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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
。

田
国
博　

石
炭
の
詩
を
示
さ
る
。「
剣
を
鋳
て
佞
臣
を
斬
ら
ん
」
の

句
有
り
、
次
韻
し
て
之
に
答
う
（
〇
九
三
六
）

郡
中
の
同
僚
の
雨
を
賀
す
る
に
答
う
（
〇
九
三
七
）

徐
州
を
罷
め
て
南
京
に
往
か
ん
と
し
、
馬
上
に
筆
を
走
ら
せ
て
子
由

に
寄
す　

五
首　

そ
の
二
・
そ
の
三
・
そ
の
五
（
〇
九
四
〇
・
〇
九

四
一
・
〇
九
四
三
）

曹
九
章
が
贈
ら
る
る
に
次
韻
す
（
一
二
〇
五
）

泗
州
の
孫
景
山
が
西
軒
に
書
す
（
〇
九
四
六
）

　
　
　
　

〇
九
三
六
（
施
一
六
─
二
四
）

　
　
　
　

田
國
博
見
示
石
炭
詩
有
鑄
劍
斬
佞
臣
之
句
次

答
之

　
　
　
　
　

�

田で
ん

国こ
く

博は
く　

石せ
き

炭た
ん

の
詩し

を
示し
め

さ
る
。「
剣け
ん

を
鋳い

て
佞ね
い

臣し
ん

を

斬き

ら
ん
」
の
句く

有あ

り
、
次じ

韻い
ん

し
て
之こ
れ

に
答こ
た

う

1　

楚
山
鐵
炭
皆
奇
物　
　
　

楚そ

山ざ
ん

の
鉄て
つ

炭た
ん　

皆み

な
奇き

物ぶ
つ

2　

知
君
欲
斫
姦
邪
窟　
　
　

�

知し

ん
ぬ　

君き
み

が
姦か
ん

邪じ
や

の
窟く
つ

を
斫き

ら
ん

と
欲ほ
つ

す
る
こ
と
を

3　

屬
鏤
無
眼
不
識
人　
　
　

�

属し
よ

鏤く
る　

眼め

無な

く
し
て
人ひ
と

を
識し

ら
ず

4　

楚
國
何
曾
斬
無
極　
　
　

�

楚そ

国こ
く　

何な
ん

ぞ
曽か
つ

て
無む

極き
よ
く

を
斬き

ら
ん

5　

玉
川
狂
直
古
遺
民　
　
　

�

玉ぎ
よ
く

川せ
ん

が
狂き
よ
う

直ち
よ
く

な
る
は
古
い
に
し
え

の
遺い

民み
ん

6　

救
月
裁
詩
語
最
眞　
　
　

�

月つ
き

を
救す
く

い
詩し

を
裁さ
い

し
て　

語ご　

最も
つ
と

も

蘇
軾
詩
注
解
補
（
五
）

西　

岡　
　
　

淳

山　

本　

和　

義

南 

山 

読 

蘇 

会
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真し
ん

な
り

7　

千
里
妖
蟇
一
寸
鐵　
　
　

�

千せ
ん

里り

の
妖よ
う

蟇ま　

一い
つ

寸す
ん

の
鉄て
つ

8　

地
上
空
愁
蟣
蝨
臣　
　
　

�

地ち

上じ
よ
う　

空む
な

し
く
愁う
れ

う　

蟣き

蝨し
つ

の
臣し
ん

元
豊
二
年
（
一
〇
七
九
）、
四
十
四
歳
の
作
。
時
に
知
徐
州
と
し
て

徐
州
に
在
っ
た
。

○
田
国
博　

こ
の
と
き
徐
州
通
判
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
田
姓
の
人

物
。
国
博
は
国
子
監
博
士
の
こ
と
。『
蘇
軾
詩
注
解
補
（
二
）』
に
収

め
る
作
品
番
号
〇
九
一
〇
の
詩
の
注
を
参
照
。田
国
博
の
元
の
詩
は
、

詩
題
に
引
く
一
句
以
外
は
伝
わ
ら
な
い
。○
石
炭
詩　

こ
れ
よ
り
先
、

蘇
軾
は
徐
州
に
お
い
て
「
石
炭　

幷な
ら

び
に
引
」
と
題
す
る
詩
を
作
っ

て
い
る
（『
蘇
軾
詩
注
解
補
（
二
）』
に
収
め
る
作
品
番
号
〇
九
一
七

の
詩
）。
○
斬
佞
臣　
『
漢
書
』
朱
雲
伝
に
、「
臣　

願
わ
く
は
、
尚し

よ
う

方ほ
う

の
斬ざ

ん

馬ば

剣け
ん

を
賜
わ
り
て
、
佞
臣
一
人
を
断
ち
て
以
て
其
の
余
を
厲は

げ

ま
さ
ん
」
と
あ
る
。

1
○
楚
山　

徐
州
は
、
戦
国
時
代
に
は
楚
に
属
し
た
。
秦
で
は
泗
水

郡
が
置
か
れ
た
が
、
そ
の
後
に
項
羽
は
西
楚
の
霸
王
と
号
し
、
そ
の

地
に
都
を
置
い
た
（『
太
平
寰
宇
記
』
巻
一
五
）。
そ
う
し
た
歴
史
的

背
景
か
ら
、
徐
州
の
山
を
楚
山
と
称
す
る
。「
石
炭
」
詩
（
詩
題
の

注
を
参
照
）
の
引
に
は
、
徐
州
で
得
ら
れ
た
石
炭
と
鉄
に
よ
っ
て
刀

剣
を
鋳
た
こ
と
を
、「
州
の
西
南
の
白は

く

土ど

鎮ち
ん

の
北
に
獲え

た
り
、
鉄
を

冶や

し
て
兵
を
作
る
に
、犀さ

い

利り

な
る
こ
と
常
に
勝
る
と
云
う
」
と
記
す
。

○
奇
物　

世
に
め
ず
ら
し
い
も
の
。『
史
記
』
呂
不
韋
伝
に
、「
五
百

金
を
以
て
奇
物
・
玩
好
を
買
う
」
と
あ
る
。
2
○
姦
邪　

よ
こ
し
ま

な
こ
と
。
ま
た
、
悪
人
。『
管
子
』
形
勢
解
に
、「
故ゆ

え

に
姦
邪
日ひ

に
多

く
し
て
、
人
主
愈
い
よ
蔽お

お

わ
る
」
と
あ
る
。
○
窟　

人
や
物
の
集
ま

る
と
こ
ろ
。「
将ま

さ

に
湖
州
に
之ゆ

か
ん
と
し
て
、
戯
れ
に
莘し

ん

老ろ
う

に
贈
る
」

詩
の
注
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
二
冊
四
〇
五
頁
）
を
参
照
。
3�

4
○

属
鏤
・
楚
国
二
句　

属
鏤
は
、
名
剣
の
名
。
春
秋
時
代
、
楚
の
伍ご

子し

胥し
よ

の
父
で
あ
る
伍ご

奢し
よ

は
、
楚
の
平
王
の
太
子
建け

ん

に
太た

い

傅ふ

と
し
て
仕
え

た
が
、少し

よ
う

傅ふ

の
費ひ

無む

極き
よ
く（『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
二
十
年
の
表
記
。『
史

記
』
で
は
費
無
忌0

）
に
讒
言
さ
れ
、長
子
の
尚し

よ
う

と
と
も
に
殺
さ
れ
た
。

ひ
と
り
楚
を
逃
れ
た
伍
子
胥
は
、
後
に
呉
王
闔こ

う

廬り
よ

に
仕
え
て
楚
を
討

つ
が
、
そ
の
後
に
な
っ
て
越
王
勾こ

う

踐せ
ん

に
買
収
さ
れ
た
太た

い

宰さ
い

の
伯は

く

嚭ひ

の

讒
言
を
被
り
、
闔
廬
か
ら
名
剣
属
鏤
を
賜
っ
て
自
剄
し
て
死
ん
だ

（『
史
記
』
伍
子
胥
伝
）。
5
○
玉
川　

唐
の
盧ろ

仝ど
う

の
号
（
玉ぎ

よ
く

川せ
ん

子し

）。

○
狂
直　

周
囲
を
は
ば
か
ら
ず
に
正
し
さ
を
通
そ
う
と
す
る
こ
と
。

『
漢
書
』
朱
雲
伝
に
、「
此
の
臣
は
素も

と

よ
り
狂
直
を
世
に
著あ

ら
わ

す
」
と
あ
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る
。な
お
、こ
の
く
だ
り
は
詩
題
の
注
に
引
い
た
一
節
と
と
も
に
、「
折

