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蘇
軾
詩
注
解
（
二
十
五
）

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
。

次
韻
し
て
銭
穆
父
・
蔣
穎
叔
・
王
仲
至
に
和
し
奉
る　

四
首
（
一
九
一
九
～
一
九
二
二

：

「
西
湖
の
月
下
に
琴
を
聴
く
」
に
和
せ

ら
る
、「
仇
池
」
に
和
せ
ら
る
、
玉
津
園
、
藉
田
）

頃
年
、楊
康
功　

高
麗
に
使
し
て
、還
っ
て
奏
し
て
海
神
廟
を
板
橋
に
立
て
ん
こ
と
を
乞
う
。
僕　

其
の
地
の
湫
隘
な
る
を
嫌
っ
て
、

書
を
移
し
て
之
を
文
登
に
遷
さ
し
め
て
古
廟
に
因
り
て
之
を
新
た
に
せ
ん
と
す
。
楊　

竟
に
従
わ
ず
。
知
ら
ず
、
定
国　

何
れ
従
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り
し
て
か
此
の
書
を
見
て
、
詩
を
作
っ
て
称
道
し
て
已
ま
ず
。
僕　

其
の
云
何
と
い
う
か
を
記
す
能
わ
ざ
る
な
り
。
次
韻
し
て
之

に
答
う
。（
一
九
二
三
）

啓
聖
の
僧
舎
に
沐
浴
し
て
趙
徳
麟
と
邂
逅
す
（
一
九
二
四
）

王
仲
至
が
「
雪
を
御
筵
に
喜
ぶ
」
に
次
韻
す
（
一
九
一
八
）

僕
が
蔵
す
る
所
の
仇
池
石
は
希
代
の
宝
な
り
。
王
晉
卿　

小
詩
を
以
て
借
り
て
観
る
、
意
は
奪
わ
ん
と
す
る
に
在
り
。
僕　

敢
え

て
借
さ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
、
然
る
に
此
の
詩
を
以
て
之
に
先
ん
ず
（
一
九
二
六
）

天
の
字
の
韻
に
次
ぎ
て
岑
巌
起
に
答
う
（
一
九
二
七
）

叔
盎
が
画
け
る
馬
に
和
す
（
一
九
三
〇
）

一
九
一
九
～
一
九
二
二
（
施
三
三
―
三
～
三
三
―
六
）

次　

奉
和
錢
穆
父
蔣
穎
叔
王
仲
至
四
首

次じ

韻い
ん

し
て
銭せ

ん

穆ぼ
く

父ほ

・
蔣

し
よ
う

穎え
い

叔し
ゆ
く・

王お
う

仲
ち
ゆ
う

至し

に
和わ

し
奉

た
て
ま
つる　

四よ
ん

首し
ゆ

一
九
一
九
（
施
三
三
―
三
）

見
和
西
湖
月
下
聽
琴

「
西せ

い

湖こ

の
月げ

つ

下か

に
琴き

ん

を
聴き

く
」
に
和わ

せ
ら
る

１　

謖
謖
松
下
風 

 
 

謖
し
よ
く

謖し
よ
くた

り　

松
し
よ
う

下か

の
風か

ぜ

２　

靄
靄　

上
雲 

 
 

靄あ
い

靄あ
い

た
り　

ろ
う

上じ
よ
うの

雲く
も

３　

聊
將
竊
比
我 

 
 

聊い
さ
さか

窃ひ
そ

か
に
我わ

れ

に
比ひ

す
る
を
将も

つ

て

４　

不
堪
持
寄
君 

 
 

持じ

し
て
君き

み

に
寄よ

す
る
に
堪た

え
ず
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５　

半
生
寓
軒
冕 

 
 

半は
ん

生せ
い　

軒け
ん

冕べ
ん

に
寓ぐ

う

し

６　

一
笑
當
琴
尊 

 
 

一い
つ

笑し
よ
う

　

琴き
ん

尊そ
ん

に
当あ

た
る

７　

良
辰
飮
文
字 

 
 

良
り
よ
う

辰し
ん　

文も

字じ

を
飲の

め
ば

８　

晤
語
無
由
醺 

 
 

晤ご

語ご　

醺よ

う
に
由よ

し

無な

し

９　

我
有
鳳
鳴
枝 

 
 

我わ
れ

に
鳳ほ

う

鳴め
い

の
枝え

だ

有あ

り

10　

背
作
蛇
蚹
紋 

 
 

背せ

に
蛇だ

ふ蚹
の
紋も

ん

を
作な

す

11　

月
明
委
靜
照 

 
 

月つ
き

明あ
き

ら
か
に
し
て
静せ

い

照し
よ
うに

委ゆ
だ

ね

12　

心
淸
得
奇
聞 

 
 

心
こ
こ
ろ

清き
よ

く
し
て
奇き

聞ぶ
ん

を
得え

た
り

13　

當
呼
玉
㵎
手＊ 

 
 

当ま
さ

に
玉

ぎ
よ
つ

㵎か
ん

の
手て

を
呼よ

ん
で

14　

一
洗
羯
鼓
昏 

 
 

羯か
つ

鼓こ

の
昏こ

ん

を
一い

つ

洗せ
ん

す
べ
し

15　

請
歌
南
風
曲 

 
 

請
い
て
南な

ん

風ぷ
う

の
曲

き
よ
く

を
歌う

た

わ
し
め
て

16　

犹
作　

書
渾 

 
 

猶な

お
虞ぐ

書し
よ

の
渾こ

ん

を
作な

さ
ん

〔
原
注
〕
家
有
雷
琴
甚
希
古
、
玉
㵎
衜
人
崔
閑
妙
於
雅
聲
、
當
呼
使
彈
（
家い

え

に
雷ら

い

琴き
ん

の
甚

は
な
は

だ
希き

古こ

な
る
有あ

り
。
玉

ぎ
よ
つ

㵎か
ん

道ど
う

人じ
ん

崔さ
い

閑か
ん　

雅が

声せ
い

に
妙

み
よ
う

な
り
。
当ま

さ

に
呼よ

び
て
弾だ

ん

ぜ
し
む
べ
し
）

元
祐
七
年
（
一
〇
九
二
）、
五
十
七
歳
の
作
。
兵
部
尚
書
・
侍
読
と
し
て
都
の
開
封
に
在
っ
た
。

○
銭
穆
父　

銭せ
ん

勰き
よ
うの

こ
と
。
穆
父
は
そ
の
字

あ
ざ
な

。
作
品
番
号
一
六
一
六
「
銭
越
州
に
次
韻
す
」
詩
の
注
（『
蘇
軾
詩
注
解
（
三
）』）
を
参
照
。

こ
の
時
に
は
権
戸
部
尚
書
の
任
に
在
っ
た
（『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
元
祐
七
年
六
月
戊
辰
の
条
を
参
照
）。
○
蔣
穎
叔　

蔣
し
よ
う

之し

奇き

の
こ
と
。

穎
叔
は
そ
の
字
。
作
品
番
号
一
九
〇
六
・
一
九
〇
七
「
蔣
潁
叔
・
銭
穆
父
が
景け

い

霊れ
い

宮き
ゆ
うに

従
駕
す
る
に
次
韻
す　

二
首
」
詩
の
注
（『
蘇
軾
詩

注
解
（
二
十
四
）』）
を
参
照
。
こ
の
時
に
は
戸
部
侍
郎
の
任
に
在
っ
た
（『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
元
祐
七
年
六
月
甲
戌
の
条
を
参
照
）。
○
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王
仲
至　

王お
う

欽き
ん

臣し
ん

の
こ
と
。
仲
至
は
そ
の
字
。
作
品
番
号
一
六
〇
二
「
葉

し
よ
う

公こ
う

秉へ
い

、王
仲
至
和
せ
ら
る
、次
韻
し
て
之
に
答
う
」
詩
の
注
（『
蘇

軾
詩
注
解
（
一
）』）
を
参
照
。
こ
の
時
に
は
工
部
侍
郎
の
任
に
在
っ
た
（『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
元
祐
六
年
九
月
癸
卯
の
条
を
参
照
）。
こ

の
三
人
が
和
し
た
詩
は
伝
わ
ら
な
い
。
○
西
湖
月
下
聴
琴　

作
品
番
号
一
七
八
六
「
九
月
十
五
日
、
月
を
観
て
琴き

ん

を
西
湖
に
聴
き
て
坐
客

に
示
す
」
詩
（『
蘇
軾
詩
注
解
（
十
三
）』）
の
こ
と
。

１
○
謖
謖　

強
い
風
の
音
の
さ
ま
。『
世
説
新
語
』
賞
誉
篇
に
「
世
に
李り

元げ
ん

礼れ
い

（
膺よ

う

）
を
目
す
ら
く
、謖
謖
と
し
て
勁け

い

松
し
よ
う

下か

の
風
の
如
し
、

と
」
と
あ
る
。
２
○
靄
靄　

雲
が
お
だ
や
か
に
か
か
る
さ
ま
。「
九
月
中
に
曽か

つ

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
。
○

上
雲　

は
小
高
い
丘
の
こ
と
だ
が
、

雲
と
い
う
場
合
は
、
山
に
か
か
る
雲
の
意
に
近

い
。
例
え
ば
、
作
品
番
号
一
七
六
八
「
子
由
が
王
晉
卿
の
画
け
る
山
水
に
一
首
を
書
し
、
而
し
て
晉
卿
が
和
す
る
に
次
韻
す　

二
首
」
そ

の
一
（『
蘇
軾
詩
注
解
（
十
二
）』）
に
、「

雲　

我
に
寄
す　

山
中
の
信
、
雪
月　

君
を
追
わ
ん　

渓
上
の
舟
」
と
い
う
。
そ
の
詩
の
注

を
参
照
。
３
○
窃
比　

『
論
語
』
述
而
篇
に
、「
述
べ
て
作
ら
ず
、
信
じ
て
古
を
好
む
、
窃
か
に
我
が
老ろ

う

彭ほ
う

に
比
す
」
と
あ
る
。
４
○
不
堪

一
句　

梁
の
陶
弘
景
は
、
句こ

う

曲
き
よ
く

山さ
ん

（
江
蘇
省
）
に
隠
棲
し
た
後
、
斉
の
高
祖
に
「
山
中　

何
の
有
る
所
ぞ
」
と
問
わ
れ
て
、「
山
中　

何

の
有
る
所
ぞ
、
嶺
上　

白
雲
多
し
、
只
だ
自
ら
怡い

悦え
つ

す
可
く
、
持
し
て
君
に
寄
す
る
に
堪
え
ず
」
と
答
え
た
と
い
う
（『
太
平
広
記
』
巻

二
〇
二
に
引
く『
談
藪
』）。
２
句
の
注
に
引
く
作
品
番
号
一
七
六
八
の
詩
の
注
を
参
照
。
５
○
軒
冕　

高
官
。
ま
た
、高
位
高
官
の
世
界
。

軒
は
高
位
の
人
が
乗
る
車
、
冕
は
か
ん
む
り
の
こ
と
。『
荘
子
』
繕
性
篇
に
、「
古
の
所い

わ

謂ゆ
る

志
を
得
る
と
は
、
軒
冕
の
謂い

い

に
非
ざ
る
な
り
」

と
あ
る
。
６
○
琴
尊　

琴
樽
（
琴
と
酒
樽
）
に
同
じ
。
謝
朓
「
宋
記
室
が
省
中
に
和
す
」
詩
（『
謝
宣
城
詩
集
』
巻
四
）
に
、「
琴
尊
を
阻は

ば

む
を
嘆
く
無
か
れ
、伊い

水す
い

の
側

か
た
わ
らに

相
従
わ
ん
」
と
あ
る
。
７
○
良
辰　

め
で
た
い
日
。
日
柄
の
よ
い
日
。「
楊
褒
の
「
早
春
」
に
次
韻
す
」

詩
の
注
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
二
冊
一
九
一
頁
）、
お
よ
び
詩
題
の
注
に
あ
げ
た
「
九
月
十
五
日
、
月
を
観
て
琴
を
西
湖
に
聴
き
て
坐
客
に

示
す
」
詩
（『
蘇
軾
詩
注
解
（
十
三
）』）
を
参
照
。
○
飲
文
字　

詩
文
を
作
り
つ
つ
酒
を
飲
む
こ
と
。「
文
字
の
飲
」
と
も
い
う
。
作
品
番

号
一
八
三
七
「
洞
庭
の
春
色　

幷
び
に
引
」
詩
の
注
（『
蘇
軾
詩
注
解
（
十
九
）』）
を
参
照
。
８
○
晤
語　

向
か
い
合
っ
て
語
る
。
語
り

合
う
。
晤
は
、
む
か
い
あ
う
意
。『
詩
経
』
陳
風
「
東と

う

門も
ん

之し

池ち

」
に
、「
彼
の
美
な
る
淑

し
ゆ
く

姫き

、
与と

も

に
晤
言
す
可べ

し
」
と
あ
る
。
９
10
○
我
有
・

背
作
二
句　

鳳
鳴
枝
は
、鳳
凰
が
棲
む
と
さ
れ
た
梧あ

お

桐ぎ
り

の
木
の
こ
と
（
琴
は
桐
の
木
を
用
い
て
作
ら
れ
る
）。『
詩
経
』
大
雅
（
生
民
之
什
）
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「
巻け

ん

阿あ

」
に
、「
鳳
凰　

鳴
き
ぬ
、
彼か

の
高こ

う

岡こ
う

に
、
梧
桐　

生
ず
、
彼
の
朝

ち
よ
う

陽よ
う

に
」
と
あ
り
、
鄭
箋
に
「
鳳
凰
の
性
た
る
や
、
梧
桐
に
非
ず

ん
ば
棲
ま
ず
、
竹
の
実
に
非
ず
ん
ば
食
せ
ず
」
と
あ
る
。
蛇
蚹
は
、
蛇
の
蛇じ

や

腹ば
ら

。『
荘
子
』
斉
物
論
篇
に
、「
吾
れ
は
蛇
蚹
・
蜩

ち
よ
う

翼よ
く

を
待
つ

か
」
と
あ
り
、『
経
典
釈
文
』
に
司
馬
彪
を
引
い
て
、「
蛇
が
腹
下
の
齟
齬
に
し
て
以
て
行
く
可べ

き
者
な
り
」
と
い
う
。
原
注
に
い
う
よ
う

に
、
蘇
軾
は
雷
琴
（
唐
の
琴
作
り
の
名
人
・
雷
氏
の
手
に
成
る
琴
。『
唐
国
史
補
』
巻
下
）
を
所
蔵
し
て
い
た
。「
雑
書
琴
事　

十
首
」
そ

の
一
「
家
蔵
の
雷
琴
」（『
蘇
軾
文
集
』
巻
七
一
）
に
、「
余
が
家
に
琴
有
り
、
其
の
面　

皆
な
蛇
蚹
の
紋
を
作な

す
」
と
あ
る
。
11
○
月
明

一
句　

謝
荘
「
月
の
賦
」（『
文
選
』
巻
一
三
）
に
、「
照

ひ
か
り

を
委ゆ

だ

ね
て
呉
業
昌さ

か

え
、精
を
淪し

ず

め
て
漢
道
融と

お

る
」
と
あ
る
よ
う
に
、委
の
字
は
（
光

を
）
落
と
す
意
に
も
取
り
う
る
が
、
こ
こ
で
は
ゆ
だ
ね
る
意
に
解
し
た
。
13
○
玉
㵎　

原
注
に
い
う
玉
㵎
道
人
崔
閑
の
こ
と
。
星
子
（
江

西
省
）
の
人
。
字
は
誠
老
。
蘇
軾
と
は
特
に
琴
曲
を
通
じ
た
交
わ
り
が
あ
っ
た
。
宋
の
沈し

ん

遵じ
ゆ
んは

、
滁じ

よ

州
（
安
徽
省
）
に
左
遷
さ
れ
た
欧
陽

修
が
山
水
の
声
に
感
動
し
た
経
験
に
因
ん
で
、琴
曲
「
酔
翁
吟
」
を
作
っ
た
。
そ
の
二
人
が
没
し
て
後
、沈
遵
の
知
友
で
あ
っ
た
崔
閑
が
、

そ
の
曲
に
詞
が
な
い
の
を
惜
し
み
、
蘇
軾
に
依
頼
し
て
成
っ
た
の
が
「
酔
翁
操
」（『
合
注
』
巻
五
〇
）
で
、
こ
れ
が
好
事
家
の
伝
え
る
と

こ
ろ
と
な
っ
た
と
い
う
（
宋
・
王お

う

闢へ
き

之し

『
澠べ

ん

水す
い

燕
談
録
』
巻
七
）。
14
○
羯
鼓　

西
域
由
来
の
鼓
の
一
種
。
唐
の
玄
宗
が
特
に
好
ん
で
奏

し
た
。「「
開
元
天
宝
遺
事
」
を
読
む　

三
首
」
そ
の
一
の
注
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
一
冊
三
五
九
頁
）
を
参
照
。
15
○
南
風　

古
代
の
聖

帝
舜し

ゆ
んが

、
五
弦
の
琴
を
奏
し
て
う
た
っ
た
と
い
う
歌
の
名
。「
東と

う

陽よ
う

の
水す

い

楽が
く

亭て
い

」
詩
の
注
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
三
冊
五
三
頁
）
を
参
照
。

16
○
猶
作
一
句　

虞
は
、舜
が
堯
か
ら
天
下
を
譲
ら
れ
て
帝
位
に
在
っ
た
時
代
。『
尚
書
』
で
そ
の
時
代
の
こ
と
を
記
し
た
部
分
（
堯
典
、

舜
典
な
ど
）
の
こ
と
を
、
虞
書
と
称
す
る
。
渾
は
、
奥
深
く
大
き
い
さ
ま
。
渾
渾
に
同
じ
。『
法
言
』
問
神
篇
に
、「
虞
夏
の
書
は
渾こ

ん

渾こ
ん

爾じ

た
り
」
と
あ
る
。
○
〔
原
注
〕　

13
句
の
注
を
参
照
。

　

松
林
の
あ
い
だ
を
サ
ー
ッ
と
吹
き
わ
た
る
風
と
、
山
の
上
に
な
ご
や
か
に
か
か
る
雲
、
そ
れ
ら
を
ひ
そ
か
に
我
が
身
に
た
と
え

て
く
だ
さ
っ
て
も
、（
そ
れ
を
）
そ
ち
ら
に
送
り
と
ど
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
ま
で
ず
っ
と
高
位
高
官
の
世
界
に
身
を
寄
せ
る
ば
か
り
で
、
楽
し
み
と
い
え
ば
琴
と
酒
ぐ
ら
い
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
め
で

