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一

蘇
軾
詩
注
解
（
三
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
。

子
由
が
「
清
汶
老
の
龍
珠
丹
」
に
次
韻
す
（
一
九
八
六
）

子
由
が
「
清
汶
老
が
伝
う
る
所
の

秦
湘
二
女
の
図

に
書
す
」
に
次
韻
す
（
一
九
八
七
）

紫
団
参　

王
定
国
に
寄
す
（
一
九
八
八
）

劉
燾
撫
勾
が
「
蜜
漬
の
茘
支
」
に
次
韻
す
（
一
九
八
九
）
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二

曽
仲
錫
が
元
日
に
寄
せ
ら
る
る
に
次
韻
す
（
一
九
九
一
）

立
春
の
日　

小
集
し
て
李
端
叔
に
戯
る
（
一
九
九
〇
）

子
由
が
生
日
に
檀
香
の
観
音
の
像
と
新
合
の
印
香
・
銀
篆
の
盤
と
を
以
て
寿
を
為
す　

一
首
（
一
九
九
二
）

李
端
叔
が
「
保
の
倅
翟
安
常
の
闕
に
赴
く
を
送
る
」
に
次
韻
し
て
、
兼
ね
て
子
由
に
寄
す
（
一
九
九
三
）

中
山
の
松
醪
、
雄
州
の
守　

王
引
進
に
寄
す
（
一
九
九
四
）

一
九
八
六
（
施
注
三
四
―
二
五
）

次

子
由
淸
汶
老
龍
珠
丹

子し

由ゆ
う

が
「
清せ
い
ぶ
ん汶
老ろ
う

の
龍り
ゆ
う

珠し
ゆ

丹た
ん

」
に
次じ

韻い
ん

す

1　

天
公
不
解
防
癡
龍　
　
　

天て
ん

公こ
う　

解よ

く
痴ち

龍り
よ
う

を
防ふ
せ

が
ず

2　

玉
函
寶
方
出
龍
宮　
　

  

