と
な
ら
れ
た
の
に
、
世
人
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
さ
な
が
ら
雲
を
お
び
た
月
が
は
じ
め
は
お
ぼ
ろ

で
あ
る
か
の
よ
う
な
の
だ
。

　

と
き
ど
き
こ
の
湖
水
に
臨
ん
で
氷
雪
の
ご
と
く
清
ら
か
な
お
姿
を
お
見
せ
く
だ
さ
い
、
白
髪
を
秋
風
に
さ
ら
し
て
託か

こ

つ
こ
と
の

あ
り
ま
せ
ん
よ
う
に
。
き
っ
と
神
の
お
告
げ
で
（
か
の
翟
方
進
と
は
逆
に
）
あ
ら
た
に
天
帝
の
濯
龍
の
池
の
工
事
を
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
で
し
ょ
う
。

　

西
湖
の
工
事
が
完
成
し
た
あ
か
つ
き
に
は
、あ
な
た
は
朝
廷
に
帰
っ
て
皇
帝
の
お
そ
ば
に
お
仕
え
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

な
ぜ
な
ら
燈
心
が
す
で
に
吉
兆
を
示
す
花
を
結
ん
で
お
り
ま
す
ゆ
え
。

 

（
担
当　

中　

純
子
）

一
八
六
〇
（
施
三
二
―
一
〇
）

到
官
病
倦
未
嘗
會
客
毛
正
仲
惠
茶
乃
以
端
午
小
集
石
塔
戲
作
一
詩
爲
謝

官か
ん

に
到い

た

り
て
倦け

ん

を
病や

み
、
未い

ま

だ
嘗か

つ

て
客か

く

を
会か

い

せ
ず
。
毛も

う

正せ
い

仲ち
ゆ
う

　

茶ち
や

を
恵め

ぐ

む
。
乃

す
な
わ

ち
端た

ん

午ご

を
以も

つ

て
石せ

き

塔と
う

に
小

し
よ
う

集し
ゆ
うし

、
戯

た
わ
む

れ
に
一い

つ

詩し

を
作つ

く

っ
て
謝し

や

を
為な

す
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1　

我
生
亦
何
須　
　
　

我わ

が
生せ

い　

亦ま

た
何な

ん

を
か
須も

と

め
ん

2　

一
飽
萬
想
滅　
　
　

一い
つ

飽ぽ
う

す
れ
ば　

万ば
ん

想そ
う

滅め
つ

す

3　

胡
爲
設
方
丈　
　
　

胡な
ん

為す

れ
ぞ　

方ほ
う

丈じ
よ
うを

設も
う

け
て

4　

養
此
膚
寸
舌　
　
　

此こ

の
膚ふ

寸す
ん

の
舌し

た

を
養

や
し
な

わ
ん

5　

爾
來　

衰
病　
　
　

爾じ

来ら
い　

又ま

た
衰す

い

病
び
よ
う

6　

過
午　

輒
噎　
　
　

午ご

を
過す

ぎ
て
食

し
よ
く

す
れ
ば
輒

す
な
わ

ち
噎む

せ

ぶ

7　

謬
爲
淮
海
帥　
　
　

謬
あ
や
ま

っ
て
淮わ

い

海か
い

の
帥す

い

と
為な

り

8　

每
愧
廚
傳
闕　
　
　

毎つ
ね

に
廚

ち
ゆ
う

伝で
ん

の
闕か

く
る
を
愧は

づ

9　

爨
無
欲
淸
人　
　
　

爨か
し

ぐ
に
清す

ず

し
か
ら
ん
と
欲ほ

つ

す
る
人ひ

と

無な

く

10　

奉
使
免
内
熱　
　
　

使
つ
か
い

を
奉ほ

う

じ
て
内な

い

熱ね
つ

を
免

ま
ぬ
か

る

11　

空
煩
赤
泥
印　
　
　

空む
な

し
く
赤せ

き

泥で
い

の
印い

ん

を
煩

わ
ず
ら

わ
し
て

12　

遠
致
紫
玉
玦　
　
　

遠と
お

く
紫し

玉
ぎ
よ
く

玦け
つ

を
致い

た

す

13　

爲
君
伐
羔
豚　
　
　

君き
み

が
為た

め

に
羔こ

う

豚と
ん

を
伐う

っ
て

14　

歌
舞
菰
黍
節　
　
　

歌か

舞ぶ

せ
ん　

菰こ

黍し
よ

の
節せ

つ

15　

禪
窗
麗
午
景　
　
　

禅ぜ
ん

窓そ
う　

午ご

景け
い

麗う
る
わし

く

16　

蜀
井
出
冰
雪　
　
　

蜀
し
よ
く

井せ
い　

氷
ひ
よ
う

雪せ
つ

を
出い

だ
す

17　

坐
客
皆
可
人　
　
　

坐ざ

客か
く　

皆み

な
可か

人じ
ん

18　

鼎
器
手
自
潔　
　
　

鼎て
い

器き　

手て

自み
ず
から

潔き
よ

く
す

19　

金
釵
候
湯
眼　
　
　

金き
ん

釵さ　

湯と
う

眼が
ん

を
候

う
か
が

い
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20　

魚
蟹
亦
應
訣　
　
　

魚ぎ
よ

蟹か
い　

亦ま

た
訣け

つ

に
応お

う

ず

21　

遂
令
色
香
味　
　
　

遂つ
い

に
色

し
よ
く

香こ
う

味み

を
し
て

22　

一
日
備
三
絕　
　
　

一い
ち

日じ
つ

に
三さ

ん

絶ぜ
つ

を
備そ

な

え
し
む

23　

報
君
不
虛
授　
　
　

君き
み

に
虚む

な

し
く
授う

け
ざ
る
を
報ほ

う

ず

24　

知
我
非
輕
啜　
　
　

我わ

が
軽か

ろ

が
ろ
し
く
啜の

む
に
非あ

ら

ざ
る
を
知し

れ

元
祐
七
年
（
一
〇
九
二
）、
五
十
七
歳
の
作
。

〇
毛
正
仲　

毛
漸
の
こ
と
。
正
仲
は
そ
の
字
。
衢く

州
江
山
（
浙
江
省
）
の
人
。
進
士
に
及
第
し
て
地
方
官
を
歴
任
し
、
元
祐
七
年
六
月
に

は
江
東
両
浙
転
運
副
使
に
在
官
し
て
い
た
（『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
四
七
四
）。
後
に
吏
部
右
司
郎
中
と
し
て
入
朝
し
、
ま
た
陝
西
転
運

使
な
ど
の
地
方
官
を
へ
て
、
五
十
九
歳
で
没
し
、
龍
図
閣
待
制
を
贈
ら
れ
た
。『
宋
史
』
巻
三
四
八
に
伝
が
あ
る
。
○
石
塔　

揚
州
に
あ
っ

た
寺
の
名
。
蘇
軾
に
、
石
塔
寺
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
故
事
を
詠
じ
た
「
石
塔
寺　

び
に
引
」（『
合
注
』
巻
三
五
）
が
あ
る
。

3
〇
方
丈　

一
丈
四
方
の
こ
と
。『
孟
子
』
尽
心
下
篇
に
「
食
前
方
丈
、
侍
妾
数
百
人
な
る
は
、
我
れ
志
を
得
る
も
為
さ
ざ
る
な
り
」
と