た
い
日
に
皆
で
詩
文
を
以
て
宴
集
し
て
語
り
合
え
れ
ば
、
酒
に
酔
い
し
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
な
い
は
ず
だ
。
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わ
た
し
の
手
も
と
に
あ
る
の
は
、
鳳
凰
が
棲
む
と
い
う
桐
の
木
で
作
っ
た
一
面
の
琴き

ん

、
そ
の
背
に
は
蛇
腹
の
よ
う
な
紋
様
が
あ

る
。
静
か
な
月
の
光
に
照
ら
さ
れ
る
ま
ま
に
こ
の
琴
を
奏
で
れ
ば
、
妙
な
る
調
べ
に
心
も
澄
む
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
こ
は
ひ
と
つ
名

だ
た
る
弾
き
手
の
玉
㵎
道
人
を
お
呼
び
し
て
、
羯
鼓
の
音
に
汚
さ
れ
た
耳
を
洗
い
清
め
、
さ
ら
に
舜
が
民
を
和な

ご

ま
せ
た
と
い
う
南

風
の
曲
を
歌
っ
て
、
奥
深
い
虞
書
の
気
分
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
だ
。

一
九
二
〇
（
施
三
三
―
四
）

見
和
仇
池

「
仇

き
ゆ
う

池ち

」
に
和わ

せ
ら
る

１　

上
窮
非
想
亦
非
非 

 
 

上か
み

は
非ひ

想そ
う　

亦ま

た
非ひ

非ひ

を
窮き

わ

め

２　

下
與
風
輪
共
一
癡 

 
 

下し
も

は
風ふ

う

輪り
ん

と
共と

も

に
一い

つ

痴ち

３　

翠
羽
若
知
牛
有
角 

 
 

翠す
い

羽う　

若も

し
牛う

し

に
角つ

の

有あ

る
を
知し

ら
ば

４　

空
甁
何
必
井
之
眉 
 

 

空く
う

瓶へ
い　

何な
ん

ぞ
必

か
な
ら

ず
し
も
井せ

い

の
眉

ほ
と
り

に
せ
ん

５　

還
朝
暫
接
鵷
鸞
翼 

 
 

朝ち
よ
うに

還か
え

り
て
暫

し
ば
ら

く
鵷え

ん

鸞ら
ん

の
翼

つ
ば
さ

に
接せ

つ

す

６　

謝
病
行
收
麋
鹿
姿 

 
 

病や
ま
いと

謝し
や

し
て
行ゆ

く

ゆ
く
は
麋び

鹿ろ
く

の
姿

す
が
た

を
収お

さ

め
ん

７　

記
取
和
詩
三
益
友 

 
 

記き

取し
ゆ

せ
よ　

詩し

に
和わ

す
る
三さ

ん

益え
き

友ゆ
う

８　

他
年
弭
節
過
仇
池 

 
 

他た

年ね
ん　

節せ
つ

を
弭と

ど

め
て
仇き

ゆ
う
ち池

に
過よ

ぎ

れ

元
祐
七
年
（
一
〇
九
二
）、
五
十
七
歳
の
作
。
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○
仇
池　

甘
粛
省
に
あ
る
山
。
そ
の
名
は
山
頂
に
池
が
あ
る
こ
と
に
因
む
。
山
の
洞
穴
が
洞
天
福
地
に
通
じ
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、

道
教
の
聖
地
と
さ
れ
た
。
蘇
軾
は
揚
州
に
在
る
と
き
二
つ
の
石
を
手
に
入
れ
た
が
、
そ
の
形
状
か
ら
以
前
に
み
た
仇
池
に
関
わ
る
夢
を
想

起
し
た
。
そ
こ
で
杜
甫
「
秦
州
雑
詩
」
そ
の
十
四
（『
杜
詩
詳
注
』
巻
七
）
の
二
句
「
万
古　

仇
池
の
穴け

つ

、
潜ひ

そ

か
に
通
ず　

小
し
よ
う

有ゆ
う

天て
ん

に
」

を
誦
し
て
詠
じ
た
の
が
、「
双
石
」
詩
（『
合
注
』
巻
三
五
。
詩
人
選
集
『
蘇
軾
』
下
・
五
〇
頁
）
で
、
こ
の
詩
は
そ
の
韻
を
用
い
る
。

１
２
○
上
窮
・
下
与
二
句　

仏
教
で
は
、
物
質
の
存
在
し
な
い
世
界
（
無む

色し
き

界か
い

）
を
四
段
階
に
分
か
つ
（
四し

無む

色し
き

処し
よ

）
が
、
そ
の
第
四
が

非ひ

想そ
う

非ひ

非ひ

想そ
う

処し
よ

（
想
念
が
有
る
の
で
も
な
く
無
い
の
で
も
な
い
状
態
）
で
、
そ
れ
を
認
識
す
る
こ
と
を
非
想
非
非
想
定じ

よ
うと

呼
び
、
諸
禅ぜ

ん

定じ
よ
うの

中
で
最
も
す
ぐ
れ
た
も
の
と
す
る
（『
大
正
蔵
』
第
五
巻
に
収
め
る
『
大
般
若
経
』
巻
七
「
初
分
転
生
品
」
）。
同
じ
く
仏
教
で
は
、

物
質
的
な
世
界
を
三
層
に
分
か
ち
、
最
下
層
を
風
輪
と
い
い
、
そ
の
上
の
水
輪
・
金
輪
と
合
わ
せ
て
三
輪
と
呼
ぶ
（『
大
正
蔵
』
第
一
〇

巻
に
収
め
る
『
華
厳
経
』
巻
五
〇
「
如
来
出
現
品
」）。
二
句
は
、
物
質
の
存
在
し
な
い
世
界
の
最
上
の
段
階
か
ら
、
物
質
で
で
き
た
現
実

世
界
の
最
下
層
ま
で
、
な
ど
と
い
う
こ
と
を
仏
教
で
は
想
定
し
て
言
う
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
見
方
自
体
が
愚
か
し
い
幻
想
に
過
ぎ
な
い

と
い
う
意
。
白
居
易
「
微
之
に
和
す
る
詩　

二
十
三
首
、晨
霞
に
和
す
」
詩
（『
白
居
易
集
箋
校
』
巻
二
二
）
に
、「
上
は
非
想
の
頂
よ
り
、

下
は
風
水
の
輪
に
及
ぶ
」
と
あ
る
。
３
○
翠
羽
一
句　

翠
羽
は
、
孔
雀
の
み
ど
り
色
の
羽
。
杜
甫
「
赤せ

き

霄
し
よ
う

行こ
う

」（『
杜
詩
詳
注
』
巻

一
四
）
に
、「
孔
雀　

未
だ
知
ら
ず　

牛
に
角つ

の

有
る
を
、
渇
し
て
寒
泉
に
飲
み
て
觝て

い

触し
よ
くに

逢
う
、
翠
尾　

金き
ん

花か　

辱
じ
よ
く

を
辞
せ
ず
、
赤
霄　

玄げ
ん

圃ぽ　

須
す
べ
か
らく

往
来
す
べ
し
」
と
あ
る
（
赤
霄
は
、
仙
界
の
赤
く
美
し
い
空
の
色
。
玄
圃
は
、
崑
崙
山
に
あ
る
仙
人
の
居
所
）。
冒
頭
の
二

句
で
仏
教
的
な
世
界
観
を
否
定
し
た
後
、
こ
れ
以
下
は
仇
池
に
象
徴
さ
れ
る
道
教
的
世
界
を
専
ら
称
揚
す
る
。
４
○
空
瓶
一
句　

眉
は
、

ふ
ち
、
へ
り
の
意
。『
漢
書
』
遊
俠
伝
の
陳
遵
の
伝
に
、
揚
雄
「
酒し

ゆ

箴し
ん

」（『
藝
文
類
聚
』
巻
七
二
な
ど
で
は
「
酒
の
賦
」
と
題
す
る
）
を

引
い
て
、「
子し

は
猶
お
瓶
の
ご
と
し
。
瓶
の
居
る
を
観
る
に
、
井
の
眉
に
居
り
、
高
き
に
処お

り
て
深
き
に
臨
む
、
動や

や

も
す
れ
ば
常
に
危
う

き
に
近
し
」
と
あ
る
。
以
上
の
二
句
に
つ
い
て
、一
韓
智
翃
は
（
１
２
句
を
承
け
て
）「
其
（
ノ
）
内
ノ
世
間
ニ
禍
難
ノ
ア
ル
事
ハ
、譬
（
ヘ
）

バ
孔
雀
ガ
泉
ヲ
飲
（
ミ
）
テ
、牛
角
ニ
触
（
レ
）
テ
、牛
角
ニ
ツ
カ
レ
タ
ガ
如
キ
ゾ
。
此
（
ノ
）
理
ヲ
若も

シ
能
（
ク
）
知
（
リ
）
タ
ラ
バ
、

早
ク
引
（
キ
）
去
ル
ベ
キ
ヲ
、
知
（
ラ
）
ズ
シ
テ
、
仕
宦
シ
テ
危
険
中
ニ
居
（
レ
）
バ
、
譬
ヘ
バ
井
ノ
湄ほ

と
り

ニ
在
（
リ
）
テ
井
ニ
落
（
チ
ン

ト
）
欲
（
ス
ル
）
ホ
ド
ノ
事
ゾ
」（『
四
河
入
海
』
巻
一
九
の
三
）
と
記
す
。
５
○
鵷
鸞　

鵷え
ん

雛す
う

と
鸞ら

ん

。
い
ず
れ
も
鳳
凰
の
一
種
で
、
朝
廷
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に
整
然
と
居
並
ぶ
百
官
を
喩
え
る
。
ま
た
、
り
っ
ぱ
な
人
物
の
意
に
も
用
い
る
。
鴛
鸞
、
鵷
鴻
、
鵷
鷺
な
ど
と
も
い
う
。「
范
景
仁
が
洛

中
に
遊
ぶ
を
送
る
」
詩
の
注
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
四
冊
一
九
四
頁
）
を
参
照
。
６
○
謝
病　

病
気
を
口
実
に
し
て
こ
と
わ
る
こ
と
。『
史

記
』司
馬
相
如
伝
に
、「
長
卿　

病
と
謝
し
て
往
く
能
わ
ず
」と
あ
る
。
○
麋
鹿　

オ
オ
ジ
カ
と
鹿
。
山
林
に
住
ま
う
人
の
喩
え
。
蘇
軾
は
、

「
孔こ

う

文ぶ
ん

仲
ち
ゆ
う

推す
い

官か
ん

の
贈
ら
る
る
に
次
韻
す
」
詩
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
二
冊
三
七
一
頁
）
に
お
い
て
、こ
の
語
を
用
い
て
自
ら
の
本
性
を
、「
我

は
本も

と
麋
鹿
の
性
、
諒

ま
こ
と

に
轅え

ん

に
伏ふ

く

す
る
姿し

に
非
ず
」
と
述
べ
る
。
そ
の
詩
の
注
を
参
照
。
欧
陽
修
「
早
朝
、
事
に
感
ず
」
詩
（『
居
士
集
』

巻
一
三
）
に
、「
羽
儀　

鴛
と
鷺
と
に
接
す
と
雖
も
、
野
性　

終つ
い

に
存
す　

鹿
と
麋
と
」
と
あ
る
。
７
○
三
益
友　

『
論
語
』
季
子
篇
に
、

「
益
者
三
友
、
損
者
三
友
、
直
き
を
友
と
し
、
諒

り
よ
う

を
友
と
し
、
多
聞
を
友
と
す
る
は
、
益
な
り
。
便べ

ん

辟ぺ
き

を
友
と
し
、
善ぜ

ん

柔じ
ゆ
うを

友
と
し
、
便べ

ん

佞ね
い

を
友
と
す
る
は
、
損
な
り
」
と
あ
る
。『
論
語
』
で
は
交
わ
っ
て
有
益
な
三
種
類
の
友
人
の
意
だ
が
、
こ
こ
で
は
銭
勰
・
蔣
之
奇
・
王

欽
臣
の
三
人
を
さ
す
。
８
○
弭
節　

歩
み
を
と
ど
め
る
。
歩
み
を
ゆ
る
め
る
。『
四
河
入
海
』
は
「
節
ヲ
弭

な
び
か

シ
テ
」
と
訓
ず
る
。「
神
女
廟
」

詩
の
注
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
一
冊
一
一
九
頁
）
を
参
照
。
仇
池
は
、
将
来
の
東
坡
の
居
所
を
仙
界
に
喩
え
た
も
の
。「
双
石
」
詩
（
詩
題

の
注
を
参
照
）
の
結
び
に
、「
一
点
の
空く

う

明め
い　

是
れ
何い

ず

れ
の
処
ぞ
、
老
人　

真
に
仇
池
に
住

じ
ゆ
う

せ
ん
と
欲
す
」
と
あ
る
。

　

上
は
無
念
無
想
の
最
高
の
境
地
を
窮
め
、
ま
た
下
は
風
輪
の
最
下
層
ま
で
知
っ
た
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
見
方
そ
の
も
の
は
、

い
ず
れ
も
愚
か
し
い
幻
想
に
過
ぎ
な
い
。
翠
羽
の
孔
雀
は
牛
に
角
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
そ
の
角
で
突
か
れ
る
こ
と
も

あ
る
ま
い
し
、
空か

ら

の
釣つ

る

瓶べ

だ
っ
て
危
険
な
井
戸
べ
り
に
わ
ざ
わ
ざ
身
を
置
く
こ
と
も
な
い
と
い
う
も
の
だ
。

　

い
ま
私
は
朝
廷
に
も
ど
り
、
暫
く
は
居
並
ぶ
百
官
の
列
に
加
わ
る
け
れ
ど
も
、
ゆ
く
ゆ
く
は
療
養
の
お
暇

い
と
ま

を
い
た
だ
い
て
野
鹿

の
姿
に
も
ど
る
つ
も
り
だ
。
こ
う
し
て
詩
を
唱
和
し
あ
う
三
人
の
大
切
な
友
よ
、
ど
う
か
忘
れ
な
い
で
ほ
し
い
。
い
つ
か
私
の
住

ま
う
仇
池
を
通
り
か
か
っ
た
時
に
は
、
ど
う
か
旅
の
脚
を
緩
め
て
立
ち
寄
っ
て
く
れ
た
ま
え
。

一
九
二
一
（
施
三
三
―
五
）
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玉
津
園

玉ぎ
よ
く

津し
ん

園え
ん

１　

承
平
苑
囿
雜
畊
桑 

 
 

承
し
よ
う

平へ
い

の
苑え

ん

囿ゆ
う　

耕こ
う

桑そ
う

を
雑ま

じ

う

２　

六
垩
勤
民
計
慮
長 

 
 

六り
く

聖せ
い　

民た
み

に
勤つ

と

め
て
計け

い

慮り
よ

長な
が

し

３　

碧
水
東　

還
舊
派＊ 

 
 

碧へ
き

水す
い　

東
ひ
が
し

に
流な

が

れ
て
旧

き
ゆ
う

派は

に
還か

え

り

４　

紫
壇
南
峙
表
連
岡 

 
 

紫し

壇だ
ん　

南
み
な
み

に
峙

そ
ば
だ

っ
て
連れ

ん

岡こ
う

に
表

あ
ら
わ

る

５　

不
逢
遲
日
鶯
芲
亂 

 
 

遅ち

日じ
つ　

鶯お
う

花か

の
乱み

だ

る
る
に
逢あ

わ
ず

６　

空
想
疎
林
雪
月
光 

 
 

空む
な

し
く　

疎そ

林り
ん　

雪せ
つ

月げ
つ

の
光

ひ
か
り

を
想お

も

う

７　

千
畝
何
時
躬
帝
藉 

 
 

千せ
ん

畝ぽ　

何い
ず

れ
の
時と

き

か
帝て

い

藉せ
き

を
躬

み
ず
か

ら
せ
ん

８　

斜
陽
寂
歷
鎻
雲
莊 

 
 

斜し
や

陽よ
う　

寂せ
き

歴れ
き

と
し
て
雲う

ん

荘そ
う

を
鎖と

ざ

す

〔
原
注
〕
玉
津
分
蔡
河
上　

、
復
合
於
下
（
玉

ぎ
よ
く

津し
ん

は
蔡さ

い

河が

を
上

じ
よ
う

流り
ゆ
うに

分わ

か
ち
て
、
復ま

た
下し

も

に
合が

つ

す
）

元
祐
七
年
（
一
〇
九
二
）、
五
十
七
歳
の
作
。

○
玉
津
園　

開
封
の
庭
園
の
名
。
五
代
後
周
の
と
き
に
造
営
さ
れ
、
南
の
外
城
の
門
で
あ
る
南
薫
門
の
外
に
あ
っ
た
（
明
・
李
濂
『
汴
京

遺
跡
志
』
巻
八
「
園
」）。

１
○
承
平　

平
和
の
世
が
長
く
続
く
こ
と
。
太
平
を
受
け
継
ぐ
意
。『
漢
書
』
食
貨
志
上
に
、「
今　

累る
い

世せ
い　

平
を
承
け
、
豪
富
吏
民
は
、

訾し　

鉅き
よ

万ま
ん

を
数
う
」
と
あ
る
。
○
苑
囿　

鳥
獣
を
放
し
飼
い
に
し
て
あ
る
庭
園
。『
呂
氏
春
秋
』
重
己
篇
に
、「
昔　

先
聖
王
の
苑
囿
園
池

を
為つ

く

る
や
、
以
て
観
望
し
て
形
を
労

ね
ぎ
ら

う
に
足
る
而の

み已
」
と
あ
り
、
高
誘
注
に
「
禽
獣
を
畜

や
し
な

う
所
、
大
な
る
を
苑
と
曰
い
、
小
な
る
を
囿
と

曰
う
」
と
あ
る
。
○
耕
桑　

農
耕
と
養
蚕
。『
韓
詩
外
伝
』
巻
一
に
、「
百
姓
大
い
に
説

よ
ろ
こ

び
、
耕
桑
す
る
者　

力
を
倍ま

し
て
以
て
勧つ

と

む
」
と
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あ
る
。
２
○
六
聖　

王
注
（
趙
次
公
）
に
よ
れ
ば
、
宋
の
太
祖
、
太
宗
、
真
宗
、
仁
宗
、
英
宗
、
神
宗
。
３
○
碧
水
一
句　

原
注
に
あ
る

蔡
河
（
恵
民
河
）
は
、
開
封
の
南
を
流
れ
る
運
河
で
、
玉
津
園
の
近
く
を
流
れ
て
い
た
（『
汴
京
遺
跡
志
』
巻
七
「
蔡
河
」）。
４
○
紫
壇　

紫
色
の
祭
壇
（
壇
は
、
土
を
盛
り
固
め
て
作
っ
た
祭
祀
の
場
）。『
漢
書
』
礼
楽
志
に
引
く
「
郊
祀
歌
」
十
九
章
「
天
地
」
に
、「
爰こ