檻
」
の
故
事
の
一
部
を
な
す
。
6
○
救
月
一
句　

盧
仝
が
「
月
蝕
詩
」

（『
玉
川
子
詩
集
』
巻
一
）
を
作
り
、
月
蝕
を
、
月
（
天
子
の
喩
え
）

が
蝦が

蟇ま

の
精
に
呑
ま
れ
る
こ
と
に
見
立
て
て
、
当
時
の
逆
臣
ら
を
批

判
し
た
こ
と
。『
唐
才
子
伝
』
巻
五
に
、「
元
和
の
間
、
月つ

き

蝕
す
。
仝　

詩
を
賦
し
、
意
に
当
時
の
逆
党
を
切せ

つ

す
。（
韓
）
愈
は
極
め
て
工
と

称
す
る
も
、
余
人
は
稍よ

う
や

く
之
を
恨
む
」
と
あ
る
。
裁
詩
は
、
詩
を
作

る
。
杜
甫
「
江
亭
」
詩
に
、「
故
林　

帰
る
こ
と
未
だ
得
ず
、
悶も

ん

を

排
し
強
い
て
詩
を
裁
す
」
と
あ
る
。
7�
8
○
千
里
・
地
上
二
句　

盧
仝
「
月
蝕
詩
」
に
、「
古
老
の
説
く
を
伝
聞
す
、
月
を
蝕
す
る
蝦

蟇
の
精
、
径け

い

円え
ん

千
里　

汝
が
腹
に
入
る
と
、
汝
が
此
の
痴ち

骸が
い　

阿た

誰れ

か
生
ぜ
し
、
…
…
地
上
の
蟣
蝨
の
臣
仝ど

う　

帝
天
皇
に
告こ

く

愬そ

す
、
臣
が

心
に
鉄
の
一
寸
な
る
有
り
、
妖
蟇
が
痴
腸
を
刳え

ぐ

る
可べ

し
、
上
天　

臣

が
為
に
梯て

い

磴と
う

を
立
て
ず
ん
ば
、
臣
が
血
肉
の
身
、
上
天
に
飛
ん
で
天

光
を
揚
ぐ
る
に
由よ

し

無
し
」（
梯
は
、
は
し
ご
。
磴
は
、
い
し
ば
し
）

と
あ
る
。
差
し
渡
し
千
里
の
蝦
蟇
の
精
に
対
し
て
、
盧
仝
は
シ
ラ
ミ

の
よ
う
に
卑
小
な
存
在
で
は
あ
る
が
、身
に
は
寸
鉄
を
帯
び
て
お
り
、

天
帝
に
対
し
て
、
月
ま
で
の
道
を
つ
け
て
蝦
蟇
を
討
た
せ
て
ほ
し
い

と
願
う
こ
の
一
節
を
ふ
ま
え
る
。

　

こ
こ
楚
山
は
鉄
と
石
炭
が
良
質
な
の
で
、
あ
な
た
が
「
剣
を
鍛
え

て
姦
邪
の
巣
窟
を
一
掃
せ
ん
」
と
う
た
う
の
も
頷
け
る
。
い
に
し
え

の
属し
よ
く

鏤る

の
剣
に
は
眼
が
無
か
っ
た
の
で
、
相
手
を
見
極
め
る
こ
と
も

で
き
ず（
に
忠
臣
の
伍
子
胥
の
命
を
奪
い
）、楚
の
国
で
は
つ
い
ぞ（
奸

臣
の
）
費
無
極
が
斬
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

　

盧ろ

玉ぎ
よ
く

川せ
ん（

仝ど
う

）
は
剛
直
で
古
人
の
風
が
あ
り
、月
を
救
お
う
と
作
っ

た
詩
の
こ
と
ば
に
は
真
の
情
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。「
大
い
な
る
ガ

マ
に
小
さ
な
鉄
の
武
器
、
せ
ん
方
な
く
地
上
で
愁
う
シ
ラ
ミ
の
臣
」

と
い
う
ふ
う
に
。

　
　
　
　

〇
九
三
七
（
施
一
六
─
二
五
）

　
　
　
　

答
郡
中
同
僚
賀
雨

　
　
　
　
　

郡ぐ
ん

中ち
ゆ
う

の
同ど
う

僚り
よ
う

の
雨あ
め

を
賀が

す
る
に
答こ
た

う

1　

水
旱
行
十
年　
　
　

水す
い

旱か
ん　

行ゆ

く
ゆ
く
十じ
ゆ
う

年ね
ん

2　

飢
疫
遍
九
土　
　
　

飢き

疫え
き　

九き
ゆ
う

土ど

に
遍あ
ま
ね

し

3　

奇
窮
所
向
惡　
　
　

奇き

窮き
ゆ
う　

向む

か
う
所と
こ
ろ

悪あ

し

4　

歲
歲
祈
晴
雨　
　
　

歳さ
い

歳さ
い　

晴せ
い

雨う

を
祈い
の

る

5　

雖
非
爲
己
求　
　
　

己お
の
れ

が
為た
め

に
求も
と

む
る
に
非あ
ら

ず
と
雖い
え
ど

も
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6　

重
請
終
愧
古　
　
　

請こ

う
を
重お
も

ん
ず
る
は
終つ
い

に
古
い
に
し
え

よ
り
愧は

ず

7　

鬼
神
亦
知
我　
　
　

鬼き

神し
ん

も
亦ま

た
我わ
れ

を
知し

ら
ん

8　

老
病
入
腰
膂　
　
　

老ろ
う

病び
よ
う　

腰よ
う

膂り
よ

に
入い

る

9　

何
曾
拜
向
人　
　
　

何な
ん

ぞ
曽か
つ

て
拝は
い

し
て
人ひ
と

に
向む

か
わ
ん

10　

此
意
難
不
許　
　
　

此こ

の
意い　

許ゆ
る

さ
ざ
る
こ
と
難か
た

し

11　

重
雲
萋
已
合　
　
　

重ち
よ
う

雲う
ん　

萋せ
い

と
し
て
已す
で

に
合が
つ

し

12　

微
潤
先
流
礎　
　
　

微び

潤じ
ゆ
ん　

先ま

ず
礎
い
し
ず
え

に
流な
が

る

13　

蕭
蕭
止
還
作　
　
　

蕭し
よ
う

蕭し
よ
う

と
し
て
止や

ん
で
還ま

た
作お
こ

り

14　

坐
聽
及
三
鼓　
　
　

坐ざ

し
て
聴き

い
て
三さ
ん

鼓こ

に
及お
よ

ぶ

15　

天
明
將
吏
集　
　
　

天て
ん

明め
い　

将ま
さ

に　

吏り　

集あ
つ

ま
り

16　

泥
土
滿
靴
屨　
　
　

泥で
い

土ど　

靴か

屨く

に
満み

つ

17　

登
城
望
麰
麥　
　
　

城し
ろ

に
登の
ぼ

り
て　

麰ぼ
う

麦ば
く

を
望の
ぞ

め
ば

18　

綠
浪
風
掀
舞　
　
　

緑り
よ
く

浪ろ
う　

風か
ぜ

に
掀き
ん

舞ぶ

す

19　

愧
我
賢
友
生　
　
　

愧は

ず　

我わ

が
賢け
ん

友ゆ
う

生せ
い

20　

雄
篇
鬪
新
語　
　
　

雄ゆ
う

篇へ
ん　

新し
ん

語ご

を
闘た
た
か

わ
し
む

21　

君
看
大
熟
歲　
　
　

君き
み

看み

よ　

大た
い

熟じ
ゆ
く

の
歳と
し

22　

風
雨
占
十
五　
　
　

風ふ
う

雨う　

十じ
ゆ
う

に
五ご

を
占し

む

23　

天
地
本
無
功　
　
　

天て
ん

地ち　

本も

と
功こ
う

無な

し

24　

祈
禳
何
足
數　
　
　

祈き

禳じ
よ
う　

何な
ん

ぞ
数か
ぞ

う
る
に
足た

ら
ん

25　

渡
河
不
入
　
　
　

河か
わ

を
渡わ
た

り
境き
よ
う

に
入い

ら
ざ
る
も

26　

未
若
無
蝗
虎　
　
　

未い
ま

だ
蝗こ
う

虎こ

無な

き
に
若し

か
ず

27　

而
況
刑
白
鵝　
　
　

而し

るか

を
況い
わ

ん
や
白は
く

鵝が

を
刑け
い

す
る
を
や

28　

下
策
君
勿
取　
　
　

下か

策さ
く　

君き
み

取と

る
こ
と
勿な

か
れ

元
豊
二
年
（
一
〇
七
九
）、
四
十
四
歳
の
作
。

1
○
水
旱　

大
水
と
日
照
り
。『
荘
子
』
秋
水
篇
に
、「
春
秋
に
も
変

ぜ
ず
、
水
旱
を
も
知
ら
ず
」
と
あ
る
。
2
○
九
土　

九
州
に
同
じ
。

太
古
、
中
国
が
九
つ
の
州
に
分
け
ら
れ
た
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
中

国
全
土
の
こ
と
。
左
思
「
蜀
都
の
賦
」（『
文
選
』
巻
四
）
に
、「
九

土
の
星せ

い

分ぶ
ん

に
は
、
万
国
錯ま

じ

わ
り
跱た

つ
」
と
あ
る
。
3
○
奇
窮　

不
幸

せ
な
こ
と
。
不
運
。
奇
は
、
数
奇
（
運
命
が
く
い
ち
が
う
）
の
意
。

蘇
軾
以
前
に
用
例
を
見
な
い
。
4
○
歳
歳
一
句　

こ
の
と
き
以
前
、

蘇
軾
が
晴
ま
た
は
雨
を
祈
っ
た
主
な
事
例
を
以
下
に
挙
げ
る
。
煕
寧

六
年
（
一
〇
七
三
）
七
月
立
秋
、
杭
州
の
上
天
竺
寺
で
祈
雨
（『
蘇

軾
年
譜
』
上
冊
二
五
六
頁
）、
煕
寧
八
年
（
一
〇
七
五
）
四
月
初
、

密
州
の
常
山
で
祈
雨
（
同
三
一
二
頁
）。
煕
寧
九
年
（
一
〇
七
六
）

五
月
、同
じ
く
密
州
の
常
山
で
祈
雨（
同
三
三
三
頁
）。
煕
寧
十
年（
一

〇
七
七
）
六
月
、
徐
州
の
漢
高
帝
廟
に
て
祈
晴
（
同
三
六
四
頁
。
こ
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の
年
の
八
月
に
は
黄
河
の
水
が
溢
れ
て
徐
州
に
及
ん
だ
）。
元
豊
元