あ
る
。
趙
岐
の
注
に
よ
れ
ば
、
食
前
方
丈
と
は
、
大
量
の
ご
馳
走
が
目
の
前
に
並
ん
で
い
る
こ
と
。
4
○
膚
寸　

わ
ず
か
の
長
さ
。『
春

秋
公
羊
伝
』
僖
公
三
十
一
年
に
、「
膚
寸
に
し
て
合
す
」
と
あ
る
。
何
休
の
解
詁
に
よ
れ
ば
、
膚
は
四
本
の
指
を
並
べ
た
長
さ
、
寸
は
指

一
本
の
長
さ
。「
膚
寸
の
舌
」
に
類
す
る
表
現
と
し
て
、『
史
記
』
平
原
君
伝
に
、「
毛
先
生
、
三
寸
の
舌
を
以
て
、
百
万
の
師
よ
り
も
彊つ

よ

し
」
と
あ
る
。
6
〇
過
午　

仏
教
の
戒
律
で
は
、
僧
た
ち
は
正
午
が
過
ぎ
て
か
ら
は
食
事
を
し
な
い
。
〇
噎　

む
せ
る
。
食
べ
物
が
の
ど

に
つ
か
え
る
。
7 

8
〇
謬
為
・
毎
愧
二
句　

淮
海
は
、
揚
州
の
こ
と
。『
尚
書
』
禹
貢
に
、「
淮
海
は
惟こ

れ
揚
州
」
と
あ
る
。
廚
伝
は
、
料

理
場
と
宿
舎
。
来
客
を
も
て
な
す
飲
食
や
宿
の
こ
と
。『
漢
書
』
宣
帝
紀
の
元
康
二
年
の
詔
に
、「
或
い
は
擅ほ

し

い
ま
ま
に
繇
役
を
興
し
、
廚

伝
を
飾
り
、
称か

な

え
て
使
客
を
過
ご
す
」
と
あ
る
。
顔
師
古
の
注
に
韋
昭
を
引
い
て
、「
廚
は
飲
食
を
謂
い
、
伝
は
伝
舎
を
謂
う
」
と
い
う
。

蘇
軾
「
揚
州
の
公
使
の
銭
を
申
明
す
る
状
」（『
蘇
軾
文
集
』
巻
三
五
）
は
、
揚
州
は
交
通
の
要
衝
で
、
来
客
の
接
待
に
費
用
が
か
さ
む
こ

と
を
述
べ
る
。
二
句
は
、
自
分
は
揚
州
と
い
う
豊
饒
な
土
地
の
長
官
で
あ
る
の
に
、
不
十
分
な
接
待
し
か
で
き
ず
に
慚
愧
の
念
を
抱
く
こ
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と
を
い
う
。
9 

10
〇
爨
無
・
奉
使
二
句　

爨
は
、
飯
を
炊
く
こ
と
。
奉
使
は
、
つ
つ
し
ん
で
天
子
の
使
者
と
な
る
意
で
、
地
方
官
を
務
め

る
こ
と
を
い
う
。
内
熱
は
、
体
内
に
熱
を
発
す
る
病
気
。『
荘
子
』
人
間
世
篇
に
、
国
使
と
し
て
斉
に
赴
く
こ
と
に
な
っ
た
楚
の
葉

し
よ
う

公こ
う

子し

高こ
う

が
、「
吾
が
食
や
粗
を
執
り
て
臧よ

か
ら
ず
、
爨さ

ん

に
清す

ず

し
き
を
欲
す
る
人
無
き
に
、
今
吾
れ
朝

あ
し
た

に
命
を
受
け
て
夕
べ
に
は
氷
を
飲
め
り
。

我
れ
其
れ
内
に
熱
あ
る
か
」
と
嘆
く
一
節
が
あ
る
。「
爨
に
清
し
き
を
欲
す
る
人
無
し
」
と
は
、
煮
炊
き
に
あ
ま
り
火
を
使
わ
な
い
の
で

台
所
に
熱
が
こ
も
ら
ず
、
料
理
人
た
ち
も
涼
み
た
い
と
思
わ
な
い
意
で
、
食
事
が
質
素
な
こ
と
。
二
句
は
、
自
分
の
食
事
は
葉
公
子
高
と

同
じ
く
粗
末
な
も
の
だ
が
、
天
子
の
命
を
奉
じ
て
使
者
と
な
っ
て
も
、
子
高
の
よ
う
に
体
内
で
熱
を
出
す
こ
と
は
免
れ
て
い
る
こ
と
を
い

う
。
11
〇
赤
泥
印　

茶
の
包
み
に
押
さ
れ
た
印
。
劉
禹
錫
「
西
山
の
蘭ら

ん

若に
や

に
茶
を
試
み
る
歌
」（『
劉
禹
錫
集
箋
証
』
巻
二
五
）
に
「
何
ぞ

況
ん
や　

蒙も
う

山ざ
ん

・
顧こ

渚し
よ

の
春
、
白
泥
赤
印　

風
塵
に
走
る
を
や
」（
蒙
山
・
顧
渚
は
銘
茶
の
名
）
と
あ
る
。
12
○
紫
玉
玦　

紫
玉
は
、
紫

色
の
宝
玉
。
祥
瑞
を
招
く
と
さ
れ
る
。『
宋
書
』
符
瑞
志
下
に
、「
黄
銀
紫
玉
、
王
者　

金
玉
を
蔵
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
黄
銀
紫
玉
の
光　

深

山
に
見あ

ら
わ
る
」
と
あ
る
。
玦
は
、
お
び
だ
ま
の
一
つ
。
環
状
で
一
部
分
が
欠
け
た
佩
玉
。
紫
玉
玦
は
、
こ
こ
で
は
餅
茶
を
指
す
。
宋
の

蔡
襄
『
茶
録
』
上
篇
・
論
茶
「
色
」
に
よ
れ
ば
、
餅
茶
は
そ
の
表
面
に
油
が
塗
ら
れ
て
お
り
、
青
・
黄
・
紫
・
黒
な
ど
の
色
を
呈
す
る
。

13
〇
伐　

屠ほ
ふ

る
こ
と
。
〇
羔
豚　

子
羊
と
子
豚
。
14
○
菰
黍
節　

端
午
節
の
こ
と
。
菰
黍
は
、ち
ま
き
。『
藝
文
類
聚
』
巻
四
「
歳
時
中
」

五
月
五
日
の
条
に
引
く
『
風
土
記
』
に
、「
仲
夏
の
端
五
、
鶩

あ
ひ
る

を
烹
て
、
角
黍
を
く
ら
う
。
端
は
、
初
な
り
。
五
月
の
初
五
日
を
謂
う
な

り
。
又
た
菰
葉
を
以
て
粘
米
を
裹つ

つ

み
て
煮
熟
す
、
之
を
角
黍
と
謂
う
」
と
あ
る
。
15
〇
禅
窓　

禅ぜ
ん

寺で
ら

（
石
塔
寺
）
の
窓
。
○
午
景　

昼
の

日
光
。
16
○
蜀
井　

揚
州
の
蜀
岡
と
い
う
丘
に
あ
っ
た
井
戸
を
指
す
。
○
氷
雪　

清
ら
か
な
井
戸
水
の
こ
と
。
17
〇
坐
客　

欧
陽
修
「
新

茶
を
嘗
め
て
、
聖
兪
に
呈
す
」
詩
（『
欧
陽
文
忠
公
文
集
』
巻
七
）
に
、「
泉
甘
く
器
潔き

よ

く
し
て
天
色
好よ

し
、
坐
中
揀か

ん

択た
く

し
て
客
も
亦
た
嘉

し
」
と
あ
る
。
○
可
人　

と
り
え
の
あ
る
人
物
。『
礼
記
』
雑
記
下
に
、「
孔
子
曰
く
、
管
仲
は
盗
に
遇
い
、
二
人
を
取
り
、
上
げ
て
以
て