こ

に
紫

壇
を
煕お

こ

し
、
厥そ

の
路
を
求
め
ん
こ
と
を
思
う
」
と
あ
り
、
顔
師
古
の
注
に
「
紫
壇
は
、
壇
の
紫
色
な
る
な
り
」
と
あ
る
。
５
○
遅
日　

春

の
日
。
暮
れ
る
の
が
遅
く
感
じ
ら
れ
る
日
。
杜
甫
「
絶
句　

二
首
」
そ
の
一（『
杜
詩
詳
注
』
巻
一
三
）
に
、「
遅
日　

江
山
麗う

る
わし

、
春
風　

花か

草そ
う

香
る
」
と
あ
る
。
○
鶯
花　

ウ
グ
イ
ス
が
さ
え
ず
り
花
が
咲
く
春
景
色
。
杜
甫
「
李
梓し

州し
ゆ
う・

王
閬ろ

う

州し
ゆ
う・

蘇
遂す

い

州し
ゆ
う・

李
果か

州し
ゆ
うの

四
使
君

に
陪
し
て
恵
義
寺
に
登
る
」
詩
（『
杜
詩
詳
注
』
巻
一
二
）
に
、「
鶯
花　

世
界
に
随
い
、
楼
閣　

山さ
ん

巓て
ん

に
倚
る
」
と
あ
る
。
７
○
千
畝
一

句　

天
子
が
春
先
に
自
ら
耕
作
を
お
こ
な
っ
て
、神
に
豊
作
を
祈
願
す
る
儀
式
を
藉せ

き

（
籍
）
と
い
い
、耕
す
田
畑
の
こ
と
を
藉
田
（
籍
田
）

と
い
っ
た
。
こ
こ
で
い
う
帝
藉
は
そ
の
意
。
次
の
詩
（
作
品
番
号
一
九
二
二
）
の
注
を
参
照
。『
礼
記
』
祭
義
に
、「
是
の
故
に
昔む

か

し者
天
子　

千
畝
を
藉せ

き

す
る
を
為
す
」
と
あ
る
。
ま
た
、
月
令
「
孟
春
之
月
」
に
、「
乃
ち
元げ

ん

辰し
ん

を
択え

ら

び
て
、
天
子
親み

ず
から

耒ら
い

耜し

（
す
き
）
を
載
せ
て
、

之
を
参さ

ん

保ほ
う

介か
い

（
陪
乗
）
と
御
（
御
者
）
と
の
間
に
措お

き
、
三
公
・
九
卿
・
諸
侯
・
大
夫
を
帥ひ

き

い
て
、
躬

み
ず
か

ら
帝
籍
を
耕
す
」
と
あ
る
。
○
寂

歴　

寂
し
く
静
か
な
さ
ま
。
江
淹
「
雑
体
詩　

三
十
首
、王
徴
君
」（『
文
選
』
巻
三
一
）
に
、「
寂
歴
と
し
て
百
草
晦つ

き
、欻く

つ

吸き
ゆ
うと

し
て
（
に

わ
か
に
）
鵾こ

ん

鶏け
い

悲
し
む
」
と
あ
る
。
○
雲
荘　

雲
や
霧
に
お
お
わ
れ
た
村
里
。
唐
・
馬
懐
素
「「
九
月
九
日
、
慈
恩
寺
の
浮
図
に
登
る
」

に
和
し
奉
る　

応
制
」
詩
（『
全
唐
詩
』
巻
九
三
）
に
、「
御
旗　

日
道
に
横
た
わ
り
、
仙
塔　

雲
荘
に
儼

お
ご
そ

か
な
り
」
と
あ
る
。
○
原
注　

『
汴

京
遺
跡
志
』
巻
七
「
蔡
河
」
に
、「
其
の　

尉い

氏し

自よ

り
北
流
し
、
汴
京
の
戴
楼
門
の
東
の
広
利
水
門
に
至
り
て
城
に
入
る
、
西
蔡
河
と
名

づ
く
。
閔び

ん

水す
い

に
接
し
て
、
城
内
を
繚

り
よ
う

繞じ
よ
うす

。
其
の　

陳
州
門
の
西
の
普
済
水
門
従よ

り
城
を
出
で
、
流
れ
て
通
許
を
経
、
復
た
旧も

と

の
蔡
河
に

接
す
、
東
蔡
河
と
名
づ
く
、
即
ち
所い

わ

謂ゆ
る

恵
民
河
な
り
」
と
あ
る
。

　

太
平
の
御
代
が
続
い
た
御
苑
に
は
耕
作
と
養
蚕
の
場
も
あ
り
、
六
代
に
わ
た
っ
て
聖
帝
の
民
へ
の
叡
慮
は
長
く
保
た
れ
た
。
碧

色
の
流
れ
は
東
へ
と
流
れ
て
も
と
の
川
に
合
流
し
、
紫
色
の
祭
壇
は
都
城
の
南
に
そ
ば
だ
っ
て
連
な
る
岡
に
際
立
つ
。

　

花
さ
き
乱
れ
鶯
の
鳴
く
遅
々
た
る
春
日
に
は
め
ぐ
り
逢
わ
ず
、
ま
ば
ら
な
林
を
照
ら
す
雪
と
月
の
光
を
た
だ
想
っ
て
み
る
。
千
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畝
の
土
地
を
天
子
御
み
ず
か
ら
耕
さ
れ
る
の
は
い
つ
の
こ
と
だ
ろ
う
。
も
や
に
包
ま
れ
た
村
を
夕
陽
が
ひ
っ
そ
り
と
照
ら
し
て
い

る
。

一
九
二
二
（
施
三
三
―
六
）

藉
田藉せ

き

田で
ん

１　

竊
脂
方
紀
瑞 

 
 

窃せ
つ

脂し　

方ま
さ

に
瑞ず

い

を
紀し

る

し

２　

布
穀
未
催
畊 

 
 

布ふ

穀こ
く　

未い
ま

だ
耕こ

う

を
催

う
な
が

さ
ず

３　

魚
沫
依
蘋
渚 

 
 

魚ぎ
よ

沫ま
つ　

蘋ひ
ん

渚し
よ

に
依よ

り

４　

蝸
涎
上
綵
楹 

 
 

蝸か

涎せ
ん　

綵さ
い

楹え
い

に
上の

ぼ

る

５　

江
湖
來
夢
寐 

 
 

江こ
う

湖こ　

夢む

寐び

に
来き

た
り

６　

蓑
笠
負
平
生 

 
 

蓑さ
り

笠ゆ
う　

平へ
い

生ぜ
い

に
負そ

む

く

７　

琴
裏
思
歸
曲 
 

 

琴き
ん

裏り　

思し

き帰
の
曲

き
よ
く

８　

因
君
一
再
行 

 
 

君き
み

に
因よ

り
て
一い

つ

再さ
い

行こ
う

元
祐
七
年
（
一
〇
九
二
）、
五
十
七
歳
の
作
。

○
藉
田　

古
代
、
天
子
が
春
先
に
自
ら
田
畑
の
耕
作
を
行
い
、
神
や
祖
先
に
豊
作
を
祈
願
し
た
。
そ
の
田
畑
を
藉
田
と
い
う
（
籍
田
と
も

表
記
す
る
）。
藉
は
、
民
の
力
を
借
り
る
意
と
い
う
。『
詩
経
』
周
頌
（
閔び

ん

予よ

小
し
よ
う

子し

之
什
）「
載さ

い

芟さ
ん

」
の
小
序
に
、「
載
芟
は
、
春
、
藉
田

し
て
社
稷
に
祈
る
な
り
」
と
あ
り
、
毛
伝
に
、「
王
の
耒ら

い

耜し

を
載
せ
て
耕
す
所
の
田
、
天
子
は
千
畝
、
諸
侯
は
百
畝
な
り
。
籍
の
言
は
借
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な
り
。
民
の
力
を
借
り
て
之
を
治
む
、
故
に
之
を
籍
田
と
謂
う
」
と
あ
る
。

１
○
窃
脂　

鳥
の
名
。
イ
カ
ル
（『
国
訳
本
草
綱
目
』
に
よ
れ
ば
、
シ
ナ
イ
カ
ル
）。『
詩
経
』
小
雅
（
甫
田
之
什
）「
桑そ

う

扈こ

」
に
、「
交
交

た
る
桑
扈
、
鶯
た
る
其
の
羽は

ね

有
り
、
君
子　

楽
し
む
、
天
の
祜さ

い
わ

い
を
受
く
」
と
あ
る
。
そ
の
毛
伝
に
、「
興

き
よ
う

な
り
。
鶯
然
と
し
て
文
章
有
り
」

と
あ
り
、
鄭
箋
に
「
桑
扈
は
、
窃
脂
鳥
な
り
。
興
な
る
は
、
窃
脂　

飛
ん
で
往
来
し
て
文
章
有
り
、
人　

観
視
し
て
之
を
愛
し
、
君
臣
の

礼
法
威
儀
を
以
て
朝
廷
に
升
降
す
る
に
喩
う
れ
ば
、則
ち
天
下
も
亦
た
観
視
し
て
仰
い
で
之
を
楽
し
む
」と
あ
る
。
ま
た
、『
春
秋
左
氏
伝
』

昭
公
十
七
年
に
、「
九
扈
を
九
農
正
と
為
す
」
と
あ
り
、
そ
の
杜
預
の
注
に
窃
脂
の
名
が
見
え
、
孔
疏
が
賈
逵
を
引
い
て
「
桑そ

う

鳸こ

・
窃
脂

は
蚕
の
為
に
鳥
を
駆
る
者
な
り
」
と
い
う
。
２
○
布
穀　

カ
ッ
コ
ウ
の
異
名
。
そ
の
鳴
き
声
は
「
穀た

ね

を
布ま

け
」
と
聞
こ
え
る
と
い
う
。「
山

村　

五
絶
」
そ
の
二
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
二
冊
五
〇
七
頁
）
を
参
照
。
３
○
魚
沫　

魚
が
吐
く
あ
ぶ
く
。『
荘
子
』
天
運
篇
に
、「
泉
涸か

れ
て
魚
相あ

い

与と
も

に
陸
に
処お

り
、
相あ

い

呴ふ

く
に
湿
を
以
て
し
、
相あ

い

濡う
る
おす

に
沫
を
以
て
す
る
は
、
江
湖
に
相
忘
る
る
に
若し

か
ず
」
と
あ
る
。
４
○
蝸

涎　

カ
タ
ツ
ム
リ
の
出
す
粘
液
。
ま
た
、
カ
タ
ツ
ム
リ
が
通
っ
た
と
こ
ろ
に
そ
の
粘
液
で
で
き
る
跡
。
杜
牧
「
華
清
宮　

三
十
韻
」（『
樊

川
文
集
』
巻
二
）
に
、「
鳥

ち
よ
う

啄た
く　

寒
木
を
摧く

だ

き
、
蝸
涎　

画
梁
を
蠹

む
し
ば

む
」
と
あ
る
。
○
綵
楹　

彩
色
を
ほ
ど
こ
し
た
柱
。
楹
は
、
ま
る
く

太
い
柱
。
綵
は
、
い
ろ
ど
り
の
意
で
、
彩
に
通
じ
る
。
５
○
夢
寐　

寝
て
い
る
と
き
に
み
る
夢
。『
後
漢
書
』
郎ろ

う

顗ぎ

伝
に
、「
夙

し
ゆ
く

夜や

夢
寐
に
、

心
を
尽
く
し
て
計
る
所
な
り
」
と
あ
る
。
６
○
蓑
笠　

み
の
0

0

と
か
さ
0

0

。
隠
者
と
し
て
の
暮
ら
し
を
象
徴
す
る
。
温
庭
筠
「
秋
日
」
詩
（『
全

唐
詩
』
巻
五
七
七
）
に
、「
良
時　

東と
う

菑し

有
ら
ば
、
吾
れ
将も

つ

て
蓑
笠
を
事
と
せ
ん
」
と
あ
る
。
７
○
思
帰
曲　

「
思
帰
の
引
」
は
、
琴
の
楽

曲
名
。
春
秋
時
代
、
召
王
は
衛
の
賢
女
を
娶
ろ
う
と
召
に
招
い
た
。
女
が
至
る
前
に
王
は
薨
じ
た
が
、
太
子
が
女
を
召
に
留
め
お
い
て
還

さ
な
か
っ
た
た
め
、女
は
衛
に
帰
る
こ
と
を
願
い
、琴
に
の
せ
て
歌
を
う
た
っ
て
縊
死
し
た
と
い
う
（
蔡
邕
『
琴
操
』
巻
上
「
思
帰
の
引
」）。

晉
・
石
崇
「
思
帰
の
引
の
序
」（『
文
選
』
巻
四
五
）
で
は
、石
崇
が
昔
日
の
別
荘
で
の
暮
ら
し
を
思
っ
て
古
曲
に
歌
辞
を
つ
け
た
と
す
る
。

８
○
一
再
行　

『
史
記
』
司
馬
相
如
伝
に
、「
酒
酣

た
け
な
わに

し
て
、
臨り

ん

邛き
よ
うの

令　

前す
す

み
て
琴
を
奏す

す

め
て
曰
く
、「
窃
か
に
聞
く
、
長

ち
よ
う

卿け
い

之
を
好
む
、

と
。
願
わ
く
は
以
て
自
ら
娯た

の

し
ま
ん
こ
と
を
」
と
。
相
如
辞
謝
し
、
為
に
鼓
す
る
こ
と
一
再
行
」
と
あ
り
、
索
隠
に
「
行
は
、
曲
な
り
。

此こ
こ

に
「
鼓
す
る
こ
と
一
再
行
」
と
言
う
は
、
一
両
曲
を
謂
う
な
り
」
と
あ
る
。

　

窃い

か

る脂
が
瑞
兆
を
示
す
い
ま
、
布か

つ
こ
う穀

は
ま
だ
耕
作
を
促
し
て
は
い
な
い
。
浮
き
草
の
浮
く
水み

際ぎ
わ

に
は
魚
が
口
を
パ
ク
パ
ク
さ
せ
て



南山読蘇会

一
三

90

吐
く
泡
が
立
つ
。
彩
ら
れ
た
柱
に
は
蝸

か
た
つ
む
り

牛
が
つ
た
っ
た
跡
。

　

そ
れ
は
ま
る
で
江
湖
に
来
た
夢
を
見
て
い
る
よ
う
で
、
ふ
だ
ん
か
ら
簑
と
笠
を
ま
と
う
暮
ら
し
に
そ
む
い
て
い
る
の
を
痛
感
す

る
。
琴
の
調
べ
「
思
帰
の
曲
」
に
よ
せ
て
、
君
た
ち
の
詩
に
発
し
た
思
い
を
一
曲
二
曲
と
つ
ま
び
い
て
み
よ
う
。

 

（
担
当　

西
岡　

淳
）

一
九
二
三
（
施
注
三
三
―
七
）

頃
年
楊
康
功
使
高
麗
還
奏
乞
立
海
神
廟
於
板
橋
僕
嫌
其
地
湫
隘
移
書
使　

之
文
登
因
古
廟
而
新
之
楊

不
從
不
知
定
國

何
從
見
此
書
作
詩
稱
衜
不
已
僕
不
能
記
其
云
何
也
次　

答
之

頃こ
の

年ご
ろ

、
楊よ

う

康こ
う

功こ
う　

高こ
う

麗ら
い

に
使

つ
か
い

し
て
、
還か

え

っ
て
奏そ

う

し
て
海か

い

神じ
ん

廟び
よ
うを

板は
ん

橋き
よ
うに

立た

て
ん
こ
と
を
乞こ

う
。
僕ぼ

く　

其そ

の
地ち

の
湫

し
ゆ
う

隘あ
い

な
る
を
嫌き

ら

っ
て
、
書し

よ

を
移う

つ

し
て
之こ

れ

を
文ぶ

ん

登と
う

に
遷う

つ

さ
し
め
て
古こ

廟び
よ
うに

因よ

り
て
之こ

れ

を
新あ

ら

た
に
せ
ん
と
す
。
楊よ

う　

竟つ
い

に
従

し
た
が

わ

ず
。
知し

ら
ず
、
定て

い

国こ
く　

何い
ず

れ
従よ

り
し
て
か
此こ

の
書し

よ

を
見み

て
、
詩し

を
作つ

く

っ
て
称

し
よ
う

道ど
う

し
て
已や

ま
ず
。
僕ぼ

く　

其そ

の
云い

か

ん何
と
い

う
か
を
記き

す
能あ

た

わ
ざ
る
な
り
。
次じ

韻い
ん

し
て
之こ

れ

に
答こ

た

う
。

１　

退
之
仙
人
也 
 

 

退た
い

之し

は
仙せ

ん

人に
ん

な
り

２　

游
戲
於
斯
文　
　
　

斯こ

の
文ぶ

ん

に
游ゆ

う

戯ぎ

す

３　

談
笑
出
奇
偉　
　
　

談だ
ん

笑し
よ
う

　