年
（
一
〇
七
八
）
三
月
、
徐
州
の
石
潭
に
て
祈
雨
（
同
三
九
二
頁
）。

同
年
十
二
月
に
は
、
徐
州
の
霧
猪
泉
に
て
雪
を
祈
っ
て
い
る
（
同
四

一
三
頁
）。
こ
れ
以
外
に
蝗
害
を
除
く
べ
く
祈
り
を
さ
さ
げ
た
例
も

あ
り
、
こ
の
句
に
言
う
と
こ
ろ
は
略
ぼ
事
実
に
近
い
。
6
○
重
請　

『
春
秋
穀
梁
伝
』
定
公
元
年
に
、「
雩う

」（
雨
乞
い
）
に
関
連
し
て
以

下
の
記
述
が
あ
る
。「
雩
な
る
者
は
、
旱
の
為
に
求
む
る
者
な
り
。

求
と
は
、
請
な
り
。
古
の
人
は
、
請
を
重
ん
ず
。
何
ぞ
請
を
重
ん
ず

る
か
。
人
の
人
為た

る
所
以
は
、
譲
な
り
。
道
を
請
い
て
譲
を
去
る
な

り
。
則
ち
是
れ
其
の
人
為た

る
所
以
を
舎す

つ
る
な
り
。
是こ

こ

を
以
て
之
を

重
ん
ず
。
…
…
夫
れ
請
な
る
者
は
、
詒い

託た
く

し
て
往
く
可べ

き
に
非
ざ
る

な
り
。
必
ず
之
を
親
し
く
す
る
者
な
り
。
是
を
以
て
之
を
重
ん
ず
」。

8
○
腰
膂　

腰
と
背
骨
。
10
○
難　

瑞
渓
周
鳳
は
、「
難
ノ
字
ハ
、

許
サ
ザ
ル
ヲ
以
テ
憚
ル
ト
為
ス
ナ
リ
」（『
四
河
入
海
』
巻
七
の
二
）

と
い
う
。
11
○
萋　

萋
萋
は
、
雲
の
な
が
れ
る
さ
ま
。『
詩
経
』
小

雅
（
甫
田
之
什
）「
大た

い

田で
ん

」
に
、「
渰え

ん

と
し
て
萋
萋
た
る
有
り
、
雨
を

興お
こ

す
こ
と
祁き

祁き

た
り
」
と
あ
り
、毛
伝
に
、「
萋
萋
は
、雲
の
行
く
貌
」

と
あ
る
。
12
○
微
潤
一
句　

礎
は
、
建
物
の
柱
の
い
し
ず
え
。『
淮

南
子
』
説
林
訓
に
、「
山
雲
蒸む

せ
ば
、
柱ち

ゆ
う

礎そ

潤
う
」
と
あ
る
。
13
○

蕭
蕭　

雨
が
も
の
さ
び
し
く
ふ
る
音
の
形
容
。「
九
月
中
に
曽
て
二

小
詩
を
南
渓
の
竹
上
に
題
す
…
…
」
詩
の
注
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第

一
冊
五
六
一
頁
）
を
参
照
。
14
○
三
鼓　

三
更
の
こ
と
。
今
の
午
前

零
時
の
前
後
二
時
間
ほ
ど
（
季
節
に
よ
り
長
さ
は
異
な
る
）。
17
○

麰
麥　

大
麦
。
18
○
緑
浪
一
句　

風
が
麦
畑
を
吹
き
わ
た
り
、
麦
を

な
び
か
せ
る
さ
ま
を
う
た
う
。
柳
宗
元
「
黄こ

う

鸝り

を
聞
く
」
詩
（『
柳

河
東
集
』
巻
四
三
）
に
、「
目　

千
里
を
極
む
れ
ば
山
河
無
く
、
麦ば

く

芒ぼ
う　

天
に
際ま

じ

わ
っ
て
青
波
を
揺
ら
す
」
と
あ
る
。
21
○
大
熟　

穀
物

が
よ
く
実
る
こ
と
。『
尚
書
』
金き

ん

縢と
う

に
、「
歳
則す

な
わ

ち
大
い
に
熟み

の

る
」
と

あ
る
。
22
○
風
雨
一
句　
『
論
衡
』
是
応
篇
に
、「
儒
者
は
太
平
の
瑞

応
を
論
じ
、
…
…
風　

条え
だ

を
鳴
ら
さ
ず
、
雨　

塊
つ
ち
く
れ

を
破
ら
ず
、
五

日
に
一
た
び
風か

ぜ
ふ

き
、
十
日
に
一
た
び
雨あ

め
ふ

る
を
言
う
」
と
あ
る
。
24
○

祈
禳　

福
を
祈
り
禍
を
は
ら
う
。『
漢
書
』
孔
光
伝
に
、「
俗
の
祈
禳

の
小し

よ
う

数す
う

、
終つ

い

に
天
に
応
じ
て
異
を
塞ふ

さ

ぎ
、
禍
を
鎖と

ざ

し
て
福
を
興お

こ

す
に

益え
き

無
き
は
、
較こ

う

然ぜ
ん

と
し
て
甚
だ
明
ら
か
に
し
て
、
疑
惑
す
可べ

き
こ
と

無
し
」（
小
数
は
、
つ
ま
ら
ぬ
わ
ざ
）
と
あ
る
。
25�

26
○
渡
河
・
未

若
二
句　

後
漢
の
宋
均
が
九
江
太
守
と
な
っ
た
と
き
、
虎
が
民
を
害

す
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
こ
れ
を
捕
獲
す
る
た
め
の
罠
が
仕
掛
け
ら

れ
て
い
た
。宋
均
は
、「
野
に
獣
が
在
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
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民
に
患わ

ざ
わ

い
を
為
す
の
は
む
し
ろ
残
酷
な
役
人
で
あ
る
。
苦
労
し
て
虎

を
捕
ら
え
る
の
は
、
憂
え
憐
れ
む
道
に
反
し
て
い
る
。
貪
欲
な
役
人

を
退
け
て
善
良
な
役
人
を
用
い
る
よ
う
心
が
け
、
虎
の
た
め
の
罠
や

捕
獲
の
た
め
の
強
制
労
働
を
廃
す
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
っ
た
。
そ

の
後
、
虎
は
東
の
か
た
長
江
を
渡
っ
て
去
り
、
イ
ナ
ゴ
は
九
江
の
境

ま
で
来
る
と
東
西
に
散
じ
て
去
っ
た
と
い
う
（『
後
漢
書
』
宋
均
伝
）。

但
し
、
こ
の
故
事
で
虎
が
渡
っ
た
の
は
長
江
で
、
黄
河
（
渡
河0

）
で

は
な
い
。『
後
漢
書
』
劉り

ゆ
う

昆こ
ん

伝
に
は
、
劉
昆
が
弘
農
太
守
と
な
っ
た

と
き
、
駅
道
に
虎
の
害
が
多
く
、
人
の
行
き
来
を
妨
げ
た
が
、「
昆　

政
を
為
す
こ
と
三
年
、
仁じ

ん

化か

大
い
に
行
わ
れ
、
虎
は
皆
な
子
を
負お

い

て
河
を
度わ

た

る
」
と
の
記
述
が
み
え
る
。
27
○
刑
白
鵝　

宋
代
に
は
、

ガ
チ
ョ
ウ
の
頸
を
切
っ
て
血
を
抜
き
、
こ
れ
を
供
え
て
雨
を
祈
る
風

習
が
あ
っ
た
。「
舒じ

よ

堯ぎ
よ
う

文ぶ
ん

が
雪
を
霧む

猪ち
よ

泉せ
ん

に
祈
る
に
次
韻
す
」詩（『
蘇

軾
詩
注
解
補
（
二
）』）
の
注
を
参
照
。
28
○
下
策　

最
低
の
方
策
。

漢
の
賈か

譲じ
よ
う

が
黄
河
の
治
水
に
つ
い
て
献
策
し
た
と
き
、
上
・
中
・
下

の
三
策
を
挙
げ
た
こ
と
に
基
づ
く
（『
漢
書
』
溝
洫
志
）。「
郡
の
東

北
の
荊
山
の
下も

と

、
溝こ

う

畎け
ん

を
以
て
水
を
積
む
可べ

し
と
言
う
も
の
有
り

…
…
」
詩
の
注
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
四
冊
三
八
〇
頁
）
を
参
照
。

　

水
害
や
旱
魃
に
十
年
近
く
苦
し
め
ら
れ
て
、
飢
え
と
疫
病
が
天
下

に
蔓
延
し
て
い
る
。
人
並
み
外
れ
て
不
運
な
私
で
あ
る
か
ら
、
行
く

先
々
で
よ
く
な
い
こ
と
ば
か
り
起
こ
っ
て
、
毎
年
の
よ
う
に
長
雨
に

は
晴
天
を
、
旱
魃
に
は
降
雨
を
祈
っ
て
き
た
。
自
分
の
た
め
に
す
る

の
で
は
な
い
と
は
い
え
、
人
事
を
尽
く
さ
ず
し
て
神
頼
み
を
第
一
に

す
る
と
い
う
の
は
、
昔
か
ら
恥
ず
べ
き
こ
と
だ
。
腰
を
痛
め
た
老
い

ぼ
れ
が
、（
そ
の
痛
さ
ゆ
え
に
）
人
を
拝
し
た
こ
と
も
な
い
の
に
（
今

こ
こ
に
拝
す
る
と
あ
っ
て
は
）、鬼
神
も
そ
の
願
い
を
拒
み
に
く
か
っ

た
と
み
え
る
。

　