公
の
臣
と
為
す
。
曰
く
、「
其
の
与と

も

に
遊
ぶ
所
辟へ

き

な
れ
ば
な
り
、
可
な
る
人
な
り
」
と
」
と
あ
る
。
孔
穎
達
の
疏
に
よ
れ
ば
、
可
人
は
信

頼
で
き
る
人
を
い
う
。
18
○
鼎
器　

茶
道
具
の
こ
と
。
19
〇
金
釵　

金
の
か
ん
ざ
し
。
こ
こ
で
は
借
り
て
女
性
を
指
す
。
白
居
易
「
思し

黯あ
ん

が
戯
れ
に
贈
る
に
酬
う
」
詩
（『
白
居
易
集
箋
校
』
巻
三
四
）
に
、「
鍾
乳
三
千
両
、
金
釵
十
二
行
」
と
あ
り
、
そ
の
自
注
に
「
思
黯
は
自

ら
前
後
鍾
乳
三
千
両
を
服
し
て
甚
だ
力
を
得
、
而
し
て
歌
舞
の
妓
の
頗
る
多
き
を
誇
る
」
と
あ
る
。
○
候
湯
眼　

沸
い
た
湯
の
泡
（
眼
）



蘇軾詩注解（二十一）

二
六

133

を
う
か
が
い
見
る
こ
と
。
20
○
魚
蟹　

魚
眼
と
蟹
眼
。
湯
が
沸
き
始
め
た
と
き
の
小
さ
な
泡
を
蟹
眼
と
い
い
、
大
き
く
な
っ
た
泡
を
魚
眼

と
い
う
。「
試
院
に
茶
を
煎に

る
」
詩
の
注
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
二
冊
三
三
六
頁
）
を
参
照
。
以
上
の
二
句
は
、
官
妓
た
ち
の
点
茶
の
わ
ざ

が
巧
み
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
21 

22
〇
遂
令
・
一
日
二
句　

色
香
味
は
、
白
居
易
「
荔
枝
図
の
序
」（『
白
居
易
集
箋
校
』
巻
四
五
）
に
、

「
一
日
に
し
て
色
変
じ
、
二
日
に
し
て
香
変
じ
、
三
日
に
し
て
味
変
じ
、
四
五
日
よ
り
外
は
、
色
・
香
・
味
尽

こ
と
ご
とく

去
る
」
と
あ
る
。
三
絶

は
、
特
に
優
れ
た
三
つ
の
も
の
。
贈
ら
れ
た
お
茶
を
褒
め
る
意
を
込
め
る
。

　

わ
が
人
生
に
今
さ
ら
何
を
求
め
よ
う
か
、満
腹
に
さ
え
な
れ
ば
す
べ
て
の
想
念
が
消
え
て
い
く
。
ご
馳
走
を
山
ほ
ど
作
っ
て
も
、

養
う
の
は
た
か
だ
か
こ
の
一
寸
の
舌
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。
ま
し
て
こ
こ
に
赴
任
し
て
か
ら
は
さ
ら
に
老
い
衰
え
て
病
気
が
ち
に
な

り
、
お
昼
過
ぎ
に
（
戒
律
を
犯
し
て
）
食
事
を
と
る
と
、
い
つ
だ
っ
て
喉
に
つ
か
え
て
し
ま
う
始
末
。

　

分
不
相
応
に
も
交
通
の
要
衝
で
あ
る
揚
州
の
長
官
と
な
っ
て
、
い
つ
も
（
予
算
不
足
に
因
る
）
も
て
な
し
の
粗
末
さ
を
恥
ず
か

し
く
思
っ
て
い
る
。
煮
炊
き
に
あ
ま
り
火
を
使
わ
な
い
の
で
炊
事
場
が
（
涼
を
入
れ
る
ほ
ど
に
は
）
暑
く
な
る
こ
と
も
な
く
、
あ

の
葉

し
よ
う

公
子
高
の
よ
う
に
食
事
も
質
素
な
も
の
だ
。
そ
れ
で
も
天
子
の
命
を
受
け
た
使
者
で
あ
り
な
が
ら
、（
な
さ
け
な
い
こ
と
に
）

子
高
の
よ
う
に
腹
が
熱
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
免
れ
て
い
る
。

　

こ
の
た
び
は
私
の
ご
と
き
つ
ま
ら
ぬ
者
に
、
封
泥
付
き
の
荷
に
仕
立
て
て
、
遠
路
は
る
ば
る
紫
玉
の
銘
茶
を
送
っ
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
。
ご
厚
意
に
感
じ
て
、
立
派
な
お
茶
を
い
た
だ
く
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
、
ま
ず
子
羊
や
子
豚
を
屠
り
、
歌
と
踊
り
の
宴
を

開
い
て
（
例
の
如
く
）
端
午
の
節
句
を
祝
い
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
石
塔
寺
の
窓
か
ら
は
麗
し
い
日
光
が
差
し
込
み
、
蜀
岡
の
井
戸
か

ら
湧
き
出
た
氷
雪
の
よ
う
な
清
水
を
準
備
し
ま
し
た
。
同
席
の
方
々
は
立
派
な
人
物
ば
か
り
で
、
茶
道
具
は
私
自
ら
手
で
洗
い
あ

げ
て
あ
り
ま
す
。
官
妓
た
ち
は
お
茶
の
淹
れ
方
が
上
手
で
、
沸
し
具
合
も
ち
ょ
う
ど
い
い
具
合
で
す
。
か
く
し
て
お
茶
の
色
と
香

り
と
味
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
三
絶
が
一
日
で
揃
い
ま
し
た
。
あ
な
た
の
お
気
持
ち
が
無
駄
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
お
知
ら
せ
し

ま
す
。
こ
ち
ら
で
軽
々
し
い
飲
み
方
を
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
ど
う
ぞ
お
分
か
り
く
だ
さ
い
。
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（
担
当　