奇き

偉い

を
出い

だ
し
て

４　

鼓
舞
南
海
神　
　
　

南な
ん

海か
い

の
神か

み

を
鼓こ

舞ぶ

せ
し
む

５　

頃
者
三
韓
使　
　
　

頃こ
の

者ご
ろ　

三さ
ん

韓か
ん

の
使

つ
か
い

６　

幾
爲
蛟
鱷
呑　
　
　

幾
ほ
と
ん

ど
蛟こ

う

鰐が
く

の
為た

め

に
呑の

ま
れ
ん
と
す
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７　

歸
來
築
祠
宇　
　
　

帰か
え

り
来き

た
っ
て
祠し

宇う

を
築き

ず

き

８　

要
使
百
賈
奔＊　
　
　

百
ひ
や
く

賈こ

を
し
て
奔は

し

ら
し
め
ん
と
要よ

う

す

９　

我
欲　

其
廟　
　
　

我わ

れ　

其そ

の
廟

び
よ
う

を
遷う

つ

し
て

10　

下
數
浮
空
羣＊

＊　
　
　

下し
も　

空そ
ら

に
浮う

か
ぶ
群む

れ
を
数か

ぞ

え
ん
と
欲ほ

つ

す

11　

移
書

不
從　
　
　

書し
よ

を
移う

つ

す
も
竟つ

い

に
従

し
た
が

わ
ず

12　

信
非
磊
落
人　
　
　

信
ま
こ
と

に
磊ら

い

落ら
く

の
人ひ

と

に
非あ

ら

ず

13　

公
胡
爲
拳
拳　
　
　

公こ
う　

胡な

ん

す爲
れ
ぞ
拳け

ん

拳け
ん

と
し
て

14　

繫
此
空
中
雲　
　
　

此こ

の
空く

う

中ち
ゆ
うの

雲く
も

を
繫つ

な

ぐ

15　

作
詩
頌
其
美　
　
　

詩し

を
作つ

く

っ
て
其そ

の
美び

を
頌

し
よ
う

す

16　

何
異
刻
劍
痕　
　
　

何な
ん

ぞ
剣け

ん

の
痕あ

と

を
刻き

ざ

む
に
異こ

と

な
ら
ん

17　

我
今
已
括
囊　
　
　

我わ

れ　

今い
ま　

已す
で

に
囊の

う

を
括く

く

る

18　

象
在
六
四
坤　
　
　

象
し
よ
う

は
六り

く

四し

の
坤こ

ん

に
在あ

り

〔
原
注
〕
板
橋
、
商
賈
所
聚
（
板
橋
は
、
商
賈
の
聚
ま
る
所
な
り
）

〔
＊
＊
〕
謂
登
州
海
市
（
登
州
の
海
市
を
謂
う
）

元
祐
七
年
（
一
〇
九
二
）、
五
十
七
歳
の
作
。

○
頃
年　

近
年
。
○
楊
康
功　

楊
景
略
（
一
〇
〇
四
～
八
六
）。
康
功
は
そ
の
字
。
施
注
は
、「
洛
陽
の
人
」
と
い
う
が
、こ
の
詩
に
先
立
っ

て
元
豊
八
年
（
一
〇
八
五
）
に
作
っ
た
「
楊
康
功　

石
有
り
、
状
は
酔
道
士
の
如
し
、
為
に
此
の
詩
を
賦
す
」（『
合
注
』
巻
二
六
）
の
詩

題
の
査
注
に
は
、「
楊
康
功　

華
陰
の
人
な
り
」
と
い
う
。
華
陰
は
陝
西
省
に
あ
る
。
治
平
二
年
（
一
〇
六
五
）
の
進
士
で
、
提
点
両
浙

刑
獄
、
龍
図
閣
待
制
、
知
揚
州
な
ど
を
歴
任
し
た
。
○
使
高
麗
還　

楊
景
略
は
、
元
豊
六
年
九
月
に
「
高
麗
祭
奠
使
」
に
任
命
さ
れ
（『
続



南山読蘇会

一
五

88

資
治
通
鑑
長
編
』
元
豊
六
年
九
月
丙
辰
）
て
、
翌
元
豊
七
年
七
月
に
「
密
自よ

り
板
橋
に
至
り
、
航
海
し
て
往
く
」（
徐
兢
『
宣
和
奉
使
高

麗
図
経
』
巻
二
）
と
あ
る
。
帰
朝
に
つ
い
て
は
、
元
豊
七
年
十
月
に
、
楊
景
略
が
帰
朝
途
上
、
高
麗
に
同
道
し
た
銭
勰
と
と
も
に
中
書
舎

人
に
任
命
さ
れ
て
い
る
（『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
元
豊
七
年
十
月
乙
亥
）
こ
と
、
お
よ
び
当
時
知
登
州
で
あ
っ
た
蘇
軾
が
元
豊
七
年
十
一

月
の
は
じ
め
に
は
離
任
し
て
登
州
を
離
れ
て
い
る
（
孔
凡
礼
『
蘇
軾
年
譜
』
中
冊
六
九
二
頁
）
こ
と
か
ら
、
元
豊
七
年
十
月
の
後
半
の
頃

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
○
板
橋　

い
ま
の
山
東
省
膠
州
市
。
元
祐
三
年
（
一
〇
八
八
）
に
は
膠
西
県
が
お
か
れ
、
市
舶
司
も
設
置
さ
れ

た
。
○
湫
隘　

土
地
が
低
く
せ
ま
い
こ
と
。
白
居
易
「
卜
居
」
詩
（『
白
居
易
集
箋
校
』
巻
一
九
）
に
、「
但
だ
道い

う　

吾
が
盧
は
心
便す

な
わち

足
る
と
、
敢
え
て
辞
せ
ん
や　

湫
隘
と
囂ご

う

塵じ
ん

と
を
」
と
あ
る
。
○
移
書　

公
的
な
文
書
を
差
し
出
す
こ
と
。
蘇
軾
「
程
徳
林
が
真
州
に
赴

く
を
送
る
」
詩
（『
蘇
軾
詩
注
解
（
二
十
三
）
』）
の
注
も
参
照
。
蘇
軾
が
楊
景
略
に
差
し
出
し
た
文
書
は
伝
わ
ら
な
い
。
○
文
登　

い
ま

の
山
東
省
蓬
萊
市
。
北
宋
で
は
登
州
に
属
し
た
。
蘇
軾
「
始
め
文
登
の
海
上
に
於
て
白
石
数
升
を
得
た
り
…
」
詩
（『
蘇
軾
詩
注
解
（
三
）』）

の
詩
題
の
注
も
参
照
。
○
古
廟　

海
神
を
祀
る
古
い
廟
。
山
東
半
島
に
は
各
地
に
海
神
廟
が
建
て
ら
れ
て
い
た
。
于
欽
『
斉
乗
』
巻
五
の

「
蓬
萊
閣
」
の
項
に
、「
登
州
の
北
三
里
の
海
浜
、
田
横
寨　

相
対
す
。
本
と
海
神
廟
の
基
な
り
。
宋
の
治
平
中
に
、
郡
守
朱
処
約　

其
の

地
太は

な
はだ

高
峻
な
る
を
以
て
廟
を
移
し
て
西
せ
し
め
て
平
地
に
置
く
。
此
に
於
て
閣
を
建
つ
」
と
あ
る
。
ま
た
、
蘇
軾
「
登
州
の
海
市
」
詩

（『
合
注
』
巻
二
六
）
の
叙
に
は
、
海
市
す
な
わ
ち
蜃
気
楼
を
見
る
こ
と
が
か
な
う
よ
う
に
、「
海
神
広
徳
王
の
廟
に
禱
る
」
と
あ
る
。
○

定
国　

王
鞏
の
こ
と
。
定
国
は
そ
の
字
。「
顔
復
を
送
り
、
兼
ね
て
王
鞏
に
寄
す
」
詩
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
四
冊
二
七
七
頁
）
の
注
を
参

照
。
○
作
詩　

王
鞏
が
蘇
軾
の
文
書
を
称
え
て
作
っ
た
詩
は
伝
わ
ら
な
い
。

１
○
退
之　

韓
愈
の
字
。
２
○
游
戯
一
句　

遊
戯
は
、
遊
び
戯
れ
る
こ
と
。『
楚
辞
』「
遠
遊
」
の
王
逸
の
解
題
に
、「
仙
人
に
託
配
し
て
、

与と
も

に
倶と

も

に
遊
戯
し
、
天
地
を
周
歴
し
て
、
所
と
し
て
到
ら
ざ
る
無
し
」
と
い
う
。
斯
文
は
、『
論
語
』
子
罕
篇
に
、「
天
の
未
だ
斯こ

の
文
を

喪ほ
ろ
ぼさ

ざ
る
や
、
匡

き
よ
う

人ひ
と

其
れ
予
を
如
何
せ
ん
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ひ
ろ
く
は
文
明
を
意
味
す
る
が
、
こ
こ
で
は
高
雅
な
文
章
、
ひ
い
て
は
学

問
の
意
に
解
す
る
。
す
な
わ
ち
一
句
は
学
問
の
世
界
に
遊
ぶ
こ
と
を
い
う
。
３
○
奇
偉　

非
凡
で
あ
る
こ
と
。
韓
愈「
県
斎
に
懐
う
有
り
」

詩
（『
韓
昌
黎
集
』
巻
二
）
に
、「
少
小
に
し
て
奇
偉
を
尚

た
つ
と

ぶ
も
、平
生　

悲ひ

咤た

す
る
に
足
れ
り
」
と
あ
る
。
４
○
鼓
舞
一
句　

韓
愈
が
「
南

海
の
神
の
廟
の
碑
」（『
韓
昌
黎
集
』
巻
三
一
）
で
、「
海
は
天
地
の
間
に
於
て
物
為た

る
こ
と
最
も
鉅お

お

き
く
、
三
代
聖
王
自よ

り
祀し

の
事
あ
ら
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ず
と
い
う
こ
と
莫
し
。
伝
記
に
考
え
う
る
に
、
而
も
南
海
の
神し

ん

次じ　

最
も
貴た

か

く
し
て
北
東
西
の
三
神
と
河
伯
と
の
上
に
在
り
」
と
、
海
と

河
の
諸
神
の
な
か
で
南
海
の
神
を
最
も
高
く
位
置
付
け
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
う
。
鼓
舞
は
、勇
気
を
与
え
て
奮
い
立
た
せ
る
こ
と
。

『
周
易
』
繫
辞
上
に
「
之
を
鼓
し
之
を
舞
し
て
以
て
神
を
尽
く
す
」
と
あ
る
。
５
６
○
頃
者
・
幾
為
二
句　

二
句
は
起
居
郎
で
あ
っ
た
楊

景
略
が
銭
勰
と
と
も
に
高
麗
祭
奠
使
を
拝
命
し
て
、「
七
月
二
十
四
日
、
同と

も

に
密
州
自よ

り
洋
に
発
す
。
楊
起
居　

大
洋
に
至
る
や
東
風
に

遇
い
て
登
州
に
飄ふ

き
回め

ぐ

ら
さ
る
。
八
月
二
日
、
再
び
洋
に
発
し
、
十
三
日
、
方は

じ

め
て
高
麗
境
上
に
至
る
」（
龐
元
英
『
文
昌
雜
録
』
巻
五
）

と
あ
る
よ
う
に
、
大
風
に
妨
げ
ら
れ
て
あ
や
う
く
遭
難
し
か
け
た
こ
と
を
い
う
。
頃
者
は
施
注
で
は
頃
年
に
つ
く
る
。
三
韓
は
、
馬
韓
・

辰
韓
・
弁
韓
を
い
う
（『
後
漢
書
』
東
夷
伝
）。
蛟
は
、
み
ず
ち
。
鰐
は
、
わ
に
。
と
も
に
水
中
に
潜
む
怪
物
を
い
う
。
韓
愈
「
瀧そ

う

吏り

」
詩

（『
韓
昌
黎
集
』
巻
六
）
に
、「
鰐
魚　

船
よ
り
大
に
し
て
、
牙
眼　

儂わ
れ

を
怖
殺
す
」
と
あ
る
。
蘇
軾
は
「
見
る
所
の
開
元
寺
の
呉
道
子
が

画え
が

け
る
仏
の
滅
度
を
記
し
て
以
て
子
由
に
答
う
」
詩
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
一
冊
三
七
〇
頁
）
に
、「
従
横　

固も
と

よ
り
已
に
孫
・
鄧
を
蔑か

ろ

ん

じ
、巨
鰐
の
小
鮮
を
呑
む
が
如
く
な
る
こ
と
有
り
」
と
詠
じ
て
い
る
が
、『
合
注
』
巻
四
で
は
そ
の
王
注
に
『
物
類
相
感
志
』
を
引
い
て
「
南

海
に
鰐
魚
有
り
、
其
の
状　

鼉だ

の
若ご

と

し
」
と
い
う
。
８
○
百
賈　

も
ろ
も
ろ
の
商
人
た
ち
。『
漢
書
』
尹
翁
帰
伝
に
、「（
尹
翁
帰
）
公
廉

に
し
て

餽
お
く
り
も
のを

受
け
ず
、
百
賈　

之
を
畏
る
」
と
あ
る
。
10
○
浮
空
群　

蜃
気
楼
を
い
う
。
蘇
軾
は
「
登
州
の
海
市
」（『
合
注
』
巻

二
六
）
に
、「
東
方
の
雲
海　

空
し
く
復
た
空
し
、
群
仙　

空
明
の
中
に
出
没
す
。
浮
世
を
蕩
揺
し
て
万
象
を
生
ず
、
豈
に
貝
闕
の
珠
宮

を
蔵
す
る
有
ら
ん
や
」
と
詠
じ
て
い
る
。
12
○
磊
落
人　

度
量
が
大
き
い
人
物
。
韓
愈
「
皇
甫
湜
が
公
安
園
池
の
詩
を
読
み
、
其
の
後
に

書
す　

二
首
」
そ
の
一
（『
韓
昌
黎
集
』
巻
六
）
に
、「
爾
雅
は
虫
魚
を
注
す
、
定
め
て
磊
落
の
人
に
非
ず
」
と
あ
る
。
13　
14
〇
公
胡
・
繫

此
二
句　

拳
拳
は
、
捧
げ
持
っ
て
離
さ
な
い
さ
ま
。『
礼
記
』
中
庸
に
、「
子
曰
く
、「
回
の
人
と
為な

り
や
、
中
庸
を
択
び
、
一
善
を
得
れ
ば
、

則
ち
拳
拳
服ふ

く

膺よ
う

し
て
之
を
失
わ
ず
」
と
」
と
あ
る
。
空
中
の
雲
は
、蘇
軾
が
楊
景
略
に
差
し
出
し
た
文
書
の
内
容
を
た
と
え
て
い
う
。『
景

徳
伝
燈
録
』
巻
八
「
池
州
南
泉
普
願
禅
師
」
の
項
に
、「
汝
の
道い

う
は
、
一
片
の
雲
、
為は

復た

釘
も
て
釘う

ち
住と

ど

む
る
か
、
為は

復た

藤
も
て
纜つ

な

ぎ

著と
ど

む
る
か
」と
あ
る
。
二
句
は
失
わ
れ
た
文
書
を
今
さ
ら
な
が
ら
持
ち
上
げ
て
み
て
も
無
意
味
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
16
○
刻
剣
痕　

『
太

平
御
覧
』
巻
七
六
九
に
『
呂
氏
春
秋
』（「
察
今
」）
を
引
い
て
、「
楚
人
に
江
を
渉わ

た

る
者
有
り
。
其
の
剣
、
舟
中
自
り
水
に
墜
つ
。
遽に

わ

か
に

其
の
舟
を
契き

ざ

み
て
曰
く
、「
是
れ
我
が
剣
の
従よ

り
て
墜
つ
る
所
な
り
」
と
」
と
い
う
。
17　
18
○
我
今
・
象
在
二
句　

括
囊
は
、
ふ
く
ろ
を
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く
く
る
よ
う
に
口
を
つ
ぐ
ん
で
も
の
を
言
わ
な
い
こ
と
。
象

し
よ
う

は
、
卦か

や
爻こ

う

の
解
釈
。『
周
易
』
坤
卦
の
爻
辞
に
「
六
四
、
囊
を
括
る
。
咎と

が

も
無
く
誉ほ

ま

れ
も
無
し
」
と
あ
り
、
孔く

穎よ
う

達だ
つ

の
疏
に
「
其
の
知
を
閉
ざ
し
て
用
い
ず
。
故
に
括
囊
と
曰
う
」
と
あ
る
。
〇
〔
原
注
〕
板
橋
は

詩
題
の
注
を
参
照
。
〇
［
＊
＊
］
登
州
は
い
ま
の
山
東
省
蓬
萊
市
。
海
市
は
、
蜃
気
楼
の
こ
と
。
蘇
軾
は
「
登
州
の
海
市
」（『
合
注
』
巻

二
六
）
の
叙
に
、「
予　

登
州
の
海
市
を
聞
く
こ
と
旧ひ

さ

し
」
と
い
う
。

　

韓
退
之
は
ま
こ
と
に
仙
人
で
す
、
学
問
の
道
に
自
在
に
心
を
楽
し
ま
せ
、
談
笑
の
間
に
も
非
凡
な
文
章
を
作
っ
て
、
南
海
の
神

を
感
動
さ
せ
る
の
で
す
か
ら
。

　

先
ご
ろ
の
高
麗
へ
の
使
者
も
、
あ
わ
や
大
鰐
の
餌
食
と
な
る
と
こ
ろ
を
無
事
に
帰
着
し
た
の
で
、
そ
の
お
礼
に
廟
を
建
て
る
た

め
に
、
商
人
た
ち
を
費
用
の
工
面
で
駆
け
ず
り
回
ら
せ
よ
う
と
し
ま
し
た
。

　

わ
た
し
は
そ
の
廟
を
他
所
に
建
て
て
は
ど
う
か
、
下
に
蜃
気
楼
を
望
め
る
場
所
が
よ
か
ろ
う
と
、
書
面
で
言
っ
て
や
り
ま
し
た

が
、
当
の
相
手
は
つ
い
に
聞
く
耳
を
も
た
ず
じ
ま
い
、
ま
こ
と
に
度
量
あ
る
人
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

あ
な
た
は
ど
う
し
て
う
や
う
や
し
く
、
空
を
漂
う
雲
を
つ
な
ぎ
と
め
よ
う
と
な
さ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
詩
を
作
っ
て
（
わ
た
し

の
文
書
を
）
誉
め
て
く
だ
さ
っ
て
も
、
剣
を
水
に
落
と
し
た
者
が
舟
の
へ
り
を
刻
ん
で
印
を
つ
け
る
の
と
違
い
が
あ
り
ま
し
ょ
う

や
。
今
は
も
う
口
を
つ
ぐ
ん
だ
わ
た
し
は
、「
囊ふ

く
ろ

（
の
口
）
を
括く

く

る
」
と
か
い
う
あ
れ
で
、
そ
の
象
（
の
解
）
は
坤
の
卦
の
六
四

に
あ
り
ま
す
よ
。

 

（
担
当　

中　

裕
史
）

一
九
二
四
（
施
三
三
―
八
）

沐
浴
諬
垩
僧
舍
與
趙
德
麟
邂
逅

啓け
い

聖し
よ
うの

僧そ
う

舎し
や

に
沐も

く

浴よ
く

し
て
趙

ち
よ
う

徳と
く

麟り
ん

と
邂か

い

逅こ
う

す
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１　

南
山
北
闕
兩
非
眞　
　
　

南な
ん

山ざ
ん

と
北ほ

く

闕け
つ　

両ふ
た

つ
な
が
ら
真し

ん

に
非あ

ら

ず

２　

東
潁
西
湖
跡
已
陳　
　
　

東と
う

潁え
い

と
西せ

い

湖こ　

跡あ
と　

已す
で

に
陳ふ

る

し

３　

季
子
來
歸
初
可
喜　
　
　

季き

子し

来ら
い

帰き

す　

初は
じ

め
て
喜

よ
ろ
こ

ぶ
可べ

し

４　

老
耼
新
沐
定
非
人　
　
　

老ろ
う

耼た
ん

新あ
ら

た
に
沐も

く

す　

定さ
だ

め
て
人ひ

と

に
非あ

ら

ざ
ら
ん

５　

酒
淸
不
醉
休
休
暖　
　
　

酒さ
け

清す

ん
で
酔よ

わ
ず　

休
き
ゆ
う

休き
ゆ
うと

し
て
暖

あ
た
た

か
に

６　

睡
穩
如
禪
息
息
匀　
　
　

睡ね
む

り
穏お

だ

や
か
に
し
て
禅ぜ

ん

の
如ご

と

く　

息そ
く

息そ
く

と
し
て
匀

と
と
の

う

７　

自
笑
塵
勞
餘
一
念　
　
　

自
み
ず
か

ら
笑わ

ら

う　

塵じ
ん

労ろ
う

の
一い

ち

念ね
ん

を
余あ

ま

す
を

８　

朙
年
同
泛
越
溪
春　
　
　

明め
い

年ね
ん　

同と
も

に
泛う

か
ば
ん　

越え
つ

渓け
い

の
春は

る

元
祐
七
年
（
一
〇
九
二
）
五
十
七
歳
の
作
。

○
啓
聖
僧
舎　

啓
聖
禅
院
の
こ
と
。『
石
林
燕
語
』
巻
一
に
「
啓
聖
禅
院
は
太
宗
降
誕
の
地
な
り
。
太
平
興
国
中
に
既
に
建
て
ら
れ
て
寺