幾
重
に
も
か
さ
な
っ
た
雲
が
や
っ
て
来
て
空
を
お
お
っ
た
か
と
思

う
と
、
柱
の
礎
が
か
す
か
に
湿
り
は
じ
め
る
。
止
ん
だ
か
と
思
え
ば

ま
た
し
と
し
と
と
降
り
だ
し
て
、
夜
更
け
ま
で
そ
の
雨
音
に
じ
っ
と

聞
き
入
っ
た
。
夜
が
明
け
る
と
履
き
物
を
泥
だ
ら
け
に
し
て
役
人
た

ち
が
集
ま
っ
て
く
る
。
城
壁
に
登
っ
て
麦
畑
を
眺
め
や
れ
ば
、
緑
の

波
が
風
に
な
び
い
て
舞
い
上
が
る
よ
う
だ
。

　

わ
が
す
ぐ
れ
た
友
人
た
ち
が
、
新
奇
な
語
を
競
っ
て
雨
を
賀
す
る

立
派
な
詩
を
作
っ
て
く
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
私
は
恥
ず
か
し
く
思

う
。
ご
存
知
の
よ
う
に
、豊
作
の
年
に
は
十
日
に
い
ち
ど
雨
が
降
り
、

五
日
に
い
ち
ど
風
が
吹
く
。
も
と
も
と
天
地
自
然
は
何
か
の
た
め
に
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働
く
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
人
が
祈
禱
を
す
る
と
し
て
も
取

る
に
足
ら
ぬ
こ
と
な
の
だ
。（
仁
政
が
行
わ
れ
る
と
）虎
が
川
を
渡
っ

て
去
り
、
イ
ナ
ゴ
は
国
境
に
入
っ
て
こ
な
い
、
な
ど
と
は
い
う
が
、

そ
ん
な
も
の
は
最
初
か
ら
い
な
い
の
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。
ま
し

て
罪
も
な
い
白
の
ガ
チ
ョ
ウ
を
生
け
贄
に
す
る
な
ど
と
い
う
最
低
の

策
を
と
っ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。

　
　
　
　

�

〇
九
四
〇
・
〇
九
四
一
・
〇
九
四
三
（
施
一
六
─
二
七
・

二
八
・
三
〇
）

　
　
　
　

罷
徐
州
往
南
京
馬
上
走
筆
寄
子
由
五
首

　
　
　
　
　

�

徐じ
よ

州し
ゆ
う

を
罷や

め
て
南な
ん

京け
い

に
往ゆ

か
ん
と
し
、
馬ば

上じ
よ
う

に
筆ふ
で

を
走は
し

ら
せ
て
子し

由ゆ
う

に
寄よ

す　

五ご

首し
ゆ

　
　
　
　
　

〇
九
四
〇
（
施
一
六
─
二
七
）

　
　
　
　
　

そ
の
二

1　

父
老
何
自
來　
　
　

父ふ

老ろ
う　

何い
ず

れ
自よ

り
か
来き

た
る

2　

花
枝
裊
長
紅　
　
　

花か

枝し　

長ち
よ
う

紅こ
う

に
裊た
わ

む

3　

洗
盞
拜
馬
前　
　
　

盞
さ
か
ず
き

を
洗あ
ら

い
て
馬ば

前ぜ
ん

に
拝は
い

し

4　

請
壽
使
君
公　
　
　

寿じ
ゆ

を
使し

君く
ん

公こ
う

に
請こ

う

5　

前
年
無
使
君　
　
　

前ぜ
ん

年ね
ん　

使し

君く
ん

無な

く
ん
ば

6　

魚
鼈
化
兒
　
　
　

魚ぎ
よ

鼈べ
つ　

児じ

童ど
う

を
化か

せ
ん

7　

擧
鞭
謝
父
老　
　
　

鞭む
ち

を
挙あ

げ
て
父ふ

老ろ
う

に
謝し
や

す

8　

正
坐
使
君
窮　
　
　

正ま
さ

に
使し

君く
ん

の
窮き
ゆ
う

に
坐よ

る

9　

窮
人
命
分
惡　
　
　

窮き
ゆ
う

人じ
ん　

命め
い

分ぶ
ん　

悪あ

し

10　

所
向
招
災
凶　
　
　

向む

か
う
所と
こ
ろ　

災さ
い

凶き
よ
う

を
招ま
ね

く

11　

水
來
非
吾
過　
　
　

水み
ず

の
来き

た
る
も
吾わ

が
過と
が

に
非あ
ら

ず

12　

去
亦
非
吾
功　
　
　

去さ

る
も
亦ま

た
吾わ

が
功こ
う

に
非あ
ら

ず

元
豊
二
年
（
一
〇
七
九
）、
四
十
四
歳
の
作
。
時
に
徐
州
（
江
蘇
省
）

知
事
よ
り
湖
州
（
浙
江
省
）
に
転
任
を
命
ぜ
ら
れ
、
赴
任
途
中
に
蘇

轍
の
い
る
南
京（
河
南
省
商
丘
）に
立
ち
寄
っ
た
。
詩
は
徐
州
を
発
っ

て
南
京
に
向
か
う
途
上
の
作
。
五
首
の
連
作
で
、
そ
の
一
・
そ
の
四

に
つ
い
て
は
、『
蘇
東
坡
詩
選
』
に
訳
注
を
収
め
る
。

1
○
父
老
一
句　

後
漢
の
劉り

ゆ
う

寵ち
よ
う

は
会
稽
太
守
と
な
り
、
そ
の
地
の
官

吏
た
ち
が
質
朴
な
山
地
の
民
を
厳
し
く
取
り
締
ま
っ
て
い
た
従
来
の

弊
風
を
改
め
て
、
郡
中
は
よ
く
治
ま
っ
た
。
後
に
劉
寵
が
徴
せ
ら
れ

て
将し

よ
う

作さ
く

大た
い

匠し
よ
う

（
土
木
を
管
掌
す
る
官
）
に
転
ず
る
際
、
山
中
か
ら
数
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人
の
老
叟
が
現
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
百
銭
を
差
し
出
し
て
劉
寵
を
送
ろ
う

と
し
た
。
劉
寵
が
「
父
老　

何
ぞ
自
ら
苦
し
む
（
ど
う
し
て
こ
ん
な

ご
苦
労
な
こ
と
を
）」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
老
叟
た
ち
は
、「
以
前
は

官
吏
が
昼
夜
を
問
わ
ず
に
徴
発
に
や
っ
て
来
た
た
め
、
夜
通
し
犬
が

吠
え
続
け
、
民
心
も
平
穏
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
貴
方
が
太
守
と

な
ら
れ
て
か
ら
は
、
官
吏
の
姿
を
見
る
こ
と
も
な
く
、
犬
も
夜
吠
え

る
こ
と
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
老
い
て
よ
う
や
く
聖
明
の
治
に
浴
し

た
と
い
う
も
の
で
す
が
、
い
ま
我
々
を
置
い
て
去
ら
れ
る
と
い
う
の

で
、
お
送
り
に
参
っ
た
の
で
す
」
と
礼
を
述
べ
た
（『
後
漢
書
』
循

吏
列
伝
の
劉
寵
の
伝
）。
2
○
花
枝
一
句　

王
注
（
趙
堯
卿
）
は
、「
方

俗
に
、
官
の
任
を
罷や

む
る
を
送
る
と
き
、
花
枝
を
以
て
綵

あ
や
ぎ
ぬ

を
挂か

く
、

之
を
長
紅
と
謂
う
」
と
い
う
。
こ
の
詩
が
作
ら
れ
た
の
は
三
月
で
あ

り
、
こ
こ
で
は
造
花
（
綵
）
な
ど
を
用
い
る
の
で
は
な
く
、
花
の
咲

い
た
枝
そ
の
も
の
を
餞

は
な
む
け

と
し
て
贈
る
の
で
あ
ろ
う
。
裊
は
、
花
が

枝
に
ま
と
わ
り
つ
く
感
じ
を
あ
ら
わ
す
。4
○
請
寿
一
句　

請
寿
は
、

健
康
を
祝
福
す
る
こ
と
。
使
君
公
は
、
知
徐
州
の
任
に
在
っ
た
蘇
軾

自
身
の
こ
と
。
知
事
さ
ま
。
白
居
易「
初
め
て
江
州
に
到
る
」詩（『
白

居
易
集
箋
校
』
巻
一
五
）
に
、「
遙
か
に
見
る　

朱
輪　

来
た
り
て

郭
を
出
で
、
相あ

い

迎
え
て
労
働
す　

使
君
公
に
」
と
あ
る
。
5�

6
○

前
年
・
魚
鼈
二
句　

こ
の
二
年
前
の
煕
寧
十
年
（
一
〇
七
七
）
の
秋
、

黄
河
の
堤
防
が
決
壊
し
、
溢
れ
出
た
水
が
徐
州
の
城
下
ま
で
到
り
、

城
壁
が
崩
れ
る
危
険
が
あ
っ
た
。二
句
は
そ
の
こ
と
を
い
う
。「
河
復
」

詩
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
四
冊
三
六
五
頁
）
を
参
照
。
6
句
は
、
押

韻
の
関
係
で
児
童
と
魚
鼈
と
が
倒
置
さ
れ
た
も
の
。『
春
秋
左
氏
伝
』

昭
公
元
年
に
、「
禹
微な

か
り
せ
ば
、吾
れ
其
れ
魚
た
ら
ん
か
」
と
あ
る
。

7
○
挙
鞭　

3
句
「
馬
前
」
を
承
け
て
、
人
々
を
振
り
切
っ
て
旅
立

と
う
と
馬
に
鞭
を
入
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
。
こ
れ
か
ら
赴
く
南な