蔡　

毅
）

一
八
八
二
（
施
三
二
―
一
二
）

次　

晁
无
咎
學
士
相
迎

晁
ち
よ
う

无ぶ

咎
き
ゆ
う

学が
く

士し

が
相あ

い

迎む
か

う
る
に
次じ

韻い
ん

す

1　

少
年
獨　

晁
新
城　
　

少
し
よ
う

年ね
ん　

独ひ
と

り
識し

る　

晁
ち
よ
う

新し
ん

城
じ
よ
う

2　

閉
門
却
掃
卷
旆
旌　
　

門も
ん

を
閉と

ざ
し
て
却

き
や
く

掃そ
う

し
て
旆は

い

旌せ
い

を
巻ま

く

3　

胸
中
自
有
談
天
口　
　

胸
き
よ
う

中
ち
ゆ
う

自
お
の
ず
から

談だ
ん

天て
ん

の
口く

ち

有あ

り

4　

坐
却
秦
軍
發
墨
守　
　

坐い

な
が
ら
秦し

ん

の
軍ぐ

ん

を
却

し
り
ぞ

け　

墨ぼ
く

が
守し

ゆ

を
発あ

ば

く

5　

有
子
不
爲
謀
置
錐　
　

子こ

有あ

り　

為た
め

に
錐き

り

を
置た

つ
る
を
謀は

か

ら
ず

6　

虹
霓
呑
吐
忘
寒
飢　
　

虹こ
う

霓げ
い

を
呑ど

ん

吐と

し
て
寒か

ん

飢き

を
忘わ

す

る

7　

端
如
太
史
牛
馬
走　
　

端ま
さ

に
太た

い

史し

が
牛

ぎ
ゆ
う

馬ば

走そ
う

の
如ご

と

く

8　

嚴
徐
不
敢
連
尻
　
　

厳げ
ん

・
徐じ

よ　

敢あ

え
て
尻こ

う
す
い

を
連つ

ら

ね
ず

9　

裴
回
未
用
疑
相
待　
　

裴は
い

回か
い

し
て
未い

ま

だ
用も

ち

い
ら
れ
ず　

相あ
い

待ま

つ
か
と
疑

う
た
が

う

10　

枉
尺
知
君
有
家
戒　
　

枉お
う

尺せ
き　

知し

ん
ぬ　

君き
み

が
家い

え

の
戒か

い

有あ

る
こ
と
を

11　

避
人
聊
復
去
瀛
洲　
　

人ひ
と

を
避さ

け
て　

聊
い
さ
さ

か
復ま

た
瀛え

い

洲し
ゆ
うを

去さ

り

12　

伴
我
眞
能
老
淮
海　
　

我わ
れ

に
伴

と
も
な

っ
て
真

ま
こ
と

に
能よ

く
淮わ

い

海か
い

に
老お

ゆ

13　

夢
中
仇
池
千
仞
巖　
　

夢む

中
ち
ゆ
う

の
き仇ゆ
う池ち　

千せ
ん

仞じ
ん

の
巌

い
わ
お
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14　

便
欲
攬
我
靑
霞
　
　

便
す
な
わ

ち
我わ

が
青せ

い

霞か

の
せ
ん

を
攬と

ら
ん
と
欲ほ

つ

す

15　

且
須
還
家
與
婦
計　
　

且
し
ば
ら

く
須

す
べ
か
らく

家い
え

に
還か

え

っ
て
婦つ

ま

と
計は

か

る
べ
し

16　

我
本
歸
路
連
西
南　
　

我わ

れ
本も

と
帰き

路ろ　

西せ
い

南な
ん

に
連つ

ら

な
る

17　

老
來
飲
酒
無
人
佐　
　

老ろ
う

来ら
い　

酒さ
け

を
飲の

ん
で
人ひ

と

の
佐た

す

く
る
無な

く

18　

獨
看
紅
藥
傾
白
墮　
　

独ひ
と

り
紅こ

う

薬や
く

を
看み

て
白は

く

堕だ

を
傾

か
た
む

く

19　

每
到
平
山　

醉
翁　
　

平へ
い

山ざ
ん

に
到い

た

る
毎ご

と

に
酔す

い

翁お
う

を
憶お

も

う

20　

懸
知
他
日
君
思
我　
　

懸は
る

か
に
知し

る　

他た

日じ
つ　

君き
み

が
我わ

れ

を
思お

も

わ
ん
こ
と
を

21　

路　

小
兒
笑
相
逢　
　

路ろ

ぼ
う

の
小

し
よ
う

児じ　

笑わ
ら

っ
て
相あ

い

逢あ

い

22　

齊
歌
萬
事
轉
頭
空　
　

斉ひ
と

し
く
歌う

た

う
「
万ば

ん

事じ

転て
ん

頭と
う

に
空む

な

し
」
と

23　

賴
有
風　

賢
別
駕　
　

頼
さ
い
わ

い
に
風ふ

う

流り
ゆ
うの

賢け
ん

別べ
つ

駕が

有あ

り

24　

猶
堪
十
里
卷
春
風　
　

猶な

お
十

じ
ゆ
う

里り

春
し
ゆ
ん

風ぷ
う

に
巻ま

く
に
堪た

え
た
り

○
元
祐
七
年
（
一
〇
九
二
）、
五
十
七
歳
の
作
。

○
晁
无
咎
学
士　

晁
ち
よ
う

補ほ

之し

の
こ
と
。
无
咎
は
そ
の
字
。
蘇
軾
「
新し

ん

城じ
よ
うの

陳
氏
の
園
。
晁
補
之
の
韻
に
次
ぐ
」
詩
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
三

冊
三
六
二
頁
）
の
詩
題
の
注
を
参
照
。
こ
の
時
、
晁
无
咎
は
、
揚
州
通
判
で
あ
っ
た
（『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
四
五
三
、
元
祐
五
年

十
二
月
戊
申
の
記
事
）。
晁
補
之
の
原
詩
の
詩
題
に
「
東
坡
先
生　

移
り
て
広こ

う

陵り
よ
うに

守し
ゆ

た
り
、
詩
を
以
て
往ゆ

き
て
迎む

か

う
。
先
生　

淮わ
い

南な
ん

の

旱ひ
で
りを

以
て
、
書
中
に
虎こ

頭と
う

祈き

雨う

の
法
を
教
う
。
始
め
て
諸
祠
に
走
り
て
、
即
ち
甘か

ん

沢た
く

を
得
た
り
。
因よ

り
て
賀が

を
為な

す
」（『
鶏
肋
集
』
巻

一
三
）
と
あ
り
、
本
詩
の
題
に
「
相
迎
」
と
言
う
の
と
符
合
す
る
。

1
○
少
年
一
句　

晁
新
城
は
、晁
无
咎
の
父
・
晁
端た

ん

友ゆ
う

の
こ
と
。
字
は
君く

ん

成せ
い

。
新
城
県
（
浙
江
省
）
の
令
（
県
長
）
で
あ
っ
た
。
蘇
軾
「
新

城
の
道
中　

二
首
」
そ
の
二
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
二
冊
五
〇
五
頁
）
の
注
を
参
照
。
そ
の
生
卒
年
は
未
詳
で
あ
る
が
、
黄
庭
堅
「
晁
君
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成
の
墓
誌
銘
」（『
黄
庭
堅
全
集
』
巻
三
一
）
に
、
四
十
七
歳
で
没
し
た
と
あ
り
、
ま
た
、
煕
寧
乙
卯
（
一
〇
七
五
）
に
京
師
で
病
臥
し
た