と
為
し
、
以
て
太
宗
の
神
御
（
肖
像
）
を
奉
る
」
と
あ
る
。『
汴べ

ん

京け
い

遺
跡
志
』
巻
一
一
に
よ
る
と
、
太
平
興
国
六
年
（
九
八
一
）
に
建
て

ら
れ
、
雍
煕
二
年
（
九
八
五
）
に
完
成
し
て
、
そ
の
名
を
賜
る
と
あ
る
。
僧
舎
は
、
寺
院
の
こ
と
。
○
趙
徳
麟　

趙
令れ

い

畤し

（
一
〇
六
一
～

一
一
三
四
）、
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
は
、
宋

の
太
祖
の
子
燕え

ん

懿い

王お
う

の
玄
孫
で
、
蘇
軾
が
知
潁
州
の
と
き
に
、
簽せ

ん

書し
よ

潁
州
公
事
と
し
て
つ
と
め
、
蘇
軾
は
そ
の
才
能
を
愛
し
て
、
朝
廷
に

と
り
た
て
る
よ
う
に
上
書
し
た
。
元
祐
七
年
十
二
月
二
十
二
日
と
の
日
付
が
あ
る
「
再
び
宗
室
の
令
畤
を
薦
む
る
箚さ

つ

子し

」（『
蘇
軾
文
集
』

巻
三
五
）
は
、
本
詩
制
作
の
す
ぐ
後
に
作
ら
れ
た
。
○
邂
逅　

期
せ
ず
し
て
会
う
こ
と
。
宋
本
で
は
邂
逅
の
あ
と
に
「
一
首
」
と
付
さ
れ

て
い
る
。

１
○
南
山
北
闕　

南
山
は
、隠
棲
の
地
を
、北
闕
は
、朝
廷
を
指
す
。
孟
浩
然
「
歳
暮
に
南
山
に
帰
る
」
詩
（『
孟
浩
然
集
』
巻
三
）
に
「
北

闕　

上
書
を
休や

め
、
南
山　

弊
廬
に
帰
る
」
と
あ
る
。
２
○
東
潁
西
湖　

東
潁
は
、
潁
州
を
指
す
。
西
湖
は
、
潁
州
の
西
湖
と
す
る
説
も
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あ
る
が
、
こ
こ
で
は
一
韓
智
翃
の
聞
書
に
「
此
ノ
西
湖
ハ
東
潁
ノ
西
湖
デ
ア
ル
ト
注
ニ
云
ヘ
ド
モ
、
已
ニ
上
ノ
句
ニ
南
山
北
闕
ト
両
処
ヲ

云
（
ヘ
バ
）
則
チ
下
モ
西
湖
ハ
杭
州
ノ
西
湖
ヲ
云
（
フ
）
可
（
キ
）
カ
ゾ
。
西
湖
ト
云
ヘ
バ
即
（
チ
）
杭
州
ゾ
」（『
四
河
入
海
』
巻
三
の

二
六
）
と
い
う
の
に
従
い
、
蘇
軾
の
心
に
強
く
残
る
地
と
し
て
杭
州
の
西
湖
を
さ
す
と
捉
え
て
お
く
。
○
跡
已
陳　

さ
き
に
遊
興
し
た
所

も
遠
い
過
去
の
も
の
の
よ
う
で
あ
る
こ
と
。
王
羲
之
「
三
月
三
日
蘭
亭
詩
の
序
」（『
晉
書
』
王
羲
之
伝
）
に
「
向さ

き

の
欣

よ
ろ
こ

び
し
所
も
、
俛ふ

仰ぎ
よ
うの

間
に
、已
に
陳
跡
と
為
り
ぬ
」
と
あ
る
。
３
○
季
子
一
句　

『
春
秋
穀
梁
伝
』
閔び

ん

公
元
年
に
「
秋
八
月
、公
及
び
斉
侯　

洛
姑
に
盟
す
。

季
子
を
納
む
る
を
盟
す
る
な
り
。
季
子
来
帰
す
。
其
の
季
子
と
曰
う
は
、
之
を
貴
ぶ
な
り
、
其
の
来
帰
と
曰
う
は
之
を
喜
ぶ
な
り
」
と
あ

る
。
こ
こ
で
は
太
祖
の
血
を
ひ
く
趙
令
畤
を
魯
公
の
子
で
あ
る
季
子
に
た
と
え
て
、都
へ
の
帰
還
を
喜
ん
で
い
る
。
４
○
老
耼
一
句　

『
荘

子
』
田
子
方
篇
に
「
孔
子　

老ろ
う

耼た
ん

に
見ま

み

ゆ
。
老
耼　

新
た
に
沐
し
、
方ま

さ

に
将ま

さ

に
被
髪
し
て
乾
か
さ
ん
と
す
。
慹

し
よ
う

然ぜ
ん

と
（
じ
っ
と
）
し
て
人

に
非あ

ら

ざ
る
が
似ご

と

し
」と
あ
る
。
こ
こ
で
は
蘇
軾
自
身
の
髪
も
結
わ
な
い
沐
浴
後
の
姿
を
老
子
に
な
ぞ
ら
え
て
い
う
。
５
○
酒
清
一
句　

『
詩

経
』
小
雅
「
信
南
山
」
に
「
祭
る
に
清
酒
を
以
て
し
、
従
う
る
に
騂せ

い

牡ぼ

を
以
て
し
、
祖そ

考こ
う

に
享

き
よ
う

す
」
と
あ
り
、
清
酒
は
、
祭
祀
の
た
め
の

酒
を
さ
す
。『
詩
経
』
唐
風
「
蟋し

つ

蟀し
ゆ
つ」

に
「
楽
し
み
を
好
む
も
荒す

さ

む
無
く
、
良
士
は
休
休
た
り
」
と
あ
り
、
休
休
は
、
安
ら
ぎ
落
ち
着
く

さ
ま
を
い
う
。
こ
こ
で
は
太
宗
の
神
御
（
肖
像
）
を
奉
る
啓
聖
禅
院
と
い
う
儀
礼
的
な
場
に
お
い
て
、
酔
う
た
め
で
は
な
く
安
ら
か
に
酒

を
頂
き
、暖
ま
る
こ
と
を
い
う
。
６
○
息
息
匀　

一
息
一
息
が
お
だ
や
か
で
調
っ
て
い
る
こ
と
。
蘇
軾
「
謫
居
三
適　

三
首
」
そ
の
二
「
午

窓
に
坐
睡
す
」
詩
（
小
川
環
樹
・
山
本
和
義
選
訳
『
蘇
東
坡
詩
選
』
二
九
四
頁
参
照
）
に
「
身
心　

両ふ
た

つ
な
が
ら
見
え
ず
、
息
息　

安
ら

か
に
且
つ
久
し
」
と
あ
る
。
７
○
塵
労　

世
俗
の
苦
労
ご
と
に
こ
こ
ろ
を
煩
わ
す
こ
と
。
仏
教
で
は
「
煩ぼ

ん

悩の
う

」
を
さ
し
て
い
う
場
合
も
あ

る
。「
峡
に
入
る
」
詩
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
一
冊
五
一
頁
）
の
注
を
参
照
。
○
一
念　

ひ
と
つ
の
思
い
。
白
居
易
「
往

い
に
し
えを

思
い
今
を
喜
ぶ
」

詩
（『
白
居
易
集
箋
校
』
巻
二
八
）
に
「
謫
居
し
て
終つ

い

に
郷
関
の
思
い
を
帯
び
、
領
郡
し
て
猶
お
邦
国
の
憂
い
を
分
か
つ
、
争い

か

で
か
似し

か

ん　

如
今　

賓
客
と
作な

り
て
、
都す

べ

て
一
念
の
心
頭
に
到
る
無
き
に
」
と
あ
る
。
８
○
明
年
一
句　

蘇
軾
が
た
び
た
び
越
州
へ
の
赴
任
を
請

う
た
こ
と
は
、「
兵
部
尚
書
に
任
ぜ
ら
れ
て
外
郡
を
乞
う
箚さ

つ

子し

」・「
両
職
を
辞
し
て
郡
を
乞
う
箚
子
」・「
第
二
箚
子
」（『
文
集
』
巻

三
七
）
な
ど
に
見
え
る
。
こ
こ
で
は
、
来
年
の
春
に
越
州
の
渓
流
で
趙
令
畤
と
舟
遊
び
を
す
る
こ
と
。

　
　

隠
棲
の
地
も
、
宮
仕
え
の
地
も
、
と
も
に
幻

ま
ぼ
ろ
しの

ご
と
き
も
の
で
あ
り
、
潁
州
や
西
湖
で
の
で
き
ご
と
も
、
は
や
遠
い
む
か
し
。
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趙
令
畤
ど
の
の
ご
帰
還
に
喜
び
も
一
入
、
沐
浴
し
た
ば
か
り
の
私
は
（
髪
も
結
わ
ず
）
さ
ぞ
や
ひ
ど
い
姿
で
あ
ろ
う
。

　

澄
ん
だ
酒
は
酔
う
こ
と
な
く
安
ら
か
に
体
を
暖
め
、
坐
禅
の
よ
う
に
静
か
な
眠
り
は
一
息
一
息
穏
や
か
だ
。
な
ん
と
も
お
笑
い

ぐ
さ
で
は
あ
る
が
、
世
俗
へ
の
一
つ
の
執
着
が
残
っ
て
は
い
る
。（
そ
れ
は
）
来
年
の
春
に
趙
令
畤
ど
の
と
越
州
の
渓
流
で
舟
遊

び
を
す
る
こ
と
。

一
九
一
八
（
施
三
三
―
九
）

次　

王
仲
至
喜
雪
御
筵

王お
う

仲
ち
ゆ
う

至し

が
「
雪ゆ

き

を
御ぎ

よ

筵え
ん

に
喜

よ
ろ
こ

ぶ
」
に
次じ

韻い
ん

す

１　

三
軍
喜
氣
鑠
飛
芲　
　
　

三さ
ん

軍ぐ
ん

の
喜き

気き　

飛ひ

花か

を
鑠と

か
す
も

２　

睡
起
空
驚
⺼
在
沙　
　
　

睡ね
む

り
よ
り
起お

き
て
空む

な

し
く
驚

お
ど
ろ

く　

月つ
き

の
沙す

な

に
在あ

る
か
、
と

３　

未
集
驊
騮
金
騕
褭　
　
　

未い
ま

だ
驊か

騮り
ゆ
うと

金き
ん

騕よ
う

褭じ
よ
うに

は
集あ

つ

ま
ら
ざ
る
に

４　

故
殘
鳷
鵲
玉
橫
斜　
　
　

故
こ
と
さ
らに
鳷し

鵲じ
や
くに

残の
こ

り
て　

玉
ぎ
よ
く　

横お
う

斜し
や

５　

偶
還
仗
內
身
如
寄　
　
　

偶た
ま

た
ま
仗

じ
よ
う

内な
い

に
還か

え

り
て　

身み　

寄よ

す
る
が
如ご

と

く

６　

尙　

江
南
酒
可
賖　
　
　

尚な

お
憶お

も

う　

江こ
う

南な
ん　

酒さ
け

の
賖お

ぎ
の

る
可べ

き
を

７　

宣
勸
不
多
心
自
醉　
　
　

宣せ
ん

勧か
ん

多お
お

か
ら
ざ
る
も　

心
こ
こ
ろ

自
お
の
ず
から

酔よ

う

８　

强
扶
衰
白
拜
君
嘉　
　
　

強し

い
て
衰す

い

白は
く

を
扶た

す

け
て　

君き
み

の
嘉か

を
拝は

い

す

元
祐
七
年
（
一
〇
九
二
）
五
十
七
歳
の
作
。
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○
王
仲
至　

王
欽
臣
（
字
は
仲
至
）
の
こ
と
。『
蘇
軾
詩
注
解
（
一
）』
に
収
め
る
作
品
番
号
一
六
〇
二
の
詩
題
の
注
を
参
照
。
王
欽
臣
は

『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
に
よ
れ
ば
、
元
祐
六
年
九
月
に
工
部
侍
郎
と
な
り
、
十
一
月
に
は
給
事
中
と
な
っ
て
い
る
。『
能
改
斎
漫
録
』
巻

一
八
に
「
東
坡
は
元
祐
の
末
に
礼
部
尚
書
と
為
り
、
人
の
雪
を
喜
ぶ
詩
を
送
る
を
夢
み
、
是
れ
王
仲
至
が
与あ

た

え
し
所
と
云
う
。
覚さ

め
て
後の

ち

唯
だ
一
聯
を
記
す
の
み
。（
王
）
仲
至
は
是
に
因
り
て
以
て
章
を
成
す
」
と
あ
る
。
蘇
軾
は
十
一
月
二
十
三
日
に
礼
部
尚
書
と
な
っ
て
お

り
（
孔
凡
礼
『
蘇
軾
年
譜
』
下
冊
一
〇
六
八
頁
）、
こ
の
詩
は
そ
の
こ
ろ
作
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
○
喜
雪
御
筵　

元
祐
七
年
十
一
月
に

哲
宗
が
郊
祀
を
行
っ
た
際
、「
翌
日　

風
寒
相あ

い

属し
よ
くし

、
時
雪
期き

す
る
が
如
く
、
宰
臣
・
執
政
・
侍
從
の
官
は
皆
な
詩
を
進
め
て
賀
す
」（『
続

資
治
通
鑑
長
編
』）
と
あ
る
。
郊
祀
の
あ
と
の
雪
を
瑞
祥
と
し
て
寿
ぐ
詩
が
多
く
の
官
僚
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
た
。
御
筵
は
、
宮
中
の

殿
庭
を
さ
す
。
張
説
「
玄
武
門
に
侍
射
す　

幷
び
に
序
」（『
張
燕
公
集
』
巻
三
）
に
「
射
観　

玄
闕
に
通
じ
、
兵
欄　

御
筵
に
闢ひ

ら

く
」
と

あ
る
。

１
○
三
軍
一
句　

三
軍
は
全
軍
の
こ
と
。『
蘇
軾
詩
注
解
（
一
）』
に
収
め
る
作
品
番
号
一
六
〇
〇
の
詩
の
注
を
参
照
。
元
祐
七
年
十
一
月

に
哲
宗
が
郊
祀
を
行
っ
た
際
に
、蘇
軾
は
兵
部
尚
書
の
任
に
あ
り
（『
蘇
軾
詩
注
解
（
二
十
四
）』
に
収
め
る
「
郊
祀
の
成
る
を
慶
す
る
詩
」

詩
の
題
注
を
参
照
）、
こ
こ
で
の
三
軍
は
、
郊
祀
の
儀
式
に
関
わ
る
儀
仗
兵
を
さ
す
。『
詩
話
総
亀
』
前
集
巻
五
〇
に
、
揚
州
の
知
事
で
あ
っ

た
李
紳
の
宴
席
で
章
孝
標
が
作
っ
た
「
春
雪
」
と
い
う
詩
に
「
朱
門　

暁
に
到
る
も　

尺
を
盈み

た
す
こ
と
難
し
、
尽

こ
と
ご
とく

是
れ
三
軍
の
喜
氣

が
消と

か
す
」
と
あ
り
、
全
軍
の
喜
気
の
熱
が
雪
を
溶
か
す
こ
と
を
い
う
。
飛
花
は
雪
の
こ
と
。
李
白
「
雪
に
対
し
て
、
酔
い
て
後
に
王
歴

陽
に
贈
る
」
詩
（『
李
太
白
全
集
』
巻
一
二
）
に
「
歴
陽　

何
ぞ
山
陰
の
時
に
異
な
ら
ん
、
白
雪
飛
花　

人
目
を
乱
す
」
と
あ
る
。
２
○

空
驚　

た
だ
驚
嘆
す
る
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
蘇
軾
「
夜
飲
、畢ひ

つ

推す
い

官か
ん

に
次
韻
す
」
詩
の
注
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
四
冊
四
九
一
頁
）

を
参
照
。
○
月
在
沙　

白
く
輝
く
月
光
が
地
上
の
沙
を
照
ら
し
、地
面
が
白
く
か
が
や
く
さ
ま
。
盧
仝
「
月
下
に
徐
希
仁
に
寄
す
」
詩
（『
全

唐
詩
』
巻
三
八
八
）
に
「
夜
半　

沙
上
に
行
き
、
月げ

つ

瑩え
い　

天
心
明
ら
か
な
り
、
沙
月　

浩
と
し
て
際き

わ

ま
り
無
く
、
此
の
中
に
離
思
生
ず
」

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
雪
が
地
上
に
う
っ
す
ら
と
積
も
っ
て
、
あ
た
り
一
面
が
白
く
な
っ
た
よ
う
す
を
い
う
。
３
○
驊
騮
金
騕
褭　

驊か

騮り
ゆ
うも

騕よ
う

褭じ
よ
うも

古
の
名
馬
。
驊
騮
は
、『
荘
子
』
秋
水
篇
に
「
騏き

驥き

・
驊
騮
は
一
日
に
し
て
千
里
を
馳
す
」
と
み
え
る
。
騕
褭
は
、
司
馬
相

如
「
上
林
の
賦
」（『
文
選
』
巻
八
）
に
み
え
、
そ
の
張

ち
よ
う

揖ゆ
う

の
注
に
「
騕
褭
は
馬
の
金
の
喙く

ち

に
赤
き
色
、
一
日
に
万
里
を
行
く
者
な
り
」
と
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あ
る
。
杜
甫
「
天
育
驃
騎
の
歌
」（『
杜
詩
詳
註
』
巻
四
）
に
「
如
今　