ん

京け
い

の

方
を
指
す
意
を
込
め
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
語
は
、『
晉
書
』
山

簡
伝
に
み
え
る
。「
西
湖
に
て
戯
れ
に
作
る
」詩（『
蘇
軾
詩
注
解（
十

六
）』
所
収
）
の
注
を
参
照
。
9
○
命
分　

め
ぐ
り
あ
わ
せ
。
命
運
。

白
居
易
「
白は

く

雲う
ん

期き

」
詩
（『
白
居
易
集
箋
校
』
巻
七
）
に
、「
年と

し

長
じ

て
命
分
を
識
り
、
心
慵も

の
う

く
し
て
営え

い

為い

少
な
し
」
と
あ
る
。
10
○
災
凶　

わ
ざ
わ
い
。『
後
漢
書
』
盧
植
伝
に
、「
案
ず
る
に
今
年
の
変
は
、
皆

な
陽よ

う

失
わ
れ
て
陰い

ん

侵
す
、
災
凶
を
消
し
禦ふ

せ

ぐ
に
は
、
宜
し
く
其
の
道

有
る
べ
し
」
と
あ
る
。

　

ど
こ
か
ら
か
主
だ
っ
た
人
々
が
現
れ
、
花
の
咲
き
ほ
こ
る
枝
を
私

へ
の
は
な
む
け
と
す
る
。
そ
し
て
杯
を
洗
っ
て
馬
前
に
一
礼
し
、
知
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事
ど
の
の
健
康
を
祝
し
て
い
う
に
は
、「
知
事
さ
ま
が
お
い
で
に
な

ら
な
け
れ
ば
、
子
供
ら
は
魚
に
な
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
」。

　

私
は
鞭
を
高
く
挙
げ
て
人
々
に
別
れ
を
告
げ
る
。「
洪
水
は
こ
の

知
事
の
不
幸
が
も
た
ら
し
た
も
の
、
不
幸
の
者
は
運
勢
に
恵
ま
れ
ぬ

ゆ
え
、
行
く
先
々
で
災
厄
を
招
い
て
し
ま
う
の
だ
。
だ
か
ら
、
水
が

増
し
た
の
が
私
と
い
う
個
人
の
過
失
で
は
な
い
と
し
た
ら
、
水
が
引

い
た
の
も
私
個
人
の
功
績
で
は
な
い
の
だ
よ
」。

　
　
　
　

〇
九
四
一
（
施
一
六
─
二
八
）

　
　
　
　
　

そ
の
三

1　

古
汴
從
西
來　
　
　

古こ

汴べ
ん　

西に
し

従よ

り
来き

て

2　

迎
我
向
南
京　
　
　

我わ
れ

の
南な
ん

京け
い

に
向む

か
う
を
迎む
か

う

3　

東
流
入
淮
泗　
　
　

東と
う

流り
ゆ
う　

淮わ
い

・
泗し

に
入い

り
て

4　

送
我
東
南
行　
　
　

我わ
れ

の
東と
う

南な
ん

に
行ゆ

く
を
送お
く

る

5　

暫
別
還
復
見　
　
　

暫し
ば
ら

く
別わ
か

れ
て
還か
え

っ
て
復ま

た
見み

る

6　

依
然
有
餘
情　
　
　

依い

然ぜ
ん

と
し
て
余よ

情じ
よ
う

有あ

り

7　

春
雨
漲
微
波　
　
　

春し
ゆ
ん

雨う　

微び

波は

を
漲み
な
ぎ

ぎ
ら
せ

8　

一
夜
到
彭
城　
　
　

一い
ち

夜や　

彭ほ
う

城じ
よ
う

に
到い
た

る

9　

過
我
黃
樓
下　
　
　

我わ

が
黄こ
う

楼ろ
う

の
下も
と

を
過す

ぎ
て

10　

朱
欄
照
飛
甍　
　
　

朱し
ゆ

欄ら
ん　

飛ひ

甍ぼ
う

を
照て

ら
さ
ん

11　

可
憐
洪
上
石　
　
　

憐あ
わ

れ
む
可べ

し　

洪こ
う

上じ
よ
う

の
石い
し

12　

誰
聽
月
中
聲　
　
　

誰た
れ

か
月げ
つ

中ち
ゆ
う

の
声こ
え

を
聴き

か
ん

1�

2
○
古
汴
・
迎
我
二
句　

古
汴
は
、
古
い
汴
河
の
こ
と
。
西
か
ら

流
れ
て
き
て
徐
州
を
通
り
、
泗
水
に
注
い
だ
。
泗
水
は
更
に
東
南
に

流
れ
て
淮
水
に
注
ぐ
。『
太
平
寰
宇
記
』（
巻
一
五
）
徐
州
蕭
県
の
条

に
、「
古
汴
河
は
、
県
の
南
十
歩
に
在
り
」
と
あ
る
。
蘇
軾
は
徐
州

を
発
っ
て
蘇
轍
の
い
る
南
京
応
天
府
（
商
丘
）
に
向
か
っ
た
の
だ
が
、

そ
の
途
上
で
西
か
ら
流
れ
て
く
る
古
汴
河
を
過
ぎ
た
こ
と
を
か
く
い

う
。
3�

4
○
東
流
・
送
我
二
句　

前
の
二
句
を
承
け
、
今
度
は
南
京

か
ら
任
地
の
湖
州
に
向
か
う
蘇
軾
を
送
る
か
の
よ
う
に
、
古
汴
河
は

東
南
に
流
れ
て
泗
水
に
、
泗
水
は
淮
水
に
注
ぐ
こ
と
を
い
う
。
6
○

依
然
一
句　

依
然
は
、
な
ご
り
お
し
く
は
な
れ
に
く
い
さ
ま
。
依
依

に
同
じ
。
江
淹
「
別
れ
の
賦
」（『
文
選
』
巻
一
六
）
に
、「
惟こ

れ
世

間
の
別
れ
を
重
ん
ず
る
、主
人
を
謝
す
る
こ
と
依
然
た
り
」
と
あ
る
。

余
情
は
、
尽
き
せ
ぬ
情
。
名
残
の
風
情
。
唐
・
周
賀
「
早
秋
、
郭か

く

涯が
い

が
書
堂
に
過よ

ぎ

る
」
詩
（『
全
唐
詩
』
巻
五
〇
三
）
に
、「
暑し

よ

消
え
て
岡こ

う
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舎し
や

清
し
、
閑
語　

余
情
有
り
」
と
あ
る
。
陸
游
「
遅
暮
」
詩
（『
剣

南
詩
稿
』
巻
一
五
）
に
、「
青
燈　

語
を
解
せ
ざ
る
も
、
依
依
と
し

て
余
情
有
り
」、
ま
た
、「
早
行
」
詩
（
同
巻
三
〇
）
に
、「
雲
間
に

寸
塔
出い

づ
、
我
を
迎
え
て
余
情
有
り
」
と
あ
る
例
な
ど
も
参
考
と
な

ろ
う
。
8
○
彭
城　

徐
州
の
異
称
。「
梁
先
・
舒
煥
と
舟
を
泛
べ
て
、

臨
・
醸
の
二
字
を
得
た
り　

二
首
」
そ
の
一
の
注
（『
蘇
東
坡
詩
集
』

第
四
冊
二
五
六
頁
）を
参
照
。
9
○
黄
楼　

徐
州
の
た
か
ど
の
の
名
。

煕
寧
十
年
（
一
〇
七
七
）
の
秋
に
起
こ
っ
た
黄
河
の
氾
濫
に
際
し
て
、

蘇
軾
は
そ
の
大
水
が
徐
州
城
内
を
侵
す
の
を
防
い
だ
。
そ
の
功
に
よ

り
朝
廷
か
ら
下
賜
さ
れ
た
銭
穀
を
用
い
、
翌
年
（
元
豊
元
年
）
に
徐

州
の
東
門
上
に
楼
閣
を
築
い
て
黄
楼
と
名
付
け
た
。「
九
日　

黄
楼

の
作
」（『
橄
欖
』
第
十
六
号
所
収
『
蘇
東
坡
詩
集
補
（
一
）』）
を
参

照
。
10
○
朱
欄　

朱
塗
り
の
欄
干
。
○
飛
甍　

甍
は
、
い
ら
か
。
む

な
が
わ
ら
。
屋
根
の
棟む

ね

を
お
お
う
か
わ
ら
。
飛
は
、
高
く
そ
び
え
る

意
。
謝
朓
「
晩く

れ

に
三
山
に
登
り
て
京け

い

邑ゆ
う

を
還せ

ん

望ぼ
う

す
」
詩
（『
文
選
』

巻
二
七
）
に
、「
白
日　

飛
甍
を
麗て

ら
し
、
参し

ん

差し

と
し
て
皆
な
見
る

可べ

し
」
と
あ
る
。
11�

12
○
可
憐
・
誰
聴
二
句　

洪
上
石
は
、
百
歩
洪

の
ほ
と
り
の
石
。
百
歩
洪
は
、
徐
州
の
東
南
に
あ
る
急
流
で
、
洪
は

早
瀬
の
意
。「
李
邦
直
が
「
沂き

山ざ
ん

に
雨
を
祈
っ
て
応
有
り
」
に
和
す
」

詩
の
注
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
四
冊
二
三
一
頁
）
を
参
照
。
二
句
に