と
あ
る
。
蘇
軾
「
晁
君
成
詩
集
の
引
」（『
蘇
軾
文
集
』
巻
一
〇
）
に
「
乃さ

き

者ご
ろ　

杭
に
官
た
り
。
杭
の
新
城
令

晁
ち
よ
う

君
君く

ん

成せ
い

、
諱
は
端
友
な

る
者
は
、
君
子
人
な
り
。
吾
れ
之こ

れ

と
遊
ぶ
こ
と
三
年
、
其
の
君
子
為た

る
を
知
り
て
、
而
も
其
の
文
と
詩
と
を
能よ

く
す
る
を
知
ら
ず
、
而
も

君
も
亦
た
未
だ
嘗か

つ

て
一
語
も
此
に
及
ぶ
者こ

と

有
ら
ず
」
と
あ
り
、
蘇
軾
が
通
判
と
し
て
杭
州
に
在
っ
た
煕
寧
四
年
（
一
〇
七
一
）
か
ら
七
年

（
一
〇
七
四
）
の
間
に
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
時
に
蘇
軾
三
十
六
～
四
十
歳
、
晁
補
之
は
二
十
歳
前
後
、
そ
の
父
端
友
は
、
蘇

軾
よ
り
十
歳
余
り
年
長
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
2
○
却
掃　

退
い
て
門
前
を
掃
き
き
よ
め
て
お
く
。
門
を
と
ざ
し
て
客
に
会
わ
な
い

こ
と
を
い
う
。
蘇
軾
「
周
長
官
・
李
秀
才
と
径
山
に
遊
ぶ
…
…
二
首
」
そ
の
二
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
三
冊
六
〇
頁
）
の
注
を
参
照
。
○

巻
旆
旌　

は
た
を
卷
く
、
ひ
い
て
は
退
陣
す
る
こ
と
。
1
句
の
注
に
引
く
蘇
軾
の
詩
に
「
散
材　

見
ん
こ
と
を
畏お

そ

る　

林
を
捜さ

ぐ

る
斧
、
疲

馬　

聞
か
ん
こ
と
を
思
う　

旆は
た

を
巻
く
鉦か

ね

」
と
あ
る
、
そ
の
注
を
参
照
。
3
○
談
天
口　

天
を
談
ず
る
口
と
は
、
談
論
の
気
宇
の
き
わ
め

て
壮
大
な
る
を
い
う
。『
蘇
軾
詩
注
解
（
十
九
）』
に
収
め
る
作
品
番
号
一
八
三
七
「
洞
庭
の
春
色　

び
に
引
」
の
注
を
参
照
。
4
○
坐

却
秦
軍　

知
謀
に
よ
っ
て
強
敵
を
退
け
る
こ
と
。
戦
国
時
代
に
、
斉
の
魯
仲
連
が
そ
の
知
謀
に
よ
っ
て
、
趙
を
包
囲
し
た
秦
軍
を
退
却
さ

せ
た
故
事
を
踏
ま
え
る
。『
蘇
軾
詩
注
解
（
十
四
）』
に
収
め
る
作
品
番
号
一
八
〇
六
の
詩
の
注
を
参
照
。
○
発
墨
守　

堅
い
守
り
を
撃
ち

破
る
こ
と
。
墨
守
は
、
春
秋
時
代
、
墨
翟
が
宋
の
城
を
堅
く
守
る
策
を
立
て
た
故
事
に
も
と
づ
く
。
3
句
で
、
晁
端
友
が
、
気
宇
壮
大
な

談
論
を
す
る
才
を
秘
め
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
の
を
う
け
て
、
そ
れ
が
ど
う
い
っ
た
も
の
で
あ
る
か
を
二
つ
の
故
事
を
引
き
合
い
に
し
て

示
し
て
い
る
。
5
○
有
子
一
句　

置
錐
は
、
錐
を
た
て
る
の
が
や
っ
と
と
い
う
く
ら
い
に
わ
ず
か
な
土
地
の
こ
と
。
一
句
は
、『
荘
子
』

盗
跖
篇
に
「
堯
・
舜　

天
下
を
有た

も

つ
も
、
子
孫
に
錘き

り

を
置た

つ
る
の
地
無な

し
」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
、
晁
端
友
が
、
子
孫
の
た
め
に
自
ら
の

地
位
や
財
を
わ
ず
か
も
残
せ
な
か
っ
た
人
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
6
○
虹
霓
一
句　

虹
霓
は
、
虹
。
蘇
軾
「
八
月
十
五
日
に
潮
を

看
る　

五
首
」
そ
の
五
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
二
冊
四
九
頁
）
の
注
を
参
照
。
呑
吐
は
、
呼
吸
す
る
。
一
句
は
、
3 

4
句
で
述
べ
る
よ
う

に
気
宇
壮
大
な
談
論
の
才
を
発
揮
し
た
晁
端
友
が
、
自
ら
の
暮
ら
し
向
き
に
は
頓
着
し
な
か
っ
た
こ
と
を
い
う
。
7
○
太
史
牛
馬
走　

太

史
公
の
僕

し
も
べ

。
司
馬
遷
の
謙
称
。
太
史
は
、
太
史
公
（
司
馬
遷
の
父
・
談だ

ん

を
指
す
）。
牛
馬
走
は
、
走
り
使
い
。
司
馬
遷
「
任じ

ん

少
卿
に
報
ず

る
書
」（『
文
選
』
巻
四
一
）
に
「
太
史
公
の
牛
馬
走
・
司
馬
遷
、
再
拝
し
て
言も

う

す
」
と
あ
る
。
一
句
で
は
、
晁
補
之
を
司
馬
遷
に
擬
え
て
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い
る
。
8
○
厳
徐
一
句　

厳
・
徐
は
、
厳
安
と
徐
楽
。
連
尻

は
、
比
肩
す
る
こ
と
。
漢
の
武
帝
が
、
東と

う

方ぼ
う

朔さ
く

に
対
し
て
、
厳
安
・
徐
楽

を
含
め
、
朝
廷
に
ひ
し
め
く
賢
才
多
数
の
名
を
挙
げ
、
朔
自
身
と
比
べ
て
ど
う
思
う
か
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
東
方
朔
は
、「
股
と
脚
を
結
び
、

尻
と

し
り

を
連
ね
」云
々
と
、比
肩
す
る
も
の
の
喩
え
を
幾
つ
か
示
し
て
み
せ
、自
分
は
そ
の
数
人
分
の
才
を
兼
ね
て
い
る
と
答
え
た（『
漢
書
』