玉ぎ
よ
く

函か
ん

の
宝ほ
う

方ほ
う　

龍り
ゆ
う

宮ぐ
う

よ
り
出い

づ

3　

雷
霆
下
索
無
處
避　
　
　

雷ら
い

霆て
い　

下く
だ

り
索も
と

め
て
避さ

く
る
処と
こ
ろ

無な

し

4　

逃
入
先
生
衣
袂
中　
　
　

逃の
が

れ
て
入い

る　

先せ
ん
せ
い生
の
衣い

袂べ
い

の
中う
ち

5　

先
生
不
作
金
椎
袖　
　
　

先せ
ん

生せ
い　

金き
ん

椎つ
い

を
袖そ
で

に
す
る
こ
と
を
作な

さ
ず

6　

玩
世
徜
徉
隱
屠
酒　
　
　

世よ

を
玩
も
て
あ
そ

び
て
徜し
よ
う

徉よ
う

し
て
屠と

酒し
ゆ

に
隠か
く

る

7　

夜
光
明
月
空
自
投　
　
　

夜や

光こ
う

の
明め
い
げ
つ月　

空む
な

し
く
自み
ず
か

ら
投と
う

じ

8　

一
鍛
何
勞
緯
蕭
手　
　
　

一い
つ

鍛た
ん　

何な
ん

ぞ
労ろ
う

せ
ん　

緯い

蕭し
よ
う

の
手て

9　

黃
門
寡
好
心
易
足　
　
　

黄こ
う
も
ん門
は
好こ
の

む
こ
と
寡す
く
な

く
し
て
心こ
こ
ろ

足た

り
易や
す

く

10　

棘
不
生
梨
棗
熟　
　
　

荊け
い

棘き
よ
く

は
生し
よ
う

ぜ
ず　

梨り

棗そ
う

熟じ
ゆ
く

す
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三

11　

玄
珠
白
璧
兩
無
求　
　
　

玄げ
ん

珠し
ゆ

白は
く

璧へ
き　

両ふ
た

つ
な
が
ら
求も
と

む
る
無な

く

12　

無
脛
金
丹
來
入
腹　
　
　

脛す
ね

無な

き
金き
ん

丹た
ん　

来き
た

り
て
腹は
ら

に
入い

る

13　

區
區
分
別
笑
樂
天　
　
　

区く

く区
と
し
て
分ふ
ん
べ
つ別
す
る
こ
と　

楽ら
く
て
ん天
を
笑わ
ら

い

14　

那
知
空
門
不
是
仙　
　
　

那な
ん

ぞ
知し

ら
ん　

空く
う

門も
ん

の
是こ

れ
仙せ
ん

な
ら
ざ
る
を

　

元
祐
八
年
（
一
〇
九
三
）、
五
十
八
歳
の
作
。
時
に
知
定
州
と
し
て
定
州
に
あ
っ
た
。

〇
子
由　

蘇
轍
の
も
と
の
詩
は
伝
わ
ら
な
い
。
○
清
汶
老　

未
詳
。
○
龍
珠
丹　

仙
薬
の
名
。
龍
珠
は
『
太
平
広
記
』
巻
四
〇
二
に
引
く

任
昉
『
述
異
記
』
鯨
魚
目
に
、「
凡
そ
珠
に
龍
珠
有
り
。
龍
の
吐
く
所
な
り
」
と
あ
る
。

1
○
天
公　

天
帝
の
こ
と
。
2
○
玉
函
一
句　

玉
函
宝
方
は
、薬
方
す
な
わ
ち
薬
の
処
方
を
記
し
た
書
物
。『
酉
陽
雑
俎
』
巻
二
「
玉
格
」

に
、
終
南
山
に
隠
棲
す
る
孫
思
邈
の
も
と
に
昆
明
池
に
住
ま
う
龍
が
助
け
を
乞
い
に
来
た
話
が
み
え
る
。
孫
は
龍
に
「
我
れ　

昆
明
の
龍

宮
に
仙
方
三
千
首
有
る
を
知
る
。
爾な
ん
じ　

伝
え
て
予わ
れ

に
与
え
よ
。
予　

将ま
さ

に
汝
を
救
わ
ん
と
す
」と
言
っ
て
、仙
方
を
受
け
取
っ
て
龍
を
救
っ

て
や
り
、
そ
の
仙
方
を
も
と
に
『
千
金
方
』
を
著
し
た
。『
続
仙
伝
』
孫
思
邈
に
も
こ
れ
と
類
似
し
た
話
が
み
え
る
。
3 