つ
い
て
一
韓
智
翃
は
、「
此
ノ
水
ガ
、
徐
州
ノ
百
歩
洪
ナ
ン
ド
ヲ
流

（
レ
）
テ
行
（
ク
）
可
キ
ガ
、
我
ハ
、
ハ
ヤ
徐
ノ
守
ヲ
退
シ
テ
居
ラ

ザ
ル
程
ニ
、
誰
カ
、
其
ノ
月
夜
ノ
水
声
ノ
、
洪
上
ノ
石
ニ
激
ス
ル
ヲ

バ
聴
（
ク
）
可
キ
ゾ
ト
云
（
フ
）
ゾ
」（『
四
河
入
海
』
巻
一
六
の
二
）

と
記
す
。

　

古
汴
河
の
水
は
西
の
方
か
ら
流
れ
き
て
、
南な
ん

京け
い

応
天
府
へ
と
向
か

う
私
を
出
迎
え
る
。
そ
し
て
東
へ
と
流
れ
、
泗
水
、
ま
た
淮
水
に
注

ぐ
べ
く
、
旅
ゆ
く
私
を
見
送
っ
て
東
南
に
流
れ
て
ゆ
く
。
し
ば
ら
く

離
れ
て
は
再
び
姿
を
あ
ら
わ
す
そ
の
さ
ま
に
は
、
名
残
を
惜
し
む
豊

か
な
感
情
が
あ
る
か
の
よ
う
だ

　

さ
ざ
波
を
立
て
る
そ
の
流
れ
が
春
の
雨
に
水
か
さ
を
増
し
て
、
一

夜
の
う
ち
に
彭
城
の
街
ま
で
流
れ
ゆ
け
ば
、
私
の
築
い
た
黄
楼
の
も

と
を
通
り
過
ぎ
て
、
そ
の
朱
塗
り
の
あ
ざ
や
か
な
欄
干
や
、
甍い
ら
か

を
戴

い
て
そ
び
え
る
楼
た
か
ど
の

の
姿
を
映う
つ

す
こ
と
だ
ろ
う
。
残
念
な
こ
と
に
、

そ
の
流
れ
が
百
歩
洪
の
ほ
と
り
の
石
に
ぶ
つ
か
っ
て
、
月
の
光
の
下

で
盛
ん
に
音
を
た
て
て
も
、
そ
れ
を
聴
く
者
は
も
う
い
な
い
。
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〇
九
四
三
（
施
一
六
─
三
〇
）

　
　
　
　
　

そ
の
五

1　

卜
田
向
何
許　
　
　

田で
ん

を
卜ぼ
く

し
て
何い
ず
く許
に
か
向む

か
わ
ん

2　

石
佛
山
南
路　
　
　

石せ
き

仏ぶ
つ

山さ
ん

南な
ん

の
路ろ

3　

下
有
爾
家
川　
　
　

下し
た

に
爾な
ん
じ

が
家か

川せ
ん

有あ

り

4　

千
畦
種
秔
稌　
　
　

千せ
ん

畦け
い　

粳こ
う

稌と

を
種う

う

5　

山
泉
宅
龒
蜃　
　
　

山さ
ん

泉せ
ん　

龍り
ゆ
う

蜃し
ん

宅す

ま
い

6　

平
地
走
膏
乳　
　
　

平へ
い

地ち　

膏こ
う

乳に
ゆ
う

走は
し

る

7　

異
時
畝
一
金　
　
　

異い

時じ　

畝ほ　

一い
つ

金き
ん

8　

近
欲
爲
迯
戶　
　
　

近ち
か

ご
ろ
逃と
う

戸こ

を
為な

さ
ん
と
欲ほ
つ

す

9　

逝
將
解
簪
紱　
　
　

逝ゆ

き
て
将ま
さ

に
簪し
ん

紱ふ
つ

を
解と

き

10　

賣
劍
買
牛
具　
　
　

剣け
ん

を
売う

り
て
牛ぎ
ゆ
う

具ぐ

を
買か

わ
ん
と
す

11　

故
山
豈
不
懷　
　
　

故こ

山ざ
ん　

豈あ

に
懐お
も

わ
ざ
ら
ん
や

12　

廢
宅
生
蒿
穭　
　
　

廃は
い

宅た
く　

蒿こ
う

穭り
よ

を
生し
よ
う

ず

13　

便
恐
桐
鄕
人　
　
　

便す
な
わ

ち
恐お
そ

る　

桐と
う

郷き
よ
う

の
人ひ
と

14　

長
祠
仲
卿
墓　
　
　

長な
が

く
仲ち
ゆ
う

卿け
い

が
墓は
か

を
祠ま
つ

ら
ん
こ
と
を

1
○
卜
田　

隠
棲
す
る
田
園
の
地
を
占
っ
て
定
め
る
こ
と
。
こ
の
連

作
の
第
四
首
は
、「
帰
耕　

何
れ
の
時
に
か
決
せ
ん
、
田
舎　

我
は

已
に
卜ぼ

く

せ
り
」
と
結
ば
れ
る
。
こ
れ
を
承
け
た
も
の
。
2
○
石
仏　

王
注
（
李
厚
）
を
は
じ
め
と
す
る
旧
注
は
、
蘇
軾
の
故
郷
で
あ
る
眉

州
の
山
と
す
る
が
、
こ
の
詩
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
徐
州
に
あ
る
山
と

解
す
べ
き
で
あ
ろ
う（『
蘇
軾
詩
集
校
注
』の
指
摘
）。『
太
平
寰
宇
記
』

（
巻
一
五
）
徐
州
彭
城
県
の
「
石
仏
井
」
の
条
に
、「
石
仏
井
は
、
県

の
南
四
里
の
石
仏
山
の
頂
に
あ
り
」と
あ
る
。
ま
た
、『
大
明
一
統
志
』

（
巻
一
五
）
徐
州
の
「
山
川
」
の
項
に
も
、「
石
仏
山
は
、
州
城
の
南

二
里
に
在
り
」
と
あ
る
。
3�

4
○
下
有
・
千
畦
二
句　

家
川
の
語
は

他
に
用
例
を
見
な
い
が
、
ふ
る
さ
と
（
の
山
）
を
家
山
と
い
う
が
ご

と
く
、
徐
州
を
通
っ
て
東
南
に
流
れ
る
泗
水
（
川
）
を
意
識
し
て
、

隠
棲
の
地
を
か
く
呼
ん
だ
も
の
か
。蘇
轍
が
こ
の
連
作
に
唱
和
し
た
、

「
子
瞻　

徐
自よ

り
湖
に
移
り
、
将ま

さ

に
宋
都
に
過よ

ぎ

ら
ん
と
し
て
、
途
中

に
寄
せ
ら
る
る
に
和
す　

五
首
」
そ
の
四
（『
欒
城
集
』
巻
九
）
に
、

「
爾
が
家
田
を
買
わ
ん
と
欲
す
、
帰
り
て
三
頃
の
稲
を
種
え
ん
、
因

り
て
山
前
の
宅
を
営
み
、遂
に
泗し

浜ひ
ん

の
老
と
作な

ら
ん
」
と
あ
る
の
は
、

こ
れ
に
類
す
る
発
想
と
思
え
る
。
畦
は
、
耕
地
の
面
積
の
単
位
で
、

五
十
畝
の
広
さ
。
粳
（
秔
は
本
字
）
は
、
ウ
ル
チ
米
。
稌
は
、
モ
チ

米
。
5
○
龍
蜃　

蜃
は
、
龍
の
類
。
蛇
に
似
て
大
き
く
、
龍
の
よ
う
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な
角
が
あ
り
、
鬣

た
て
が
み

は
紅
く
、
腰
以
下
の
鱗
は
す
べ
て
逆
立
つ
と
い

う
（『
本
草
綱
目
』
巻
四
三
）。
王
維
「
秘
書
晁
監
の
日
本
国
に
還
る

を
送
る
」
詩
（『
王
右
丞
集
』
巻
一
二
）
の
序
に
、「
黄
雀
の
風
は
地

を
動ゆ

る

が
し
、黒
蜃
の
気
は
雲
を
成
す
」
と
あ
る
。
6
○
膏
乳　

膏
は
、

肉
の
あ
ぶ
ら
で
、
乳
と
と
も
に
栄
養
に
富
む
。
そ
の
土
地
が
水
に
豊

か
で
、
農
作
物
を
育
む
力
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
い
う
。「
章
伝
道

が
「
雨
を
喜
ぶ
」
に
次
韻
す
」
詩
の
注
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
三
冊

五
〇
八
頁
）を
参
照
。
7
○
畝
一
金　

土
地
一
畝
あ
た
り
に
一
金（
一

斤
の
黄
金
）
の
値
が
つ
く
ほ
ど
肥
沃
で
あ
る
こ
と
。『
漢
書
』
東
方

朔
伝
に
、「
酆ほ

う

・
鎬こ

う

の
間
を
ば
号
し
て
土ど

膏こ
う

と
為
す
、
其
の
賈あ

た
い

畝
一

金
な
り
」
と
あ
る
。
8
○
逃
戸　

年
貢
が
納
め
ら
れ
な
い
な
ど
、
生

活
に
窮
し
て
逃
亡
し
た
農
家
。「
除
夜　

大
い
に
雪
ふ
り
て
、
濰い

州し
ゆ
う

に
留
ま
る
…
…
」
詩
の
注
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
四
冊
一
六
七
頁
）

を
参
照
。
9
○
逝
将　

逝
は
、
世
間
を
立
ち
去
る
こ
と
。「
さ
っ
さ

と
辞
去
し
て
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
。「
陳
海
州
が
「
乗
槎
亭
」
に

次
韻
す
」
詩
の
注
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
三
冊
四
〇
八
頁
）
を
参
照
。