東
方
朔
伝
）。
梁
・
任
昉
「
勅
し
て
七し

ち

夕せ
き

の
詩
を
示
さ
る
る
に
奉
答
す
る
啓
」（『
文
選
』
巻
三
九
）
に
「
晩ば

ん

に
天て

ん

飛ぴ

に
属ぞ

く

し
、
厳げ

ん

・
徐じ

よ

に

比な
ら

び
て
詔
を
待
つ
」
と
あ
る
。『
四
河
入
海
』
巻
一
九
の
三
に
引
く
一
韓
智

の
聞
書
に
「
云
（
フ
コ
コ
ロ
）
ハ
、
厳
・
徐
ガ
輩
ハ
、
司

馬
遷
ナ
ン
ド
ト
肩
ヲ
比な

ら

ベ
テ
踵
ヲ
接
ス
ル
コ
ト
ハ
、エ
セ
マ
イ
ゾ
ト
云
（
フ
）
心
ゾ
」
と
あ
る
。
9
○
裴
回　

徘
徊
。
歩
き
ま
わ
る
こ
と
。

徘
徊
に
作
る
テ
キ
ス
ト
も
あ
る
。『
後
漢
書
』
馮
衍
伝
下
に
「
大
路
に
遵
っ
て
裴
回
し
、孔
徳
を
履
み
て
窈
冥
た
り
」（
孔
徳
は
大
き
い
徳
）

と
あ
る
。
○
相
待　

機
会
を
待
ち
受
け
る
こ
と
。
10
○
枉
尺　

大
き
な
道
（
成
果
）
を
得
ら
れ
る
な
ら
、
少
し
ば
か
り
節
を
屈
す
る
こ
と

な
ど
構
わ
な
い
と
い
う
考
え
方
。『
孟
子
』
滕
文
公
下
篇
に
「
尺せ

き

を
枉ま

げ
て
尋じ

ん

を
直
く
す
」
と
い
う
話
を
引
き
合
い
に
陳
代
が
薦
め
る
処

世
態
度
を
、
孟
子
が
非
難
す
る
話
が
見
え
る
。
蘇
軾
「
兪ゆ

節せ
つ

推す
い

を
送
る
」
詩
（『
合
注
』
巻
一
九
）
に
「
我
が
生　

命め
い

有
ら
ず
、
其
れ
肯あ

え

て
尺せ

き

尋じ
ん

を
枉ま

げ
ん
や
」
と
あ
る
。
一
句
で
は
、
9
句
で
、
晁
補
之
が
な
か
な
か
登
用
さ
れ
ず
足
踏
み
し
て
い
る
か
に
見
え
る
と
述
べ
た
の

を
承
け
て
、
君
（
晁
補
之
）
は
、
成
果
を
達
せ
ら
れ
る
な
ら
、
小
節
を
屈
し
て
も
構
わ
な
い
と
い
う
よ
う
な
生
き
方
を
、
晁
家
、
分
け
て

も
父
・
端
友
か
ら
厳
し
く
戒
め
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
と
述
べ
て
い
る
。
11
○
避
人　

俗
な
世
間
か
ら
離
れ
る
。
蘇
軾
「
普ふ

照
し
よ
う

自よ

り

二に

庵あ
ん

に
遊
ぶ
」
詩
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
二
冊
四
九
八
頁
）
に
「
詩
を
作
っ
て
寄
せ
謝
す　

採さ
い

薇び

の
翁
に
、
本も

と
人
を
避
け
ず　

那な
ん

ぞ
世よ

を
避
け
ん
や
」
と
あ
る
。
○
瀛
洲　

東
海
中
の
三
神
山
の
一
つ
。
仙
界
。
ひ
い
て
、
朝
廷
の
こ
と
。
唐
の
初
め
、
房
玄
齢
・
虞
世
南
な
ど

十
八
名
が
、
そ
の
肖
像
画
を
宮
廷
に
飾
ら
れ
、
文
学
館
学
士
と
し
て
太
宗
に
厚
く
遇
さ
れ
た
。
そ
の
こ
と
が
、
人
々
か
ら
「
登
瀛
洲
」
と

喩
え
ら
れ
た
（『
旧
唐
書
』
褚
亮
伝
）。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
借
り
て
「
去0

瀛
洲
」
と
言
い
、
晁
補
之
が
、
校
書
郎
か
ら
揚
州
通
判
に
転
出

し
た
（『
宋
史
』
の
伝
）
こ
と
を
指
す
。
か
つ
、
そ
れ
が
晁
補
之
自
ら
の
願
い
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
含
意
す
る
か
。
一
韓
智

の

聞
書
に
「
言
（
フ
コ
コ
ロ
）
ハ
、
無
（
无
）
咎　

今
朝
廷
ノ
官
職
ヲ
イ
ヤ
ト
云
（
ヒ
）
テ
捨
（
テ
）
去
（
ッ
）
テ
朝
廷
ヲ
出
（
ヅ
ル
）
ヲ

云
（
フ
）
ゾ
。
朝
廷
ヲ
去
（
ッ
テ
）
我
ニ
随
（
ッ
）
テ
揚
州
辺
マ
デ
来
ル
ゾ
」
と
あ
る
。
12
○
淮
海　

揚
州
一
帯
の
地
。
13
○
夢
中
一
句　

仇
池
は
、
秦
州
（
甘
粛
省
）
付
近
に
あ
る
山
の
名
。
蘇
軾
「
双
石
」
詩
（
詩
人
選
集
『
蘇
軾
』
下
・
五
一
頁
）
の
序
に
「
潁
州
に
在あ

り
し
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日
、
人
の
一
つ
の
官
府
に
住

じ
ゆ
う

せ
ん
こ
と
を
請
い
、
榜
に
「
仇
池
」
と
曰い

え
る
を
夢
み
し
が
、
覚さ

め
て
杜と

子し

美び

の
詩
を
誦
し
た
り
き
」
と
あ

る
。
そ
の
注
を
参
照
。
一
韓
智

の
聞
書
に
「
以
下
ノ
四
句
、
言
（
フ
コ
コ
ロ
）
ハ
、
坡
曽か

つ

テ
夢
ニ
仇
池
ノ
仙
郷
ニ
遊
（
ン
）
デ
、
遂
ニ

真
住
ノ
意
有
（
ル
）
ゾ
。
サ
ル
程
ニ
、
无
咎
ド
ノ
モ
我
ガ
青
霞

ヲ
取
リ
ア
ツ
レ
テ
、
行
カ
ン
ト
ヲ
セ
ラ
ル
レ
ド
モ
、
其
（
レ
）
ハ
ソ
コ

ツ
ナ
コ
ト
ゾ
。
先
（
ヅ
）
帰
（
ツ
）
テ
妻
ト
談
合
ア
レ
ト
云
（
フ
）
ゾ
」
と
あ
る
。
14
○
青
霞
　

霞
で
で
き
た
垂
れ
衣ぎ

ぬ

。
梁
・
江
淹
「
恨

み
の
賦
」（『
文
選
』
巻
一
六
）
に
「
青
霞
の
奇
意
を
鬱う

つ

し
、
修
夜
の
暘あ

け
ざ
る
に
入
る
」
と
あ
り
、
李
善
の
注
に
「
青
霞
の
奇
意
は
、
志

言　

高
き
な
り
」
と
あ
る
。
13
句
で
夢
に
仇
池
を
見
る
と
詠
じ
た
の
を
承
け
て
、
蘇
軾
は
、
仙
境
を
め
ざ
す
志
の
高
さ
を
示
す
衣
を
ま
と