4
○
雷
霆
・
逃

入
二
句　
『
五ご

燈と
う

会え

元げ
ん

』
巻
六
「（
龍
湖
）
普ふ

聞も
ん

禅
師
」
に
、龍
が
普
聞
禅
師
に
助
け
を
乞
い
に
来
た
話
が
み
え
る
。「（
禅
）
師
曰
く
、
汝
、

罪
を
上
帝
に
得
た
り
、
我
れ
何
ぞ
能
く
力
を
致
さ
ん
。
然
り
と
雖
も
、
形
を
易か

え
て
来
た
る
可べ

し

と
。
俄
か
に
老
人
の
在
る
所
を
失
し

て
、
座

に
一
小
蛇
有
る
を
視
る
。
延え
ん

縁え
ん

と
し
て
袖
に
入
る
。
暮
に
至
っ
て
、
雷
電　

山
を
震
わ
せ
、
風
雨　

交
ご
も
作お
こ

る
。
師
は
危
坐

し
て
傾
か
ず
。
旦あ
し
たに
達
し
て
晴せ
い

霽せ
い

す
。
袖
を
垂
る
れ
ば
蛇
は
地
に
堕
ち
て
去
る
」
と
あ
る
。
韓
愈
「
張
籍
を
調あ
ざ
ける
」
詩
（『
韓
昌
黎
集
』

巻
五
）
に
、「
仙
官　

六
丁
に
勅
し
て
、雷
電
し
て
下
り
て
取し
ゆ

将し
よ
うせ
し
む
」
と
あ
る
。
5
○
金
椎
袖　
『
漢
書
』
淮
南
厲れ
い

王
長
伝
に
、「（
長
）

常
に
心
に
辟
陽
公
を
怨
む
も
敢
え
て
発
せ
ず
。
…
…
乃
ち
往
き
て
辟
陽
公
を
請
ず
。
辟
陽
公　

出
で
て
之
に
見ま
み

ゆ
。
即
ち
袖
自よ

り
金
椎
も

て
之
を
椎う

つ
」
と
あ
る
。
金
椎
は
、
金
属
製
の
椎つ
ち

。『
史
記
』
淮
南
衡
山
伝
で
は
鉄
椎
に
作
る
。
6
○
玩
世　

礼
法
に
こ
だ
わ
ら
ず
世
俗

を
軽
視
す
る
こ
と
。『
漢
書
』
東
方
朔
伝
に
、「
隠
に
依
り
て
世
を
玩
び
、
時
に
詭た
が

い
て
逢
わ
ず
」
と
あ
る
。
○
徜
徉　

の
ん
び
り
と
自
由

な
さ
ま
。
韓
愈
「
李り

愿げ
ん

が
盤
谷
に
帰
る
を
送
る
序
」（『
韓
昌
黎
集
』
巻
一
九
）
に
、「
吾
が
車
に
膏
あ
ぶ
ら
さし
、吾
が
馬
を
秣
ま
ぐ
さ
かえ
。
子
に
盤
に
従
い
、
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四

吾
が
生
を
終
う
る
ま
で
以
て
徜
徉
た
ら
ん
」
と
あ
る
。
〇
隠
屠　
『
史
記
』
魏
公
子
伝
に
、「
侯
生　

公
子
に
謂
い
て
曰
く
、
臣
の
過
ぎ

る
所
の
屠
者
は
朱し
ゆ

亥が
い

な
り
。
此
の
子
は
賢
者
な
れ
ど
も
、世
に
能
く
知
る
も
の
莫
し
。
故
に
屠
間
に
隠
る
る
耳の
み

と
」
と
あ
る
。
屠
間
は
、

屠
畜
業
者
の
仲
間
を
い
う
。
杜
甫
「
春
を
傷
む　

五
首
」
そ
の
三
（『
杜
詩
詳
注
』
巻
一
三
）
に
、「
賢
は
多
く
屠
釣
に
隠
る
、
王　

肯あ
え

て

載
せ
て
同
じ
く
帰
ら
ん
や
」
と
あ
る
。
7
○
夜
光
一
句　
『
史
記
』
鄒
陽
伝
に
、「
明
月
の
珠
・
夜
光
の
璧
も
、
闇や
み

を
以
て
人
に
道
路
に
投

ず
れ
ば
、
人
の
剣
を
按
じ
て
相あ
い

眄か
え
り
みざ
る
者
無
し
。
何
と
な
れ
ば
則
ち
因よ
し

無
く
し
て
前
に
至
れ
ば
な
り
」
と
あ
る
。
一
句
は
、
清
汶
老
が

龍
珠
丹
に
も
心
を
動
か
さ
れ
な
い
こ
と
を
い
う
。
8
○
一
鍛
一
句　

鍛
は
、打
っ
て
鍛
え
る
こ
と
。
こ
こ
で
は
叩
い
て
碎
く
意
に
解
す
る
。

緯
蕭
は
、
あ
し
な
ど
の
草
を
織
る
こ
と
。『
荘
子
』
列
禦
寇
篇
に
、「
河
上
に
家
の
貧
し
く
蕭
を
緯お

る
こ
と
を
恃
ん
で
食
ら
う
者
有
り
、
其

の
子　

淵
に
没も
ぐ

り
て
千
金
の
珠
を
得
た
り
。
其
の
父　

其
の
子
に
謂
い
て
曰
く
、
石
を
取
り
来
た
り
て
之
を
鍛く
だ

け
。
夫そ

れ
千
金
の
珠
は

必
ず
九
き
ゆ
う

重ち
よ
うの
淵
、
驪り

龍り
よ
うの
頷が
ん

下か

に
在
り
。
子
の
能
く
珠
を
得
た
る
は
必
ず
其
の
睡
り
し
に
遭
え
ば
な
り
…
…

と
」
と
あ
る
。
9
○
黄
門

　