○
簪
紱　

冠
を
と
め
る
こ
う
が
い

0

0

0

0

と
、
官
印
の
ひ
も
。
官
吏
の
身
分

を
指
す
。10
○
売
剣
一
句　

漢
の
龔き

よ
う

遂す
い

が
渤
海
太
守
と
な
っ
た
と
き
、

農
民
た
ち
に
農
桑
を
勧
め
、
刀
剣
を
帯
び
て
い
る
者
た
ち
に
は
、
剣

を
売
っ
て
牛
を
、刀
を
売
っ
て
犢こ

う
し

を
買
わ
せ
た
（『
漢
書
』
龔
遂
伝
）。

「
山
村
五
絶
」
そ
の
二
の
注
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
二
冊
五
〇
七
頁
）

を
参
照
。
こ
こ
で
は
、
蘇
軾
自
ら
が
農
民
と
な
ろ
う
と
す
る
こ
と
を

い
う
。
12
○
蒿
穭　

蒿
は
、
ヨ
モ
ギ
。
穭
は
、
自
生
の
イ
ネ
。
い
ず

れ
も
荒
れ
地
に
生
ず
る
。
13�

14
○
便
恐
・
長
祠
二
句　

漢
の
朱し

ゆ

邑ゆ
う（

あ

ざ
な
仲
卿
）
は
、若
い
こ
ろ
舒じ

よ

県
の
桐と

う

郷き
よ
う

（
安
徽
省
）
の
郷
吏
と
な
っ

た
が
、
苛
酷
な
と
こ
ろ
が
な
く
、
恩
情
を
以
て
人
々
を
扱
っ
た
の
で
、

吏
民
に
敬
愛
さ
れ
た
。
後
に
北
海
郡
の
太
守
か
ら
大
司
農
に
進
ん
だ

が
、
病
ん
で
亡
く
な
る
と
き
に
子
に
対
し
て
、「
我
は
故も

と

桐
郷
の
吏

為た

り
、
其
の
民
は
我
を
愛
す
、
必
ず
や
我
を
桐
郷
に
葬
れ
。
後
世
の

子
孫　

我
を
奉ほ

う

嘗し
よ
う

す
と
も
、桐
郷
が
民
に
如し

か
じ
」
と
言
っ
た
の
で
、

子
は
そ
の
こ
と
ば
通
り
に
朱
邑
を
桐
郷
の
西
郊
に
葬
っ
た
。
果
た
し

て
桐
郷
の
民
は
朱
邑
の
た
め
に
塚
を
起
こ
し
祠
堂
を
立
て
て
、
な
が

ら
く
歳
ご
と
に
祀
っ
た
と
い
う
（『
漢
書
』
朱
邑
伝
）。

　

帰
耕
の
地
を
ど
こ
に
決
め
た
の
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
石
仏

山
の
南
に
通
じ
る
み
ち
（
を
行
っ
た
と
こ
ろ
）。
山
の
麓ふ
も
と

に
は
君
の

家
が
あ
り
川
が
流
れ
て
い
て
、
ひ
ろ
び
ろ
と
し
た
田
に
は
ウ
ル
チ
米

や
モ
チ
米
を
植
え
る
の
が
い
い
。
山
奥
の
泉
に
は
蛟
龍
が
住
ま
い
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（
た
っ
ぷ
り
と
雨
を
降
ら
せ
て
く
れ
て
）、
大
地
は
乳
と
膏
が
流
れ
る

ほ
ど
の
肥
沃
さ
。（
そ
も
そ
も
）
昔
は
土
地
一
畝
に
黄
金
一
斤
の
値ね

が
つ
い
た
の
に
、
近
ご
ろ
で
は
農
民
た
ち
が
（
土
地
を
棄
て
て
）
逃

亡
し
か
ね
な
い
ほ
ど
だ
。

　

さ
っ
さ
と
衣
冠
を
解
い
て
役
人
暮
ら
し
に
別
れ
を
告
げ
て
（
農
民

と
な
る
べ
く
）、
刀
剣
を
売
り
払
っ
て
牛
と
農
具
を
買
う
こ
と
に
し

よ
う
。
わ
が
故
郷
を
心
に
思
わ
な
い
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、
人
も

住
ま
ず
荒
れ
は
て
た
家
に
は
雑
草
が
茂
っ
て
も
い
よ
う
。
そ
う
す
る

と
（
も
し
も
帰
郷
せ
ず
に
こ
の
ま
ま
徐
州
に
老
い
る
な
ら
ば
）
あ
の

桐
郷
の
民
が
、（
そ
の
地
に
葬
ら
れ
た
）
朱
仲
卿
（
邑
）
を
い
つ
ま

で
も
祭
り
続
け
た
よ
う
に
な
り
は
し
ま
い
か
。

　
　
　
　

一
二
〇
五
（
施
一
六
─
三
一
）

　
　
　
　

次

曹
九

見
贈

　
　
　
　
　

�

曹そ
う

九き
ゆ
う

章し
よ
う

が
贈お
く

ら
る
る
に
次じ

韻い
ん

す

1　

蘧
瑗
知
非
我
所
師　
　
　

�

蘧き
よ

瑗え
ん

が
非ひ

を
知し

る
は
我わ

が
師し

と
す
る

所と
こ
ろ

2　
流
年
已
似
手
中
蓍　
　
　

流り
ゆ
う

年ね
ん　

已す
で

に
手し
ゆ

中ち
ゆ
う

の
蓍め
ど
ぎ

に
似に

た
り

3　

正
平
獨
肯
從
文
擧　
　
　

正せ
い

平へ
い　

独ひ
と

り
肯あ
え

て
文ぶ
ん

挙き
よ

に
従し
た
が

う

4　

中
散
何
曾
靳
孝
尼　
　
　

中ち
ゆ
う

散さ
ん　

何な
ん

ぞ
曽か
つ

て
孝こ
う

尼じ

に
靳お

し
ま
ん

5　

賣
劍
買
牛
眞
欲
老　
　
　

�

剣け
ん

を
売う

り
牛う
し

を
買か

い
て
真ま
こ
と

に
老お

い
ん

と
欲ほ
つ

す

6　

得
錢
沽
酒
更
無
疑　
　
　

�

銭せ
ん

を
得え

て
酒さ
け

を
沽か

い
て
更さ
ら

に
疑う
た
が

う
こ

と
無な

し

7　

雞
豚
異
日
爲
同
社　
　
　

鶏け
い

豚と
ん　

異い

日じ
つ　

同ど
う

社し
や

を
為な

さ
ん

8　

應
有
千
篇
唱
和
詩　
　
　

応ま
さ

に
千せ
ん

篇ぺ
ん

唱し
よ
う

和わ

の
詩し

有あ

る
べ
し

施
注
に
従
え
ば
前
の
詩
と
同
時
期
の
作
だ
が
、
馮
応
榴
、
王
文
誥
は
、

と
も
に
元
豊
七
年
（
一
〇
八
四
）
に
か
け
る
。

○
曹
九
章　

字あ
ざ
な

は
演え

ん

甫ぽ

（
演
父
）。
そ
の
子
の
曹そ

う

煥か
ん

は
蘇
轍
の
娘
婿
。

「
神
清
洞
の
事
を
記
す
」（『
蘇
軾
文
集
』
巻
七
二
）、お
よ
び
蘇
轍
「
曹

演
父
朝
儀
を
祭
る
文
」（『
欒
城
集
』
巻
二
六
）
を
参
照
。
蘇
軾
が
黄

州
に
流
さ
れ
た
際
、「
曹　

既
に
和
せ
ら
る
、復
た
次
韻
す
」（『
合
注
』

巻
二
一
）
な
ど
の
詩
の
や
り
取
り
が
あ
る
。

1
○
蘧
瑗　

春
秋
時
代
の
衛
の
賢
大
夫
で
、
字あ

ざ
な

は
伯
玉
。『
淮
南
子
』

原
道
訓
に
、「
故
に
蘧
伯
玉
は
年
五
十
に
し
て
四
十
九
年
の
非ひ

有
り
。

何
と
な
れ
ば
、
先
ん
ず
る
者
は
知
を
為な

し
難
く
、
而
し
て
後お

く

る
る
者
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は
攻
を
為
し
易
け
れ
ば
な
り
」（
攻
は
功
の
意
）
と
あ
る
。「
李り

杞き

寺じ

丞じ
よ
う　

前
篇
に
和
せ
ら
る
。
復
た
元
韻
を
用
う
」
詩
の
注
（『
蘇
東
坡

詩
集
』
第
二
冊
二
〇
六
頁
）
を
参
照
。
2
○
手
中
蓍　

蓍
は
、
め
ど

は
ぎ
。
マ
メ
科
の
多
年
生
草
本
。
古
く
は
そ
の
茎
を
占
い
に
用
い
た

が
、後
に
は
竹
の
棒
（
筮
竹
）
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。『
周
易
』