豈
に
騕
褭
と
驊
騮
と
無
か
ら
ん
や
、
時
に
王お

う

良り
よ
う・

伯は
く

楽ら
く

無
け
れ
ば

死
し
て
即
ち
休や

む
」
と
あ
る
。
４
○
故
残
一
句　

鳷
鵲
は
、漢
の
武
帝
の
甘
泉
宮
の
外
に
あ
っ
た
建
物
の
鳷
鵲
観
を
い
う
。
司
馬
相
如
「
上

林
の
賦
」（『
文
選
』
巻
八
）
に
、「
鳷
鵲
に
、過よ

ぎ

り
て
露
寒
を
望
む
」
と
あ
る
。
杜
甫
「
宣
政
殿
よ
り
朝

ち
よ
う

を
退

し
り
ぞ

き
晚ゆ

う
べ

に
左
掖
を
出
づ
」
詩
（『
杜

詩
詳
注
』
巻
八
）
に
「
雲
は
蓬
萊
に
近
く
し
て
常
に
五
色
、
雪
は
鳷
鵲
に
残
り
て
亦
た
多
時
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
宮
殿
を
指
し

て
使
わ
れ
て
い
る
。
玉
は
、
雪
の
さ
ま
を
い
う
。
李
咸
用
「
小
雪
」
詩
（『
全
唐
詩
』
巻
六
四
五
）
に
「
崆こ

う

峒ど
う

山
の
北
面
、
早つ

と

に
想
う　

玉　

丘
を
成
す
か
、
と
」
と
あ
る
。
横
斜
は
林
逋
「
山
園
の
小
梅　

二
首
」
そ
の
一
（『
林
和
靖
先
生
詩
集
』
巻
二
）
に
「
踈
影
横
斜
に

し
て
水
は
清
浅
、
暗
香
浮
動
し
て
月
は
黄
昏
」
と
あ
る
よ
う
に
、
影
が
横
や
斜
め
に
ひ
ろ
が
る
こ
と
。
こ
こ
で
は
宮
中
の
建
物
に
残
っ
て

光
を
は
な
つ
雪
の
さ
ま
を
い
う
。
５
○
偶
還　

蘇
軾
は
元
祐
七
年
九
月
に
揚
州
か
ら
都
に
戻
っ
た
。『
蘇
軾
詩
注
解
（
二
十
三
）』
に
収
め

ら
れ
た
作
品
番
号
一
九
〇
四
の
詩
を
参
照
。
○
仗
内　

『
新
唐
書
』
儀
衛
志
に
「
凡
そ
朝
会
の
仗
、
三
衛
番か

わ
るが

わ
る
上
り
、
分
け
て
五
仗

と
為
す
」
と
あ
り
、
仗
は
儀
仗
兵
を
い
う
。
仗
内
と
は
、
蘇
軾
「
穆
父
舎
人
が
再
び
之こ

の
什

じ
ゆ
う

を
贈
る
に
次
韻
す
」
詩
（『
合
注
』
巻

二
六
）
の
「
我
の
白
頭
に
し
て
仗
下
へ
来
た
る
を
憐
れ
み
、
君
の
黄
気　

眉
間
に
発
す
る
を
看
る
」
と
あ
る
仗
下
と
同
じ
く
、
朝
廷
を
さ

す
。
○
身
如
寄　

か
り
そ
め
に
身
を
お
く
こ
と
。
蘇
軾
「
雲

山
人
張
天
驥
に
過よ

ぎ

る
」
詩
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
四
冊 

二
九
七
頁
）
に
「
吾

が
生　

寄
す
る
が
如
き
耳の

み

、
帰
計　

早
か
ら
ざ
る
に
失
す
」
と
あ
る
。
６
○
尚
憶
一
句　

朝
廷
に
召
喚
さ
れ
る
以
前
に
、
酒
を
つ
け
で
購

入
し
て
い
た
（
賖
は
た
だ
単
に
酒
を
買
う
意
に
も
使
わ
れ
る
）
江
南
で
の
暮
ら
し
を
懐
か
し
ん
で
い
る
。
蘇
轍
「
子
瞻
の
臨
皋
に
新
た
に

南
堂
を
葺ふ

く
に
次
韻
す　

五
絶
」（『
欒
城
集
』
巻
一
二
）
に
「
隣
人
は
漸

よ
う
や

く
熟な

れ
て
酒
を
賖お

ぎ
の

る
を
容ゆ

る

し
、
故
客
は
親

み
ず
か

ら
留と

ど

ま
り
為た

め

に
蔬
を

種う

う
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
蘇
軾
が
黄
州
に
流
謫
さ
れ
て
い
た
元
豊
六
年
（
一
〇
八
三
）
の
こ
と
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
。
７
○
宣
勧　

宮

廷
儀
礼
の
な
か
で
飲
む
あ
り
が
た
い
酒
の
こ
と
。『
宋
史
』
礼
志
一
五
に
「
宣
勧
の
若ご

と

き
は
即
ち
席
を
立
ち
て
後
に
躬

き
ゆ
う

し
、
飲
み
訖お

わ

り
て

賛
し
て
再
び
拝
す
」（
躬
は
、
か
ら
だ
を
折
り
曲
げ
て
慎
む
こ
と
）
と
あ
る
。『
詩
話
総
亀
』
前
集
巻
二
九
に
「
宣
勧
の
字
、
東
坡
数し

ば

し
ば

之
を
使
う
」
と
あ
る
よ
う
に
、蘇
軾
「
頴
叔
が
燈
を
観
る
に
次
韻
す
」
詩
（『
合
注
』
巻
三
六
）
に
「
振
旅
し
て
帰
り
来
て
還
た
宴
に
侍
す
、

十
分
の
宣
勧　

恐
ら
く
は
勝た

え
難
し
」
と
あ
り
、「
王
晉
卿
が
詔
を
奉
り
て
高
麗
の
宴
射
を
押

つ
か
さ
どる

に
次
韻
す
」
詩
（
同
上
）
に
「
宣
勧　

辞
せ
ず
金
盌
の
側

そ
ば
だ

つ
を
、
酔
い
て
帰
れ
ば
争
い
て
玉
鞭
の
長
き
を
看
る
」
と
あ
る
。
○
心
自
酔　

重
い
任
務
と
責
任
に
心
が
囚
わ
れ
る
こ
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と
を
い
う
。『
後
漢
書
』
劉
寛
伝
に
「
霊
帝　

頗
る
学
芸
を
好
み
、
毎つ

ね

に
（
劉
）
寛
を
引
見
し
、
常
に
経
を
講
ぜ
し
む
。（
劉
）
寛
嘗か

つ

て
坐

に
於
て
酒
を
被

こ
う
む

り
て
睡
伏
す
。
帝
問
う
「
太
尉
酔
う
か
」
と
。（
劉
）
寛
仰
ぎ
て
対こ

た

え
て
曰
く
「
臣　

敢
え
て
酔
わ
ず
、
但
だ
任
重
く
責

大
に
し
て
、憂
心　

酔
う
が
如
し
」
と
。
帝　

其
の
言
を
重
ん
ず
」
と
あ
る
。
８
○
衰
白　

老
い
て
体
力
が
衰
え
、髪
が
白
く
な
る
こ
と
。

『
蘇
軾
詩
注
解
（
七
）』
に
収
め
る
作
品
番
号
一
六
七
三
の
詩
の
注
を
参
照
。
○
拝
君
嘉　

『
春
秋
左
氏
伝
』
襄
公
四
年
に
、「
鹿ろ

く

鳴め
い

は
君
が

寡
君
を
嘉よ

み

す
る
所ゆ

え

ん以
な
り
。
敢
え
て
嘉か

を
拝
せ
ざ
ら
ん
や
」
と
あ
る
。
魯
君
の
命
を
受
け
て
晉
に
遣
わ
さ
れ
た
穆
叔
（
叔
孫
豹
）
が
、
晉

侯
に
よ
る
も
て
な
し
の
「
肆し

夏か

」
や
「
文
王
」
の
曲
で
は
拝
を
し
な
か
っ
た
が
、「
我
に
嘉
賓
有
り
」
の
詞
が
あ
る
「
鹿
鳴
」
の
曲
が
奏

さ
れ
た
の
で
、
そ
れ
を
受
け
て
拝
を
し
た
と
い
う
故
事
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
天
子
か
ら
嘉よ

し
と
さ
れ
る
こ
と
を
あ
り
が
た
く
受
け
る
こ
と

を
い
う
。

　

儀
仗
兵
の
喜
び
の
気
が
舞
い
降
る
雪
を
と
か
し
た
が
、
眠
り
か
ら
さ
め
る
と
白
い
月
光
が
地
一
面
を
覆
っ
た
か
と
た
だ
驚
く
。

雪
は
驊か

騮り
ゆ
うや

金
色
の
喙く

ち

の
騕よ

う

褭じ
よ
うの

よ
う
な
立
派
な
駿
馬
に
は
降
り
積
も
っ
て
は
い
な
い
の
に
、
選
ん
だ
か
の
よ
う
に
宮
殿
（
の
屋

根
）
の
瓦
に
残
っ
て
、
斜
め
に
輝
き
を
放
っ
て
い
る
。

　

た
ま
た
ま
戻
っ
た
朝
廷
は
、
わ
た
し
に
と
っ
て
は
仮
に
身
を
寄
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
な
お
も
思
い
出
さ
れ
る
の
は
酒
を
つ
け

で
買
え
た
江
南
の
こ
と
な
の
だ
。
儀
式
で
頂
く
あ
り
が
た
い
酒
は
微
量
で
も
、
そ
の
重
責
に
心
は
自
ず
と
ひ
れ
伏
し
、
な
ん
と
か

老
い
衰
え
た
体
を
振
る
い
起
こ
し
て
天
子
の
ご
恩
に
お
応
え
し
た
い
と
思
う
の
だ
。

 

（
担
当　

中　

純
子
）

一
九
二
六
（
施
三
三
―
一
〇
）

僕
所
藏
仇
池
石
希
代
寶
也
王
晉
卿
以
小
詩
借
觀
意
在
於
奪
僕
不
敢
不
借
然
以
此
詩
先
之

僕ぼ
く

が
蔵ぞ

う

す
る
所

と
こ
ろ

の
仇

き
ゆ
う

池ち

石せ
き

は
希き

代た
い

の
宝

た
か
ら

な
り
。
王お

う

晉し
ん

卿け
い　

小
し
よ
う

詩し

を
以も

つ

て
借か

り
て
観み

る
、意い

は
奪う

ば

わ
ん
と
す
る
に
在あ

り
。
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僕ぼ
く　

敢あ

え
て
借か

さ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
、
然し

か

れ
ば
此こ

の
詩し

を
以も

つ

て
之こ

れ

に
先さ

き

ん
ず

１　

海
石
來
珠
宮 

 
 

海か
い

石せ
き　

珠し
ゆ

宮き
ゆ
うよ

り
来き

た
り

２　

秀
色
如
蛾
綠 

 
 

秀
し
ゆ
う

色し
よ
く

　

蛾が

緑り
よ
くの

如ご
と

し

３　

坡
陀
尺
寸
間 

 
 

坡は

陀だ

た
る
尺せ

き

寸す
ん

の
間か

ん

４　

宛
轉
陵
巒
足 

 
 

宛え
ん

転て
ん

と
し
て
陵

り
よ
う

巒ら
ん

足た

れ
り

５　

連
娟
二
華
頂 

 
 

連れ
ん

娟け
ん

た
り　

二に

華か

の
頂

い
た
だ
き

６　

空
洞
三
茅
腹 

 
 

空く
う

洞ど
う

た
り　

三さ
ん

茅ぼ
う

の
腹は

ら

７　

初
疑
仇
池
化 

 
 

初は
じ

め
は
仇

き
ゆ
う

池ち

の
化か

す
る
か
と
疑

う
た
が

い

８　

恐
瀛
洲
蹙 

 
 

又ま

た
瀛え

い

洲し
ゆ
うの

蹙ち
ぢ

ま
る
か
と
恐お

そ

る

９　

殷
勤
嶠
南
使 

 
 

殷い
ん

勤ぎ
ん

な
り　

嶠
き
よ
う

南な
ん

の
使

つ
か
い　

10　

饋
餉
揚
州
牧＊ 

 
 

揚よ
う

州し
ゆ
うの

牧ぼ
く

に
饋き

餉し
よ
うす

11　

得
之
喜
無
寐 

 
 

之こ
れ

を
得え

て
喜

よ
ろ
こ

ん
で
寐い

ぬ
る
こ
と
無な

く

12　

與
汝
交
不
瀆 
 

 

汝な
ん
じと

交ま
じ

わ
っ
て
瀆け

が

れ
ず

13　

盛
以
高
麗
盆 

 
 

盛も

る
に
高こ

う

麗ら
い

の
盆ぼ

ん

を
以も

つ

て
し

14　

藉
以
文
登
玉＊

＊ 
 

 

藉し

く
に
文ぶ

ん

登と
う

の
玉

ぎ
よ
く

を
以も

つ

て
す

15　

幽
光
先
五
夜 

 
 

幽ゆ
う

光こ
う　

五ご

夜や

に
先さ

き

だ
ち

16　

冷
氣
壓
三
伏 

 
 

冷れ
い

気き　

三さ
ん

伏ぷ
く

を
圧あ

つ

す

17　

老
人
生
如
寄 

 
 

老ろ
う

人じ
ん　

生せ
い　

寄よ

す
る
が
如ご

と

し
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18　

茅
舍
久
未
卜 

 
 

茅ぼ
う

舎し
や　

久ひ
さ

し
く
未い

ま

だ
卜ぼ

く

せ
ず

19　

一
夫
幸
可
致 

 
 

一い
つ

夫ぷ　

幸
さ
い
わ

い
に
致い

た

す
可べ

し

20　

千
里
常
相
逐 

 
 

千せ
ん

里り　

常つ
ね

に
相あ

い

逐お

わ
ん

21　

風　

貴
公
子 

 
 

風ふ
う

流り
ゆ
うの

貴き

公こ
う

子し

22　

竄
謫
武
當
谷 

 
 

武ぶ

当と
う

の
谷た

に

に
竄ざ

ん

謫た
く

せ
ら
る

23　

見
山
應
已
厭 

 
 

山や
ま

を
見み

て
応ま

さ

に
已す

で

に
厭あ

く
べ
し

24　

何
事
奪
所
欲 

 
 

何な
に

事ご
と

ぞ　

欲ほ
つ

す
る
所

と
こ
ろ

を
奪う

ば

わ
ん
と
す
る

25　

欲
留
嗟
趙
弱 

 
 

留と
ど

め
ん
と
欲ほ

つ

す
れ
ば
趙

ち
よ
う

の
弱よ

わ

き
を
嗟な

げ

く

26　

寧
許
負
秦
曲 

 
 

寧む
し

ろ
許ゆ

る

し
て
秦し

ん

に
曲つ

み

を
負お

わ
せ
ん

27　

傳
觀
愼
勿
許 

 
 

伝つ
た

え
観み

せ
し
む
る
こ
と
慎

つ
つ
し

ん
で
許ゆ

る

す
勿な

か
れ

28　

間
衜
歸
應
速 

 
 

間か
ん

道ど
う

よ
り
帰か

え

る
こ
と
応ま

さ

に
速す

み

や
か
な
る
べ
し

〔
原
注
〕
僕
在
揚
州
、
程
德
孺
自
嶺
南
解
官
還
、
以
此
石
見
遺
（
僕ぼ

く　

揚よ
う

州し
ゆ
うに

在あ

り
し
と
き
、
程て

い

徳と
く

孺じ
ゆ　

嶺れ
い

南な
ん

自よ

り
官か

ん

を

解と

い
て
還か

え

り
、
此こ

の
石い

し

を
以も

つ

て
遺お

く

ら
る
）

〔
＊
＊
〕
僕
以
高
麗
所
餉
大
銅
盆
貯
之
、
又
以
登
州
海
石
如
碎
玉
者
附
其
足
（
僕ぼ

く　

高こ
う

麗ら
い

が
餉お

く

る
所

と
こ
ろ

の
大だ

い

な
る
銅ど

う

盆ぼ
ん

を
以も

つ

て
之こ

れ

を
貯

た
く
わ

え
、
又ま

た
登と

う

州し
ゆ
うの

海か
い

石せ
き

の
砕さ

い

玉ぎ
よ
くの

如ご
と

き
者も

の

を
以も

つ

て
其そ

の
足あ

し

に
附ふ

す
）

元
祐
七
年
（
一
〇
九
二
）、
五
十
七
歳
の
作
。

○
仇
池
石　

蘇
軾
が
も
っ
て
い
た
双
石
の
こ
と
。
本
注
解
に
収
め
る
「
次
韻
し
て
銭
穆
父
・
蔣
穎
叔
・
王
仲
至
に
和
し
奉
る　

四
首
、「
仇

池
」
に
和
せ
ら
る
」（
作
品
番
号
一
九
二
〇
）
の
注
を
参
照
。
○
王
晉
卿　

王お
う

詵し
ん

の
こ
と
。
晉
卿
は
そ
の
字

あ
ざ
な

。『
蘇
軾
詩
注
解
（
一
）』
に
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収
め
る
作
品
番
号
一
五
九
〇
の
詩
の
注
を
参
照
。

１
○
珠
宮　

真
珠
の
宮
殿
。『
楚
辞
』
九
歌
「
河か

伯は
く

」
に
、「
魚
鱗
の
屋　
　

の
堂
、
紫
貝
の
闕　

珠
の
宮
」（
珠
は
朱
に
も
作
る
が
、
意

味
は
通
じ
る
）
と
あ
る
。
２
○
蛾
緑　

色
つ
や
の
あ
る
眉
墨
。
緑
は
、
つ
や
の
あ
る
黒
さ
を
い
う
。「
次
韻
し
て
舒
教
授
が
余
の
蔵
す
る

所
の
墨
を
観
る
に
答
う
」
詩
の
注
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
四
冊
六
三
六
頁
）
を
参
照
。
３
○
坡
陀　

起
伏
が
あ
っ
て
平
ら
で
な
い
さ
ま
。

杜
甫
「
橋

き
よ
う

陵り
よ
うの

詩
三
十
韻
、
因よ

り
て
県
内
の
諸
官
に
呈
す
」
詩
（『
杜
詩
詳
注
』
巻
三
）
に
、「
坡
陀
と
し
て
厚
地
に
因
り
、
却

き
や
く

略り
や
く

　