門
下
省
の
こ
と
。
こ
こ
で
は
門
下
侍
郎
で
あ
っ
た
蘇
轍
を
い
う
。「
召
し
還
さ
れ
て
都
門
に
至
り
て
先
ず
子
由
に
寄
す
」
詩
（『
蘇
軾
詩

注
解
（
二
十
三
）』）
の
注
を
参
照
。
10
○
荊
棘
一
句　

荊
棘
は
、
い
ば
ら
。
梨
棗
は
、
仙
果
で
あ
る
交
梨
と
火
棗
。
陶
弘
景
『
真
誥
』
巻

二
に
、「
火
棗
交
梨
の
樹
は
已
に
君
の
心
中
に
生
ず
。
心
中
に
猶
お
荊
棘
の
相あ
い

雑ま
じ

う
る
有
り
、是こ
こ

を
以
て
二
樹
見
え
ず
し
て
審
ら
か
な
ら
ず
。

荊
棘
を
翦き

り
て
此
の
樹
を
出
だ
す
可べ

し
」
と
あ
る
。
一
句
は
、
道
心
を
得
た
蘇
轍
は
物
欲
に
惑
わ
さ
れ
た
り
な
ど
し
な
い
こ
と
を
い
う
。

11 

12
○
玄
珠
・
無
脛
二
句　

玄
珠
は
、黒
い
珠
玉
。『
荘
子
』
天
地
篇
に
、「
黄
帝　

赤
水
の
北
に
遊
び
、崑
崙
の
丘
に
登
り
て
南
を
望
む
。

還
帰
せ
ん
と
し
て
、
其
の
玄
珠
を
遺う
し
なえ
り
」
と
あ
る
。
白
璧
は
、
白
い
璧
玉
。『
史
記
』
虞
卿
伝
に
、「
虞
卿
な
る
者
は
遊
説
の
士
な
り
。

を
躡は

き
簦
を
檐に
な

い
て
趙
の
孝
成
王
に
説
く
。
一
た
び
見ま
み

え
て
黄
金
百
鎰
・
白
璧
一
双
を
賜
わ
り
、
再
び
見
え
て
趙
の
上
卿
と
為
る
。
故

に
号
し
て
虞
卿
と
為
す
」
と
あ
る
。
無
脛
は
、
足
が
な
い
こ
と
。
孔
融
「
盛
孝
章
の
書
を
論
ず
」（『
文
選
』
巻
四
一
）
に
、「
珠
玉
の
無

脛
に
し
て
自
お
の
ず
から
至
る
は
、
人
の
之
を
好
む
を
以
て
な
り
。
況
や
賢
者
の
足
有
る
を
や
」
と
あ
る
。
金
丹
は
、
黄
金
と
丹
砂
を
練
っ
て
作
る

不
老
長
寿
の
仙
薬
。『
抱
朴
子
』
内
篇
巻
四
に
さ
ま
ざ
ま
な
金
丹
の
製
法
が
記
さ
れ
て
い
る
。
二
句
は
、
求
め
よ
う
と
も
し
て
い
な
い
龍

珠
丹
が
、
清
汶
老
の
手
を
経
て
蘇
轍
の
元
に
渡
っ
た
こ
と
を
い
う
。
13 

14
○
区
区
・
那
知
二
句　

区
区
は
、
取
る
に
足
り
な
い
小
さ
い
さ

ま
。
白
居
易
「
客
の
説
に
答
う
」
詩
（『
白
居
易
集
箋
校
』
巻
三
六
）
に
、「
吾
れ
空
門
を
学
ぶ　

仙
を
学
ぶ
に
非
ず
、
恐
ら
く
は
君
が
此
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五