繫
辞
上
に
、「
大だ

い

衍え
ん

の
数
は
五
十
に
し
て
、其
の
用
は
四
十
有
九
な
り
。

分
か
ち
て
二
と
為な

し
、
以
て
両
に
象か

た
ど

る
」（
五
十
本
の
蓍
か
ら
一
本

を
除
き
、
四
十
九
本
を
両
手
に
分
け
て
両
儀
と
み
な
す
）
と
あ
る
。

こ
の
二
句
か
ら
、
馮
応
榴
と
王
文
誥
は
、
こ
の
詩
が
作
ら
れ
た
の
は

蘇
軾
が
四
十
九
歳
の
と
き
（
元
豊
七
年
、
黄
州
に
在
り
）
と
す
る
。

3
○
正
平
一
句　

正
平
は
、
後
漢
の
禰で

い

衡こ
う

の
字あ

ざ
な

。
文
挙
は
、
孔
融
の

字
。
才
気
に
あ
ふ
れ
傲
慢
で
あ
っ
た
禰
衡
だ
が
、
孔
融
と
楊よ

う

脩し
ゆ
う

に
だ

け
は
敬
意
を
示
し
た
。『
後
漢
書
』
禰
衡
伝
に
、「
禰
衡
、
字
は
正
平
、

平
原
の
般は

ん

（
山
東
省
）
の
人
な
り
。
…
…
唯
だ
魯
国
の
孔
融
及
び
弘

農
の
楊
脩
に
善
し
。
…
…
融
も
亦
た
深
く
其
の
才
を
愛
す
。
衡　

始

め
て
弱
冠
、
而
し
て
融
は
年
四
十
な
り
し
も
、
遂
に
与と

も

に
交
友
を
為

す
」
と
あ
る
。
4
○
中
散
一
句　

中
散
は
、三
国
魏
の
嵆
康
の
こ
と
。

中
散
大
夫
を
拝
し
た
。
孝
尼
は
、
嵆
康
に
琴
曲
の
教
え
を
乞
う
た
袁え

ん

準じ
ゆ
ん

の
字あ

ざ
な

。『
晉
書
』
嵆
康
伝
に
、「
康　

将ま
さ

に
東と

う

市し

に
刑
せ
ら
れ
ん
と

し
、
太
学
生
三
千
人　

以
て
師
と
為な

さ
ん
こ
と
を
請
う
も
、
許
さ
れ

ず
。
康　

日
影
を
顧
視
し
、
琴
を
求
め
て
之
を
弾
じ
て
曰
く
、「
袁

孝
尼　

嘗つ
ね

に
吾
れ
自よ

り
広こ

う

陵り
よ
う

散さ
ん（

琴
曲
の
名
）
を
学
ば
ん
と
す
る
も
、

吾
れ
毎つ

ね

に
靳お

し
み
て
之
を
固ま

も

り
、広
陵
散　

今こ
こ

に
絶
え
ん
と
す
」
と
」

と
あ
る
。
5
○
売
剣
一
句　

前
の
詩
（
作
品
番
号
〇
九
四
三
）
の
10

句
の
注
を
参
照
。
こ
の
詩
で
も
前
の
詩
と
同
じ
く
、
蘇
軾
自
ら
が
帰

農
し
た
い
と
い
う
願
い
を
詠
ず
る
。
6
○
得
銭
一
句　

杜
甫
「
酔
時

の
歌
」（『
杜
詩
詳
注
』
巻
三
）
に
、「
銭
を
得
れ
ば
即
ち
相
覓も

と

む
、

酒
を
沽か

い
て
復
た
疑
わ
ず
」
と
あ
る
。
7
○
鶏
豚
一
句　

韓
愈
「
南

渓
に
始
め
て
浮
か
ぶ　

三
首
」
そ
の
二
（『
韓
昌
黎
集
』
巻
七
）
に
、

「
願
わ
く
は
同
社
の
人
と
為な

っ
て
、
鶏
豚
も
て
春
秋
に
燕え

ん

せ
ん
こ
と

を
」
と
あ
る
。
同
社
は
、
同
じ
土
地
神
を
祭
る
村
人
の
こ
と
。

　

蘧き
よ

瑗え
ん

は
五
十
歳
に
な
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
四
十
九
年
が
間
違
い

だ
っ
た
と
気
づ
い
た
が
、
私
も
か
く
あ
り
た
い
。
歳
月
は
占
い
用
の

め
ど
は
ぎ

0

0

0

0

の
よ
う
に
、
四
十
九
本
の
茎
を
数
え
た
と
こ
ろ
だ
。
禰
衡

が
孔
融
の
み
を
師
と
し
た
よ
う
に
、
君
が
私
の
弟
子
と
な
る
な
ら
、

嵆
康
は
袁
淮
に
琴
を
伝
授
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
私
は
君
に
教
え

を
授
け
る
こ
と
に
吝や
ぶ
さ

か
で
は
な
い
。
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剣
を
売
っ
て
牛
を
買
い
、
農
夫
と
し
て
生
涯
を
終
え
る
こ
と
を
心

よ
り
望
む
。
お
金
を
得
れ
ば
酒
を
買
う
こ
と
に
、
全
く
た
め
ら
い
は

な
い
。
将
来
（
の
お
祭
り
に
）、
鶏
や
豚
の
ご
ち
そ
う
を
囲
ん
で
氏う
じ

子こ

仲
間
と
な
れ
れ
ば
、
い
く
ら
で
も
唱
和
の
詩
を
作
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　

〇
九
四
六
（
施
一
六
─
三
二
）

　
　
　
　

書
泗
州
孫
景
山
西
軒

　
　
　
　
　

泗し

州し
ゆ
う

の
孫そ
ん

景け
い

山ざ
ん

が
西せ
い

軒け
ん

に
書し
よ

す

1　

落
日
明
孤
塔　
　
　

落ら
く

日じ
つ　

孤こ

塔と
う

に
明あ
き

ら
か
に

2　

靑
山
繞
病
身　
　
　

青せ
い

山ざ
ん　

病び
よ
う

身し
ん

を
繞め
ぐ

る

3　

知
君
向
西
望　
　
　

知し

ん
ぬ　

君き
み

が
西に
し

に
向む

か
い
て
望の
ぞ

み

4　

不
愧
塔
中
人　
　
　

塔と
う

中ち
ゆ
う

の
人ひ
と

に
愧は

じ
ざ
る
を

元
豊
二
年
（
一
〇
七
九
）、
四
十
四
歳
の
作
。
前
任
地
の
徐
州
（
江

蘇
省
）
か
ら
、
転
任
先
の
湖
州
（
浙
江
省
）
に
向
か
う
途
上
、
泗
州

（
江
蘇
省
）
で
の
作
。

○
孫
景
山　

孫そ
ん

奕え
き

の
こ
と
。
景
山
は
そ
の
字
。
閩
県
（
福
建
省
）
の

人
。「
孫
職
方
が
「
蒼
梧
山
」
に
次
韻
す
」
詩
の
注
（『
蘇
東
坡
詩
集
』

第
三
冊
四
一
〇
頁
）
を
参
照
。

1
○
孤
塔　

僧そ
う

伽ぎ
や

の
塔
の
こ
と
。
僧
伽
（
六
二
八
─
七
一
〇
）
は
、

唐
代
に
西
域
か
ら
渡
来
し
た
僧
侶
で
、
し
ば
し
ば
神
異
を
あ
ら
わ
し

た
。
渡
来
し
た
初
め
は
楚
州
（
江
蘇
省
）
の
龍
興
寺
に
在
っ
た
が
、

泗
州
臨
淮
県
の
信
義
坊
で
伽
藍
を
建
立
す
べ
く
地
面
を
掘
る
と
、
そ

こ
は
北
斉
の
香
積
寺
の
古
地
で
、
普ふ

照し
よ
う

王お
う

仏ぶ
つ

の
銘
の
あ
る
金
の
像
が

出
土
し
た
。
中
宗
の
と
き
、
僧
伽
は
長
安
の
内
道
場
に
招
か
れ
て
国

師
と
さ
れ
、
泗
州
の
寺
は
普
光
王
寺
の
名
を
賜
っ
た
。
後
に
長
安
の

薦
福
寺
で
遷
化
し
た
際
は
、
薦
福
寺
で
供
養
さ
れ
る
と
異
事
が
起
こ

り
、
僧
伽
が
臨
淮
に
帰
る
を
欲
し
て
い
る
と
の
近
臣
の
言
に
よ
り
、

中
宗
は
普
光
王
寺
に
塔
を
建
立
し
て
再
度
供
養
し
た
（『
太
平
広
記
』

巻
九
六
「
僧
伽
大
師
」、『
宋
高
僧
伝
』
巻
一
八
）。
3�

4
○
知
君
・

不
愧
二
句　

向
西
望
は
、
西
方
を
望
む
。
西
軒
は
、
西
を
向
い
て
建

て
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
塔
中
人
は
、
僧
伽
の
こ
と
。
二
句
に

つ
い
て
一
韓
智
翃
は
、「
此
ノ
西
軒
ヨ
リ
見
レ
バ
、
落
日
モ
僧
伽
ノ

塔
ヲ
照
（
ラ
）
シ
テ
明
ラ
カ
ナ
ゾ
。
此
（
ノ
）
塔
ハ
必
ズ
西
軒
ノ
西

ニ
在
ル
ベ
キ
ゾ
」（『
四
河
入
海
』
巻
二
四
の
一
）
と
記
す
。
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夕
日
の
光
が
ぽ
つ
ん
と
そ
び
え
る
塔
を
明あ
か

々あ
か

と
照
ら
し
、
病
ん
だ

身
体
を
青
山
が
取
り
囲
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
西
方
を
望
む
君
と
い
う

人
、
塔
の
中
に
眠
る
僧そ
う

伽ぎ
や

に
愧
じ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
西
岡
が
原
案
を
作
成
し
、
山
本
の
校
閲
を
経
た

上
で
、
南
山
読
蘇
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
蔡
毅
（
南
山
大
学
名
誉
教

授
）、
中
裕
史
（
南
山
大
学
外
国
語
学
部
教
授
）、
中
純
子
（
天
理
大

学
国
際
学
部
教
授
）、
原
田
直
枝
（
南
山
大
学
総
合
政
策
学
部
教
授
）

の
諸
氏
と
共
に
検
討
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。