峻
し
ゆ
ん

屛ぺ
い

羅つ
ら

な
る
」
と
あ
る
。
４
○
宛
転　

く
ね
く
ね
と
曲
が
り
続
く
さ
ま
。「
焦

し
よ
う

千せ
ん

之し　

恵け
い

山ざ
ん

泉せ
ん

の
詩
を
求
む
」
詩
の
注
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
二

冊
三
〇
四
頁
）
を
参
照
。
○
陵
巒　

連
な
る
峰
々
。
木
華
「
海
の
賦
」（『
文
選
』
巻
一
二
）
に
、「　

門
の
岝さ

く
が
く

た
る
を
啓ひ

ら

き
、
陵
巒

を
ほ

り
て
嶄ざ

ん

鑿さ
く

す
」
と
あ
る
。
５
○
連
娟　

女
性
の
細
く
し
な
や
か
な
さ
ま
。
こ
こ
で
は
、
山
の
い
た
だ
き
付
近
の
稜
線
が
美
し
い
こ
と

を
い
う
。『
蘇
軾
詩
注
解
（
一
）』
に
収
め
る
作
品
番
号
一
五
九
〇
「
王お

う

晉し
ん

卿け
い　

煙え
ん

江こ
う

畳
じ
よ
う

嶂
し
よ
う

図ず

を
作な

す
。
僕　

詩
十
四
韻
を
賦
し
、
晉
卿

之こ
れ

に
和
す
…
…
」
詩
に
、「
巌
谷
を
将も

つ

て
窈よ

う

窕ち
よ
うを

乱
さ
ん
と
欲
し
、
眉び

峰ほ
う

修
し
ゆ
う

嫮こ

に
し
て
連
娟
に
誇
る
」
と
あ
る
。
そ
の
注
を
参
照
。
○
二

華　

太
華
山
と
少
華
山
（
と
も
に
陝
西
省
）。「
周

し
ゆ
う

邠ひ
ん

が
「
雁が

ん

蕩と
う

山ざ
ん

の
図
を
寄
す
」
に
次
韻
す
」
詩
の
注
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
四
冊

一
二
一
頁
）
を
参
照
。
６
○
空
洞　

う
つ
ろ
で
が
ら
ん
と
し
て
い
る
こ
と
。
○
三
茅　

茅ぼ
う

山ざ
ん

（
江
蘇
省
）
の
こ
と
。
句こ

う

曲
き
よ
く

山ざ
ん

と
も
い
う
。

そ
の
名
は
、
漢
代
に
咸
陽
の
三
茅
君
と
呼
ば
れ
た
人
々
が
、
道
を
得
て
そ
の
山
に
住
ん
だ
こ
と
に
因
む
と
い
う
（『
梁
書
』
陶
弘
景
伝
）。

７
○
仇
池　

本
注
解
に
収
め
る
作
品
番
号
一
九
二
〇
の
詩
の
注
を
参
照
。
８
○
瀛
洲　

東
方
の
海
中
に
あ
っ
て
神
仙
が
住
ま
う
と
さ
れ
た

山
。「
夜　

秘
閣
に
直
し
て
王お

う

敏び
ん

甫ぽ

に
呈
す
」
詩
の
注
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
一
冊
五
九
三
頁
）
を
参
照
。
９
10
○
殷
勤
・
饋
餉
二
句　

殷

勤
は
、
慇
懃
に
同
じ
。
ね
ん
ご
ろ
に
。
嶠
南
使
は　

蘇
軾
の
母
方
の
従
弟
で
あ
る
程
子
元
（
字
は
徳
孺
）
を
さ
す
。
嶠
南
は
、
嶺
南
に
同

じ
。『
後
漢
書
』
馬
援
伝
に
「
嶠
南
悉

こ
と
ご
とく

平
ら
ぐ
」
と
あ
り
、
注
に
「
嶠
は
、
嶺
嶠
な
り
」
と
い
う
。
饋
餉
は
、
人
に
食
物
や
物
を
贈
る

こ
と
。
原
注
に
あ
る
よ
う
に
、
二
句
は
蘇
軾
が
知
揚
州
の
任
に
在
っ
た
と
き
、
職
（『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
元
祐
五
年
八
月
乙
未
の
記
事

に
よ
れ
ば
、
提
点
広
南
東
路
刑
獄
）
を
辞
し
て
嶺
南
か
ら
還
っ
た
程
子
元
よ
り
、
こ
の
双
石
を
贈
ら
れ
た
こ
と
を
い
う
。
11
○
得
之
一
句　

『
孟
子
』
告
子
下
篇
に
、「
魯　

楽
正
子
を
し
て
政
為た

ら
し
め
ん
と
欲
す
。
孟
子
曰
く
、「
吾
れ
之
を
聞
き
て
、
喜
び
て
寐い

ね
ら
れ
ず
」
と
」

と
あ
る
。
12
○
与
汝
一
句　

『
周
易
』
繫
辞
下
に
、「
君
子
は
上
交
し
て
諂

へ
つ
ら

わ
ず
、
下
交
し
て
瀆け

が

れ
ず
」
と
あ
る
。
13　
14
○
盛
以
・
藉
以
二
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句　

文
登
す
な
わ
ち
登
州
（
山
東
省
）
の
海
岸
の
石
・「
文
登
の
玉
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
作
品
番
号
一
六
二
三
「
始
め
文
登
の
海
上

に
於
て
白
石
数
升
を
得
た
り
、
芡は

す

の
実
の
如
く
に
し
て
枕
と
作
す
可
し
…
…
」
詩
（『
蘇
軾
詩
注
解
（
三
）』）
に
見
え
、
ま
た
そ
の
石
を

石
菖
蒲
を
養
う
鉢
に
敷
い
た
こ
と
が
、
作
品
番
号
一
六
二
五
「
文
登
蓬
萊
閣
の
下
、
石
壁
千
丈
、
海
浪
の
戦
う
所
と
為
り
、
時
に
砕
裂
有

り
、淘
灑
さ
れ
る
こ
と
久
し
く
、皆
な
円
熟
し
て
愛め

ず
可
し
。
土
人
此
を
弾
子
渦
と
謂
う
な
り
。
数
百
枚
を
取
り
て
以
て
石
菖
蒲
を
養
い
、

且
つ
詩
を
作
り
て
垂
慈
堂
老
人
に
遺
る
」
詩
（
同
）
に
詠
ぜ
ら
れ
る
。
そ
の
注
を
参
照
。
15
○
五
夜　

一
夜
の
五
区
分
。
意
味
す
る
と
こ

ろ
は
五
更
と
同
じ
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
呼
称
は
「
甲
夜
、
乙
夜
、
丙
夜
、
丁
夜
、
戊
夜
」
と
い
う
。
陸り

く

倕す
い

「
新し

ん

刻こ
く

漏ろ
う

の
銘
」（『
文
選
』
巻

五
六
）
に
、「
六り

く

日じ
つ　

弁
ず
る
無
く
、
五
夜　

分
か
れ
ず
」
と
あ
り
、
李
善
注
に
衛
宏
『
漢
旧
儀
』
を
引
い
て
、「
夜
漏　

起
こ
れ
ば
、
省

中　

火
を
用
い
、
中
黄
門　

五
夜
を
持
す
。
甲
夜
、
乙
夜
、
丙
夜
、
丁
夜
、
戊
夜
な
り
」
と
あ
る
。
16
○
三
伏　

初
伏
（
夏
至
後
の
三
番

目
の
庚

か
の
え

の
日
）、
中
伏
（
四
番
目
の
庚
の
日
）、
末
伏
（
立
秋
後
の
最
初
の
庚
の
日
）
の
こ
と
。
伏
は
、
陰
の
気
が
起
こ
ろ
う
と
す
る
が
陽

の
気
に
抑
え
ら
れ
て
蔵
伏
し
て
い
る
意
で
、
こ
の
時
期
は
一
年
の
う
ち
で
最
も
暑
い
と
さ
れ
る
。
17
○
生
如
寄　

蘇
軾
は
自
ら
の
人
生
を

語
る
に
際
し
て
し
ば
し
ば
こ
の
表
現
を
用
い
る
。
作
品
番
号
一
八
九
三「
芝
上
人
が
廬
山
に
遊
ぶ
を
送
る
」詩（『
蘇
軾
詩
注
解（
二
十
二
）』）

の
13
句
の
注
を
参
照
。
18
○
茅
舎
一
句　

茅
舎
は
、
か
や
ぶ
き
の
家
。
粗
末
な
家
。
自
分
の
家
の
謙
称
。「
攓け

ん

雲う
ん

篇へ
ん

」
の
注
（『
蘇
東
坡
詩

集
』
第
一
冊
四
七
二
頁
）
を
参
照
。
卜
は
占
う
意
で
、
占
っ
て
住
ま
い
を
決
め
る
こ
と
を
卜
居
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
自
分
が
隠
棲
す
る

場
所
が
定
ま
ら
な
い
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
19　
20
○
一
夫
・
千
里
二
句　

瑞
渓
周
鳳
は
、「
蓋
シ
言
フ
コ
コ
ロ
ハ
、
此
ノ
石
重
カ

ラ
ズ
、一
夫
ノ
力
ヲ
以
テ
致
ス
可
シ
。
故
ニ
田
ニ
帰
リ
茅
ヲ
誅か

ル
ノ
日
、必
ズ
当ま

さ

ニ
千
里
相あ

い

随し
た
がフ

ベ
キ
ナ
リ
」（『
四
河
入
海
』
巻
八
の
三
）

と
い
う
。
21　
22
○
風
流
・
竄
謫
二
句　

風
流
の
貴
公
子
は
、
王
詵
を
さ
す
。
王
詵
は
宋
初
の
功
臣
で
あ
る
王お

う

全ぜ
ん

斌ぴ
ん

の
後
裔
で
、
詩
書
画
い

ず
れ
に
も
す
ぐ
れ
て
い
た
。
竄
謫
は
、遠
方
の
地
へ
放
逐
す
る
こ
と
。
武
当
は
、均
州
（
湖
北
省
）
の
山
の
名
。
元
豊
三
年
（
一
〇
八
〇
）、

蘇
軾
が
黄
州
（
湖
北
省
）
に
流
さ
れ
た
と
き
、
王
詵
も
こ
れ
に
連
座
し
て
均
州
に
流
さ
れ
た
。
作
品
番
号
一
五
九
〇
「
王
晉
卿　

煙
江
畳

嶂
図
を
作な

す
。
僕　

詩
十
四
韻
を
賦
し
、
晉
卿　

之
に
和
す
…
…
」
詩
（『
蘇
軾
詩
注
解
（
一
）』）
の
注
を
参
照
。
23
○
見
山
一
句　

21　
22
句
の
注
に
掲
げ
た
作
品
番
号
一
五
九
〇
の
詩
に
は
、王
詵
が
均き

ん

州
の
山
水
を
巧
み
に
え
が
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
25　
26
○
欲
留
・

寧
許
二
句　

い
わ
ゆ
る
「
璧
を
完

ま
つ
と

う
し
て
還
る
」
の
故
事
を
ふ
ま
え
る
。
戦
国
時
代
、趙
の
恵
文
王
が
和か

氏
の
玉
（
璧
）
を
得
た
と
こ
ろ
、
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秦
王
が
十
五
の
城
（
ま
ち
）
を
玉
と
交
換
し
た
い
と
要
求
し
て
き
た
。
恵
文
王
は
宦
者
繆ぼ

く

賢け
ん

の
食
客
藺り

ん

相
し
よ
う

如じ
よ

に
知
勇
が
あ
る
と
聞
き
、

相
如
を
召
し
て
相
談
し
た
。
相
如
は
、「
秦
は
彊つ

よ

く
し
て
趙
は
弱
し
、
許
さ
ざ
る
可べ

か
ら
ず
」
と
答
え
、
秦
が
も
し
約
束
を
違
え
た
ら
ど

う
す
る
か
と
問
う
と
、「
秦　

城
を
以
て
璧
を
求
む
る
に
、
趙　

許
さ
ず
ん
ば
、
曲
（
つ
み
）
は
趙
に
在
り
。
趙　

璧
を
予あ

た

う
る
に
、
秦　

趙
に
城
を
予
え
ず
ん
ば
、
曲
は
秦
に
在
り
。
之こ

の
二
策
を
均く

ら

ぶ
る
に
、
寧
ろ
許
し
て
以
て
秦
に
曲
を
負
わ
し
め
ん
」
と
答
え
た
。
か
く
し

て
藺
相
如
は
自
ら
使
者
と
な
っ
て
秦
に
赴
き
、
身
命
を
賭
し
て
秦
王
の
非
を
責
め
る
一
方
、
従
者
に
命
じ
て
和
氏
の
玉
を
ひ
そ
か
に
趙
に

持
ち
帰
ら
せ
た
。
そ
の
後
、
藺
相
如
自
身
も
無
事
に
趙
に
還
る
こ
と
が
で
き
た
（『
史
記
』
藺
相
如
伝
）。
28
○
間
道
一
句　

25　
26
句
の
注

に
引
い
た
故
事
で
、
藺
相
如
が
和
氏
の
玉
を
持
ち
帰
ら
せ
る
く
だ
り
は
、「
乃
ち
其
の
従
者
を
し
て
、
褐か

つ

を
衣き

、
其
の
璧
を
懐

ふ
と
こ
ろに

し
、
径け

い

道ど
う

よ
り
亡の

が

れ
て
、
璧
を
趙
に
帰か

え

さ
し
む
」
で
あ
り
、
そ
の
「
径
道
」
が
、
こ
の
句
に
い
う
間
道
に
相
当
す
る
。
○
〔
原
注
〕　

９
10
句
の

注
を
参
照
。
○
〔
＊
＊
〕　

13　
14
句
の
注
を
参
照
。

　

こ
の
海
石
は
わ
だ
つ
み
の
真
珠
の
宮
殿
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
美
し
い
色
あ
い
は
美
女
が
つ
か
う
つ
や
0

0

の
あ
る
ま

ゆ
ず
み
の
よ
う
だ
。
わ
ず
か
尺
寸
ば
か
り
だ
が
起
伏
に
富
ん
で
い
て
、
峰み

ね

み
ね
が
く
ね
く
ね
と
曲
が
り
続
い
て
い
る
。
い
た
だ
き

は
太た

い

華か

・
少

し
よ
う

華か

の
両
山
の
よ
う
に
し
な
や
か
で
、
茅
山
の
よ
う
に
山
腹
に
は
が
ら
ん

0

0

0

と
穴
が
あ
い
て
い
る
。
は
じ
め
は
仇
池
山
が

姿
を
変
え
た
も
の
で
は
な
い
か
と
疑
い
、
次
に
は
瀛
州
が
ち
ぢ
ま
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
と
も
思
っ
た
。

　

こ
の
石
は
嶺
南
に
遣
わ
さ
れ
た
使
者
が
、
親
切
に
も
揚
州
知
事
の
任
に
あ
っ
た
私
に
贈
っ
て
下
さ
っ
た
も
の
。
手
に
入
れ
た
と

き
は
嬉
し
さ
で
夜
も
眠
れ
ず
、
そ
な
た
と
は
親
し
ん
で
も
な
れ
な
れ
し
く
は
し
な
い
で
い
よ
う
、
と
思
っ
た
。
高
麗
か
ら
贈
ら
れ

た
は
ち
0

0

に
こ
の
石
を
据
え
て
、
登
州
で
手
に
入
れ
た
細
か
な
玉
の
よ
う
な
小
石
を
そ
の
ま
わ
り
に
敷
く
と
、
石
は
夜
明
け
に
先
ん

じ
て
か
す
か
な
光
を
放
ち
、
ひ
ん
や
り
と
し
た
気
は
三
伏
の
暑
気
を
払
っ
た
。

　

こ
の
年
寄
り
の
生
は
仮
の
宿
り
の
よ
う
な
も
の
で
、
終つ

い

の
す
み
か
も
久
し
く
定
め
ら
れ
な
い
ま
ま
で
い
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
石

な
ら
ひ
と
り
で
持
ち
運
び
が
で
き
る
か
ら
、
千
里
の
彼
方
ま
で
ず
っ
と
携
え
て
ゆ
く
つ
も
り
で
い
る
。
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さ
て
風
流
の
貴
公
子
た
る
君
は
、
か
つ
て
は
武
当
の
山
あ
い
に
流
さ
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
山
な
ら
そ
の
と
き
飽
き
る
ほ
ど
見
た

は
ず
な
の
に
、
今
さ
ら
ど
う
し
て
（
山
の
も
の
を
）
欲
し
が
っ
て
人
か
ら
奪
お
う
と
な
さ
る
の
か
。
和か

氏
の
璧
（
双
石
）
を
手
も

と
に
留
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
趙
（
私
）
の
弱
さ
を
嘆
く
こ
と
に
な
る
か
ら
、
い
っ
そ
の
こ
と
願
い
を
聞
き
入
れ
て
秦
（
君
）
に
罪

を
負
わ
せ
よ
う
か
。（
た
だ
し
）
ど
う
か
ま
わ
り
の
者
に
回
し
て
見
せ
る
こ
と
は
慎
ん
で
く
だ
さ
る
よ
う
に
。
さ
も
な
く
ば
（
従

者
に
）
石
を
持
た
せ
て
抜
け
道
か
ら
さ
っ
さ
と
帰
ら
せ
て
し
ま
い
ま
す
よ
。

一
九
二
七
（
施
三
三
―
一
一
）

次
天
字　

答
岑
巖
起

天て
ん

の
字じ

の
韻い

ん

に
次つ

ぎ
て
岑し

ん

巌が
ん

起き

に
答こ

た

う

１　

一
聲
淸
蹕
霧
開
天 

 
 

一い
つ

声せ
い

の
清せ

い

蹕ひ
つ　

霧き
り　

天て
ん

を
開ひ

ら

く

２　

百
辟
心
莊
豈
貌
虔 

 
 

百
ひ
や
く

辟へ
き　

心
こ
こ
ろ

荘お
ご
そか

に
し
て　

豈あ

に
貌

か
た
ち

も
て
虔

つ
つ
し

む
の
み
な
ら
ん
や

３　

回
顧
驚
君
珠
玉
側 
 

 

回か
い

顧こ

し
て
君き

み

が
珠し

ゆ

玉ぎ
よ
くの

側
か
た
わ
らな

る
に
驚

お
ど
ろ

き

４　

同
升
愧
我
秕
穅
前 

 
 

同ど
う

升し
よ
う

　

我わ

が
秕ひ

穅こ
う

の
前さ

き

な
る
を
愧は

ず

５　

徘
徊
月
色
留
壇
影 

 
 

徘は
い

徊か
い

せ
る
月げ

つ

色し
よ
く

　

壇だ
ん

影え
い

を
留と

ど

め

６　

縹
緲
松
香
泛
蠟
𤇆＊ 

 
 

縹
ひ
よ
う

緲び
よ
うた

る
松

し
よ
う

香こ
う　

蠟ろ
う

煙え
ん

を
泛う

か
ぶ

７　

莫
歎
郞
潛
生
白
髮 

 
 

歎な
げ

く
莫な

か
れ　

郎ろ
う

潜せ
ん　

白は
く

髪は
つ

を
生

し
よ
う

ず
る
を

８　

垩
朝
求
舊
鄙
鳶
肩 

 
 

聖せ
い

朝ち
よ
う

　

旧
き
ゆ
う

を
求も

と

め
て
鳶え

ん

肩け
ん

を
鄙い

や

し
む

〔
原
注
〕
近
制
、
以
椽
燭
松
明
易
籸
盆
（
近き

ん

制せ
い

、
椽て

ん

燭し
よ
くの

松
し
よ
う

明め
い

を
以も

つ

て
籸し

ん

盆ぼ
ん

に
易か

う
）
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元
祐
七
年
（
一
〇
九
二
）、
五
十
七
歳
の
作
。