う
者
に
自
ら
を
擬
し
て
い
る
。
15
○
且
須
一
句　

楚
の
荘
王
が
優
孟
を
相

し
よ
う

に
取
り
立
て
よ
う
と
す
る
と
、
優
孟
が
「
帰
り
て
婦
と
之こ

れ

を
計

ら
ん
こ
と
を
請
う
」
と
言
っ
た
（『
史
記
』
滑
稽
伝
）。
一
句
は
、
晁
補
之
に
対
し
て
、
蘇
軾
に
随
伴
し
て
隠
逸
を
め
ざ
す
旅
を
す
る
か
ど

う
か
は
、
奥
さ
ん
と
相
談
し
て
み
な
さ
い
、
と
勧
め
て
い
る
。
16
○
我
本
一
句　

西
南
は
、
蘇
軾
の
故
郷
・
眉
州
眉
山
県
（
四
川
省
）
を

含
む
、宋
の
西
南
一
帯
の
こ
と
。
蘇
軾
が
、西
南
を
帰
路
と
詠
じ
た
例
と
し
て
、蘇
軾
「
九

き
ゆ
う

日じ
つ　

袁
公
済
に
詩
有
り
、其そ

の
韻
に
次
す
」（『
合

注
』
巻
三
二
）
に
「
笑
っ
て
西
南
を
指
す　

是
れ
帰
る
路
、
飛
ぶ
に
倦う

む
弱

じ
や
く

羽う

は
久
し
く
還か

え

ら
ん
こ
と
を
知
る
」
が
あ
る
。
17
○
老
来
一

句　

佐
は
、
側そ

ば

で
勧
め
る
。『
国
語
』
晉
語
に
「
之こ

れ

を
召
し
て
食
を
佐す

す

め
し
む
」
と
あ
り
、
韋
昭
注
に
「
佐
は
、
猶
お
勧
む
る
の
ご
と
し
」

と
あ
る
。
一
句
で
、
蘇
軾
が
、
酒
を
勧
め
て
く
れ
る
人
が
い
な
い
と
歎
じ
る
、
そ
の
人
と
は
、
宴
席
で
貴
人
の
側
近
く
に
侍
っ
て
酒
や
食

事
を
勧
め
る
妓
女
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
後
の
23 
24
句
で
、
春
風
が
巻
き
上
げ
る
珠
簾
の
向
こ
う
に
い
る
は
ず
の
妓
女
の
姿
が
暗
示
さ
れ
る

の
と
係
け
て
解
さ
れ
る
。
18
○
紅
薬　

紅
芍
薬
。
斉
・
謝
脁
「
中
書
省
に
直

ち
よ
く

す
」
詩
（『
文
選
』
巻
三
〇
）
に
「
紅
薬
は
階

き
ざ
は
しに

当
た
り
て

翻
ひ
る
が
えり

、
蒼
苔
は
砌せ

い

に
依よ

り
て
上の

ぼ

る
」
と
あ
る
。
芍
薬
の
花
は
、
初
夏
に
咲
い
て
、
赤
、
白
、
紫
な
ど
数
種
の
も
の
が
あ
り
（『
国
訳
本
草

綱
目
』
草
部
・
芍
薬
）、
と
り
わ
け
、
揚
州
の
芍
薬
は
名
高
く
、
宋
・
王
観
の
『
揚
州
芍
薬
譜
』
に
「
洛
陽
の
牡
丹
、
維
揚
の
芍
薬
」
と

並
称
さ
れ
る
。
○
白
堕　

酒
造
り
の
名
人
の
名
。『
蘇
軾
詩
注
解
（
十
九
）』
に
収
め
る
作
品
番
号
一
八
四
三
の
詩
の
注
を
参
照
。
こ
こ
で

は
、
名
人
の
醸
し
た
酒
を
言
う
。
19 

20
○
毎
到
・
懸
知
二
句　

平
山
堂
は
、
堂
の
名
。
慶
暦
八
年
（
一
〇
四
八
）
二
月
、
欧
陽
修
が
揚
州

の
大
明
寺
の
敷
地
内
に
造
ら
せ
た
（『
輿
地
紀
勝
』
巻
三
七
）。
酔
翁
は
、
欧
陽
修
の
こ
と
。
知
滁
州
の
任
に
あ
っ
た
時
、「
酔
翁
亭
の
記
」

を
著
し
、
酔
翁
と
号
し
た
。『
蘇
軾
詩
注
解
（
十
七
）』
に
収
め
る
作
品
番
号
一
八
二
八
の
詩
の
注
を
参
照
。
懸
知
は
、
遠
い
過
去
・
遠
い
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将
来
の
こ
と
を
あ
り
あ
り
と
目
に
見
え
る
よ
う
に
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
。
二
句
は
、
平
山
堂
に
遊
ぶ
毎ご

と

に
、
堂
を
修
築
し
た
、
今
は
亡
き

欧
陽
修
の
姿
を
あ
り
あ
り
と
思
い
起
こ
す
と
詠
じ
、
晁
補
之
に
向
か
っ
て
、
欧
陽
修
が
没
し
て
か
ら
既
に
二
十
年
、
自
分
が
こ
う
し
て
欧

陽
公
を
思
い
起
こ
す
よ
う
に
、
遠
い
将
来
、
君
が
揚
州
に
遊
ん
だ
時
に
は
、
あ
り
あ
り
と
私
を
思
い
出
し
て
く
れ
る
に
違
い
な
い
、
と
言
っ

て
い
る
。
21 

22
○
路
旁
・
斉
歌
二
句　

笑
相
逢
は
、
じ
ゃ
れ
て
集
ま
る
こ
と
。
晉
の
永
嘉
中
、
襄
陽
に
鎮
し
た
山さ

ん

簡か
ん

が
、
荊
州
の
豪
族
た

ち
の
佳
麗
な
園
池
に
遊
ん
で
は
、
酒
を
飲
ん
で
酩
酊
す
る
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
。
襄
陽
の
童
児
は
、
こ
れ
を
か
ら
か
っ
て
歌
い
は
や
し

た
と
い
う
（『
晉
書
』
山
簡
伝
）。
李
白
「
襄

じ
よ
う

陽よ
う

の
歌
」
に
「
襄
陽
の
小

し
よ
う

児じ　

斉ひ
と

し
く
手
を
拍う

ち
、街
を
攔

さ
え
ぎ

っ
て
争
い
唱う

た

う　

白は
く

銅ど
う

鞮て
い

」（『
李

太
白
全
集
』
巻
七
）
と
あ
る
。
転
頭
は
、
瞬
く
間
。
蘇
軾
「
西
江
月
（
三
た
び
平
山
堂
の
下も

と

に
過よ

ぎ

り
、
…
…
）」
詞
（『
東
坡
楽
府
箋
』
巻

一
）
に
「
言
う
休な

か
れ　

万
事　

頭
こ
う
べ

を
転
じ
て
空む

な

し
と
、
未い

ま

だ
頭
を
転
ぜ
ざ
る
に
時
皆
な
夢
な
り
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
、
白
居
易
「
自
詠
」

詩
（『
白
居
易
集
箋
校
』
巻
三
四
）
に
「
百
年　

手
に
随
い
て
過
ぎ
、
万
事　

頭
を
転
じ
て
空む

な

し
」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
。
二
句
は
、

か
つ
て
蘇
軾
が
唐
の
白
居
易
の
詩
句
を
踏
ま
え
て
詠
じ
た
詞
の
一
節
が
、
揚
州
の
童
児
の
間
で
、
今
に
至
る
ま
で
歌
い
継
が
れ
て
い
る
さ