○
岑
厳
起　

岑し
ん

象
し
よ
う

求き
ゆ
うの

こ
と
。
厳
起
は
そ
の
字

あ
ざ
な

。
梓し

州
（
四
川
省
）
の
人
。「
岑
著
作
を
送
る
」
詩
の
注
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
二
冊

二
三
四
頁
）
を
参
照
。
こ
の
時
に
は
戸
部
郎
中
と
し
て
朝
廷
に
在
っ
た
（『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
元
祐
七
年
六
月
庚
午
）。
○
天
字
韻　

天

の
字
（
１
句
）
は
下
平
一
先
の
韻
で
、
押
韻
字
は
、
天
・
虔
・
前
・
煙
・
肩
。
万
里
集
九
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
こ
の
詩
は
先
ず
作
品
番
号

一
九
一
六
「
穆
父
尚
書
が
郊
丘
を
祠
る
に
侍
し
て
、
天
光
を
瞻
望
し
て
、
退
き
て
相
慶
し
て
、
満
を
引
き
て
酔
吟
す
る
に
次
韻
す
」（『
蘇

軾
詩
注
解
（
二
十
四
）』）
に
次
韻
し
た
詩
を
岑
象
求
が
蘇
軾
に
贈
り
、
蘇
軾
が
そ
の
韻
を
再
び
用
い
た
詩
を
作
っ
て
岑
象
求
に
贈
っ
た
も

の
（『
四
河
入
海
』
巻
一
九
の
三
）。
詩
の
内
容
も
、
天
子
の
祭
祀
を
う
た
っ
た
元
の
詩
の
内
容
に
沿
う
。
岑
象
求
の
詩
は
伝
わ
ら
な
い
。

１
○
清
蹕　

先
払
い
。
天
子
の
行
幸
や
貴
人
の
行
列
の
先
に
立
ち
、通
行
人
を
よ
け
さ
せ
て
道
を
清
め
る
こ
と
。
漢
・
衛
宏『
漢
官
旧
儀
』

巻
上
に
、「
輦れ

ん　

動
け
ば
、
則
ち
左
右
の
帷
幄
に
侍
す
る
者
は
警
を
称と

な

え
、
車　

駕が

す
れ
ば
、
則
ち
衛
官　

街
を
塡ふ

さ

ぎ
、
騎
士　

路
を
塞ふ

さ

ぎ
、

殿
を
出
ず
れ
ば
、
則
ち
蹕
を
伝
え
、
人
を
止と

ど

め
て
道
を
清
む
」
と
あ
る
。
２
○
百
辟　

諸
侯
。
ま
た
、
公
卿
大
官
。『
詩
経
』
大
雅
（
生

民
之
什
）「
仮か

楽ら
く

」
に
、「
百
辟　

卿
士
、
天
子
に
媚び

せ
ら
る
」
と
あ
り
、
鄭
箋
に
、「
百
辟
は
、
畿
内
の
諸
侯
な
り
」
と
あ
る
。
○
心
荘　

心
か
ら
つ
つ
ま
し
や
か
で
あ
る
こ
と
。『
礼
記
』
緇し

衣い

に
、「
心
荘お

ご
そか

な
れ
ば
則
ち
体し

ず

か舒
な
り
」
と
あ
る
。
３
○
珠
玉
側　

珠
玉
は
、
美
し

く
り
っ
ぱ
な
も
の
の
喩
え
。
こ
こ
で
は
岑
象
求
を
さ
す
。『
世
説
新
語
』
容
止
篇
に
、「
驃

ひ
よ
う

騎き

の
王お

う

武ぶ

子し

（
済
）
は
、是
れ
衛え

い

玠か
い

の
舅

き
ゆ
う

な
り
。

儁
し
ゆ
ん

爽そ
う

に
し
て
風
姿
有
り
。
玠
を
見
て
輒

す
な
わ

ち
歎
じ
て
曰
く
、「
珠
玉

側
か
た
わ
らに

在
り
、
我
が
形
の
穢け

が

れ
た
る
を
覚
ゆ
」
と
」
と
あ
る
。
４
○
同

升　

同
じ
官
位
に
昇
任
す
る
こ
と
。『
論
語
』
憲
問
篇
に
、「
公こ

う

叔
し
ゆ
く

文ぶ
ん

子し

の
臣
、
大
夫
僎せ

ん　

文
子
と
同
じ
く
公
に
升
る
。
子し　

之
を
聞
き

て
曰
く
、「
以
て
文
と
為
す
可べ

し
」
と
」
と
あ
る
。
○
秕
穅　

穅
秕
と
も
い
う
。
こ
ま
ご
ま
し
た
も
の
。
役
に
立
た
な
い
も
の
。
秕
（
粃

は
俗
字
）
は
、
よ
く
実
ら
な
い
米
。
し
い
な
。
穅
（
糠
は
別
体
）
は
、
ぬ
か
。『
世
説
新
語
』
排
調
篇
に
、「
王
文
度
（
坦
之
）
と
范
栄
期

（
啓
）
と
、
倶
に
簡
文
の
要む

か

う
る
所
と
為
る
。
范
は
年と

し

大
に
し
て
位

く
ら
い

小
、
王
は
年
小
に
し
て
位
大
な
り
。
将ま

さ

に
前す

す

ま
ん
と
し
て
、
更こ

も

ご
も

相あ
い

推お

し
て
前
に
在
ら
し
む
。
既
に
移
る
こ
と
久
し
う
し
て
、
王　

遂つ
い

に
范
の
後
に
在
り
。
王　

因よ

り
て
謂
い
て
曰
く
、「
之
を
簸ふ

る

い
之
を

揚
げ
、
穅
秕　

前
に
在
り
」
と
。
范
曰
く
、「
之
を
洮あ

ら

い
之
を
汰え

ら

び
、
沙さ

礫れ
き　

後
に
在
り
」
と
」
と
あ
る
。
５
○
徘
徊
一
句　

李
白
「
月

下
独
酌　

四
首
」
そ
の
一
（『
李
太
白
全
集
』
巻
二
三
）
に
、「
我
れ
歌
え
ば　

月　

徘
徊
し
、
我
れ
舞
え
ば　

月　

零れ
い

乱ら
ん

す
」
と
あ
る
。
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壇
は
、
祭
祀
が
行
わ
れ
た
祭
壇
の
こ
と
。
詩
題
の
注
に
掲
げ
た
作
品
番
号
一
九
一
六
の
詩
を
参
照
。
６
○
縹
緲　

か
す
か
な
さ
ま
。
○
松

香　

松た
い
ま
つ明

を
焚
い
た
香
り
。
○
蠟
煙　

蠟
燭
の
煙
。
７
○
郎
潜　

卑
官
に
低
迷
し
続
け
る
こ
と
。
郎
は
、
宮
中
の
警
護
官
。「
董
儲
郎
中　

嘗
て
眉
州
に
知
た
り
て
、
先
人
と
遊
ぶ
…
…
」
詩
の
注
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
四
冊
一
六
〇
頁
）
を
参
照
。
８
○
求
旧　

『
尚
書
』
盤
庚
上

に
、「
遅ち

任じ
ん

言
え
る
有
り
、
曰
く
、「
人
は
惟こ

れ
旧ふ

る

き
を
を
求
む
。
器

う
つ
わ

は
旧
を
求
む
る
に
非
ず
、
惟
れ
新
し
き
を
」
と
」
と
あ
る
。
○
鳶
肩　

怒
り
肩
。『
旧
唐
書
』
馬
周
伝
に
、「
鳶
肩
火
色
は
、
上
に
騰の

ぼ

る
こ
と
必
ず
速
か
ら
ん
も
、
恐
ら
く
は
久
し
き
こ
と
能
わ
ざ
る
耳の

み

」
と
あ
る
。

一
韓
智
翃
は
、「
今
、
当
御
代
ハ
永
旧
老
成
（
ノ
）
人
ヲ
御
用
（
イ
）
ア
ル
程
ニ
、
鳶
肩
タ
ル
人
ノ
、
年
ワ
カ
ク
シ
テ
肩
ナ
ン
ド
ノ
イ
カ

リ
テ
ア
ル
ヲ
バ
、
之
ヲ
鄙
シ
テ
用
イ
ズ
シ
テ
、
老
成
人
ヲ
御
用
（
イ
）
ア
ル
程
ニ
、
必
ズ
岑
厳
起
モ
老
（
イ
）
タ
ル
程
ニ
、
用
イ
ラ
ル
ベ

キ
程
ニ
ゾ
」
と
記
す
。
○
〔
原
注
〕　

椽
燭
の
松
明
は
、
大
き
な
松
明
。
籸
盆
は
、
大
晦
日
の
守
歲
の
と
き
に
焚た

か
れ
る
焚
き
火
（
庭
燎
）

の
こ
と
。『
説
郛
』（
宛
委
山
堂
本
）　

六
九
に
引
く
周
密
『
乾
淳
歳
時
記
』
の
「
歳
晩
の
節
物
」
の
条
に
、「
除
夜
に
至
れ
ば
、
則
ち
比ひ

屋お
く　

五
色
の
銭
紙
・
酒
果
を
以
て
六
神
を
門
に
迎
送
す
。
夜
に
至
り
、
蕡ふ

ん

燭
し
よ
く

籸
盆
し
て
、
紅
は
霄

し
よ
う

漢か
ん

に
映
じ
、
爆
竹
鼓
吹
の
声
、
喧け

ん

鬧ど
う

に
し

て
夜
を
徹
す
」
と
あ
る
。

　

御
幸
の
先
払
い
の
一
声
で
霧
は
晴
れ
わ
た
っ
て
天
が
あ
ら
わ
れ
、百
官
は
容
儀
を
正
し
て
心
か
ら
天
子
を
う
や
ま
い
つ
つ
し
む
。

ふ
と
振
り
返
れ
ば
か
た
わ
ら
に
は
珠
玉
の
ご
と
き
貴
君
が
お
ら
れ
、
籾も

み

殻が
ら

の
よ
う
に
中
身
の
な
い
自
分
の
方
が
前
に
い
る
の
が
は

ず
か
し
く
な
る
。

　

た
ち
も
と
お
る
月
の
光
は
祭
壇
を
照
ら
し
つ
づ
け
、
松た

い
ま
つ明

の
か
す
か
な
香
り
が蠟

燭
の
煙
に
ま
じ
っ
て
た
だ
よ
う
。
長
ら
く
昇

進
で
き
ぬ
ま
ま
年
老
い
た
こ
と
を
お
嘆
き
な
さ
ら
ぬ
よ
う
。
聖
朝
は
怒
り
肩
の
若
者
で
は
な
く
、
老
成
し
た
人
を
こ
そ
求
め
て
い

る
の
で
す
か
ら
。

一
九
三
〇
（
施
三
三
―
一
四
）
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和
叔
盎
畫
馬

叔
し
ゆ
く

盎お
う

が
画え

が

け
る
馬う

ま

に
和わ

す

１　

天
驥
德
力
備 

 
 

天て
ん

驥き　

徳と
く

力
り
よ
く

備そ
な

わ
る

２　

馬
外　

麟
中 

 
 

馬ば

外が
い　

り
ゆ
う

麟り
ん

の
中う

ち

３　

皇
天
不
遣
言 

 
 

皇こ
う

天て
ん　

言
も
の
い

わ
し
め
ず

４　

兀
與
圖
畫
同 

 
 

兀こ
つ

と
し
て
図ず

画が

と
同お

な

じ

５　

駑
駘
飽
官
粟 

 
 

駑ど

駘た
い　

官か
ん

粟ぞ
く

に
飽あ

き

６　

未
受
一
洗
空 

 
 

未い
ま

だ
一い

つ

洗せ
ん

し
て
空む

な

し
く
す
る
を
受う

け
ず

７　

十
駕
均
一
至 

 
 

十
じ
ゆ
う

駕が　

一い
つ

至し

に
均ひ

と

し

８　

何
事
籋
雲
風 

 
 

何な
ん

ぞ
雲う

ん
ぷ
う風

を
籋ふ

む
を
事こ

と

と
せ
ん

元
祐
七
年
（
一
〇
九
二
）、
五
十
七
歳
の
作
。

○
叔
盎　

趙
ち
よ
う

伯は
く

充じ
ゆ
うの

こ
と
。
叔
盎
は
そ
の
字

あ
ざ
な

。
宋
の
宗
室
の
一
人
で
画
を
善
く
し
、
特
に
馬
を
え
が
く
の
に
す
ぐ
れ
た
。

１
○
天
驥　

一
日
に
千
里
を
駆
け
る
駿
馬
。
張
協
「
七
命
」（『
文
選
』
巻
三
五
）
に
、「
天
驥
の
駿
、
逸
態
は
超
越
な
り
」
と
あ
り
、
李

善
注
に
「
天
驥
は
、
天
馬
な
り
」
と
あ
る
。「
蔡
冠
卿
の
饒

じ
よ
う

州
に
知
た
る
を
送
る
」
詩
の
注
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
二
冊
二
二
三
頁
）
を
参

照
。
○
徳
力　

『
論
語
』
憲
問
篇
に
、「
驥
は
其
の
力
を
称
せ
ず
、
其
の
徳
を
称
す
」
と
あ
る
。
２
○　

鱗　

駿
馬
の
名
。『
太
平
御
覧
』

巻
八
九
五
に
引
く
、
北
魏
・
崔
光
『
十
六
国
春
秋
』
に
、「
呂
光　

西
域
を
討
ち
て
平
ら
げ
（『
太
平
御
覧
』
は
討
の
字
を
封
に
作
る
が
、

『
晉
書
』
四
夷
伝
「
亀
茲
国
」
の
記
述
に
よ
り
改
め
た
）、
上
疏
し
て
曰
く
、
惟
れ
亀
茲　

三
十
六
国
の
中
に
拠
り
、
彼
の
王
侯
の
命
を
制

す
。
其
の
国
城
に
入
る
に
、天
驥
・　

鱗
・
騕よ

う

褭じ
よ
う・

丹た
ん

髦ぼ
う

、万
計　

厩
に
盈
つ
」
と
あ
る
。
○
皇
天　

大
い
な
る
天
。
天
を
尊
ん
で
い
う
。
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『
尚
書
』
大
禹
謨
に
、「
皇
天
は
眷

か
え
り

み
命
じ
、
四
海
を
奄え

ん

有ゆ
う

し
て
、
天
下
の
君
と
為な

る
」
と
あ
る
。
○
不
遣
言　

元げ
ん

稹し
ん

「
望ぼ

う

雲う
ん

騅す
い

馬ば

の
歌
」

（『
元
稹
集
』
巻
二
四
）
に
、「
色
沮は

ば

ま
れ
て
声
悲
し
く　

天
を
仰
い
で
訴
う
、
天
の
言
わ
し
め
ざ
る
こ
と　

君
未
だ
知
ら
ず
」
と
あ
る
。

４
○
兀
与
一
句　

兀
は
、
じ
っ
と
し
て
動
か
な
い
さ
ま
。
兀
兀
に
同
じ
。
一
韓
智
翃
は
、「
是
レ
様
ニ
、
ヨ
イ
馬
ハ
、
徳
モ
力
モ
備
（
ヘ
）

テ
ア
ル
ガ
、只
（
ダ
）
モ
ノ
ヲ
云
ハ
ヌ
マ
デ
デ
ア
ル
ゾ
。
モ
ノ
ヲ
云
ハ
ヌ
程
ニ
、一い

つ

向こ
う

馬
ノ
如
ク
ニ
ア
ル
ゾ
。
画
馬
ヲ
真
実
ノ
馬
ト
作
（
ツ
）

タ
ガ
坡
ガ
ウ
デ
ゾ
」
と
記
す
（『
四
河
入
海
』
巻
一
二
の
一
）。
５
○
駑
駘　

の
ろ
い
馬
。『
楚
辞
』
宋
玉
「
九
辯
」
に
、「
騏き

驥き

を
却

し
り
ぞ

け
て

乗
ら
ず
、駑
駘
に
策

む
ち
う

っ
て
路
を
取
る
」
と
あ
る
。
６
○
一
洗
空　

杜
甫
「
丹
青
引　

曹そ
う

将
軍
霸は

に
贈
る
」
詩
（『
杜
詩
詳
注
』
巻
一
三
）
に
、

「
須
臾　

九
重
に
真　

出い

づ
、
万
古
の
凡
馬
を
一
洗
し
て
空
し
」
と
あ
る
（
こ
の
杜
詩
も
馬
の
画
に
つ
い
て
詠
じ
た
も
の
）。
７
○
十
駕　

馬
一
頭
が
馬
車
を
一
日
引
く
仕
事
の
量
が
一
駕
で
、
十
駕
は
そ
の
十
回
分
。『
荀
子
』
修
身
篇
に
、「
夫
れ
驥
は
一
日
に
し
て
千
里
、
駑
馬

は
十
た
び
駕
す
れ
ば
、
則
ち
亦
た
之
に
及
ば
ん
」
と
あ
る
。
８
○
籋　

ふ
む
（
躡
）。『
漢
書
』
礼
楽
志
に
引
く
「
郊こ

う

祀し

歌か

十
九
章
」
そ
の

十
「
天
馬
」
に
、「
浮
雲
を
籋
み
、
晻あ

ん

と
し
て
上
に
馳は

す
」
と
あ
り
、
注
に
蘇
林
を
引
い
て
「
天
馬
の
上
り
て
浮
雲
を
躡ふ

む
を
言
う
な
り
」

と
あ
る
。

　

千
里
を
駆
け
る
馬
は
徳
と
力
と
を
併
せ
も
つ
。
そ
れ
は
尋
常
の
馬
で
は
な
く
、
西
域
の
名
馬　

麟
の
な
か
ま
だ
。
天
は
そ
ん
な

名
馬
に
も
も
の
を
言
わ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
じ
っ
と
し
て
い
る
そ
の
姿
は
画
か
れ
た
こ
の
馬
と
同
じ
だ
。

　

今
の
世
は
駑
馬
ば
か
り
が
官
府
の
穀
物
を
腹
い
っ
ぱ
い
喰
ら
い
、
名
馬
に
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
追
い
払
わ
れ
る
よ
う
な
目
に
も
遭

わ
な
い
で
い
る
、「
十
日
も
費
や
せ
ば
名
馬
に
肩
を
並
べ
る
こ
と
は
で
き
る
。
ど
う
し
て
風
雲
を
踏
ん
で
一
日
に
千
里
も
駆
け
る

必
要
が
あ
る
の
か
」
な
ど
と
う
そ
ぶ
き
な
が
ら
。

 

（
担
当　

西
岡　

淳
）