ま
を
詠
じ
て
い
る
。
23
○
賢
別
駕　

別
駕
は
、
知
事
の
副
官
。
通
判
で
あ
る
晁
補
之
を
指
す
。
一
韓
智

の
聞
書
に
「
言
（
フ
コ
コ
ロ
）

ハ
、
頼

さ
い
わ

（
ヒ
）
ニ
揚
州
ニ
ハ
風
流
ナ
ル
別
駕
ノ
无
咎
ド
ノ
ノ
御
ワ
タ
リ
有
ル
程
ニ
、
十
里
バ
カ
リ
ノ
間
、
美
人
ド
モ
ノ
ヲ
ル
処
ノ
珠
簾
ヲ

捲
（
キ
）
テ
、
遊
（
ブ
）
ベ
キ
ゾ
」
と
あ
る
。
24
○
猶
堪
一
句　

一
句
は
、
杜
牧
「
贈
別　

二
首
」
そ
の
一
（『
樊
川
文
集
』
巻
四
）
に

「
春
風
十
里　

揚
州
の
路み

ち

、珠
簾
を
巻
き
上あ

ぐ
る
も
総す

べ

て
如し

か
ず
」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
。
蘇
軾
「
戯
れ
に
贈
る
」
詩
（『
蘇
東
坡
詩
集
』

第
二
冊
四
〇
三
頁
）
の
注
を
参
照
。
な
お
、
揚
州
、
平
山
堂
、
春
風
の
つ
な
が
り
は
、
蘇
軾
か
ら
欧
陽
修
へ
の
追
慕
を
投
影
し
て
い
よ
う
。

21 

22
句
の
注
に
引
く
蘇
軾
の
詞
に
「
文
章
太
守
を
弔
わ
ん
と
欲
し
て
、
仍
り
て
楊
柳
春
風
を
歌
う
」
と
あ
り
、
そ
の
文
章
太
守
と
は
、
欧

陽
修
が
「
朝
中
措
（
平
山
の
欄
檻　

晴
空
に
倚
り
、
…
…
）」
詞
（『
欧
陽
文
忠
公
集
』
近
体
楽
府
巻
一
）
で
自
ら
を
指
し
た
語
で
あ
り
、

ま
た
、
同
じ
詞
に
「
手
づ
か
ら
堂
前
の
楊
柳
を
種う

う
、
別
来　

幾
た
び
か
春
風
を
度わ

た

る
」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
て
い
る
。

　

若
い
頃
か
ら
私
だ
け
は
晁

ち
よ
う

新し
ん

城じ
よ
う（

端
友
）
ど
の
の
人
柄
を
よ
く
存
じ
上
げ
て
お
り
ま
し
た
、
旗
を
収
め
戦

い
く
さ

を
止や

め
た
軍
隊
さ
な

が
ら
、
門
を
閉
ざ
し
て
世
間
と
の
交
わ
り
を
き
っ
ぱ
り
と
絶
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
心
の
中
に
は
気
宇
広
大
な
話
を
語
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る
器
量
を
そ
な
え
、
ま
さ
に
、
談
笑
の
う
ち
に
手て

強ご
わ

い
秦
の
軍
勢
を
退
け
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
墨ぼ

く

子し

の
手
堅
い
防
禦
策
さ
え
打

ち
破
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
も
の
で
し
た
。

　

そ
の
ご
子
息
に
は
、
錐き

り

を
立
て
る
の
が
せ
い
ぜ
い
の
土
地
さ
え
も
残
さ
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
大
空
に
か
か
る
虹
の
気
を
呑
ん
だ

り
吐
い
た
り
す
る
よ
う
な
盛
ん
な
才
気
を
示
し
て
、
飢
え
も
寒
さ
も
意
に
介
さ
ぬ
あ
り
さ
ま
で
し
た
。
そ
し
て
、
子
息
で
あ
る
あ

な
た
は
、
ま
さ
に
、
か
の
太
史
公
（
司
馬
談
）
の
僕

し
も
べ

に
ふ
さ
わ
し
く
、
厳
安
や
徐
楽
な
ど
は
と
て
も
足
元
に
も
及
ば
な
か
っ
た
の

で
す
。

　

都
み
や
こ

に
在
っ
て
登
用
さ
れ
ず
に
無
聊
の
日
々
を
送
っ
て
い
た
の
は
、
良
き
出
会
い
を
待
っ
て
の
こ
と
と
お
見
受
け
し
ま
す
、「
大

き
な
成
功
が
得
ら
れ
る
な
ら
、
少
し
ば
か
り
節
を
曲
げ
る
の
な
ど
構
わ
な
い
」
な
ど
と
い
う
考
え
方
は
、
あ
な
た
の
お
家
で
は
き

つ
く
戒
め
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
自
ら
願
っ
て
世
間
か
ら
離
れ
て
宮
廷
を
後
に
し
、
私
と
と
も
に
揚
州
の
地
で
老
い
て
ゆ
こ

う
と
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

夢
に
見
る
の
は
仇

き
ゆ
う

池ち

の
千
仞
の
巌

い
わ
お

、
そ
ん
な
私
の
青
霞
の
垂
れ
衣ぎ

ぬ

を
手
に
取
っ
て
、
隠
逸
を
め
ざ
す
供
を
し
よ
う
と
ご
希
望
で

す
。ま
ず
は
ご
自
宅
へ
帰
っ
て
奥
様
に
相
談
な
さ
い
、私
に
と
っ
て
は
も
と
も
と
西
南
の
か
た
は
故
郷
へ
の
帰
り
路み

ち

な
の
で
す
か
ら
。

　

年
を
と
っ
た
こ
の
頃
は
、
酒
を
飲
む
に
も
お
相
伴
し
て
も
ら
う
こ
と
も
な
く
、
独ひ

と

り
赤
い
芍
薬
の
花
を
伴と

も

と
し
て
白は

く

堕だ

の
名
酒

を
傾
け
る
ば
か
り
で
す
。
平
山
堂
を
訪
れ
る
た
び
、
酔す

い

翁お
う

（
欧
陽
修
）
ど
の
の
こ
と
を
懐
か
し
く
思
い
出
す
私
で
す
が
、
い
ず
れ

は
あ
な
た
が
私
の
こ
と
を
こ
の
よ
う
に
思
い
出
し
て
く
れ
る
の
で
し
ょ
う
。

　

道
端
で
子
ど
も
た
ち
が
じ
ゃ
れ
な
が
ら
集
ま
っ
て
、「
す
べ
て
は
あ
っ
と
い
う
間
に
消
え
て
し
ま
う
」
と
歌
っ
て
い
ま
す
。
あ

り
が
た
い
こ
と
に
風
流
の
わ
か
る
頼
も
し
い
副
知
事
ど
の
が
い
ら
し
た
の
で
、
春
風
が
揚
州
の
街
十
里
の
珠
簾
を
吹
き
揚
げ
て
揚

州
の
綺
麗
ど
こ
ろ
を
堪
能
さ
せ
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。
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