の
説
は
是こ

れ
虚
伝
な
ら
ん
。
海
山
は
是
れ
吾
が
帰
る
処
な
ら
ず
、
帰
ら
ば
即
ち
応ま
さ

に
兜と

率そ
つ

天て
ん

に
帰
る
べ
し
」
と
あ
る
。
二
句
は
、
仏
・
道

を
区
別
し
た
白
居
易
と
は
異
な
っ
て
、
清
汶
老
と
蘇
轍
の
二
人
は
仏
・
道
を
分
け
て
考
え
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
。

　

天
帝
さ
ま
が
愚
か
な
龍
を
見
過
ご
し
に
し
て
い
た
た
め
に
、
仙
薬
の
秘
伝
書
が
龍
宮
か
ら
流
出
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
龍
王
が

稲
妻
を
走
ら
せ
て
追
跡
し
て
き
た
の
で
身
を
隠
す
処
と
て
な
く
、愚
か
な
龍
は
先
生
（
清
汶
老
）
の
袖
の
中
に
逃
げ
込
み
ま
し
た
。

　

先
生
は
金
椎
を
袖
に
隠
し
持
つ
よ
う
な
粗
暴
な
人
間
で
は
な
く
、
世
俗
の
事
を
軽
ん
じ
て
、
下
じ
も
に
混
じ
っ
て
気
ま
ま
に
暮

ら
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
夜
光
の
璧
や
明
月
の
珠
の
よ
う
に
貴
重
な
龍
珠
丹
を
、
い
き
な
り
目
の
前
に
投
げ
つ
け
ら
れ
て
も
心
を
動

か
さ
ず
、
叩
い
て
碎
く
と
な
れ
ば
、
か
の
草
織
り
の
手
を
煩
わ
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

黄
門
ど
の
（
蘇
轍
）
は
寡
欲
に
し
て
足
る
こ
と
を
知
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
心
の
中
に
は
道
心
の
深
さ
を
示
す
火
棗
や
交

梨
が
熟
し
て
い
て
、
邪
念
の
い
ば
ら
は
生
え
て
い
な
い
筈
で
す
。
あ
れ
こ
れ
と
宝
玉
を
探
し
求
め
た
り
し
な
い
の
に
、
足
の
な
い

金
丹
の
よ
う
な
龍
珠
丹
が
（
清
汶
老
の
手
を
経
て
）
わ
れ
か
ら
懐
に
飛
び
込
ん
で
き
ま
し
た
。
お
二
人
（
清
汶
老
と
蘇
轍
）
は
、

白
楽
天
の
了
見
は
ち
っ
ぽ
け
だ
と
笑
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
、
仏
道
と
仙
道
は
別
の
も
の
だ
と
は
思
っ
て
お
ら
れ
な
い
の

で
す
か
ら
。一

九
八
七
（
施
注
三
四
―
二
六
）

次

子
由
書
淸
汶
老
所
傳
秦
湘
二
女
圖

子し

由ゆ
う

が
「
清せ
い

汶ぶ
ん

老ろ
う

が
伝つ
た

う
る
所と
こ
ろの

秦し
ん

湘し
よ
う

二に

女じ
ょ

の
図ず

に
書し
よ

す
」
に
次じ

韻い
ん

す

1　

春
風
消
冰
失
瑤
玉　
　

  

春し
ゆ
ん

風ぷ
う　

氷こ
お
り

を
消け

し
て
瑤よ
う

玉ぎ
よ
く

を
失う
し
な

う

2　

我
本
無
身
安
有
觸　
　
　

我わ

れ
本も

と
身み

無な

し　

安い
ず

く
ん
ぞ
触し
よ
く

有あ

ら
ん
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3　

羊
生
得
婦
如
得
風　
　
　

羊よ
う

生せ
い

の
婦つ
ま

を
得う

る
こ
と　

風か
ぜ

を
得う

る
が
如ご
と

し

4　

握
手
一
笑
未
爲
辱　
　
　

手て

を
握に
ぎ

っ
て
一い
つ

笑し
よ
う

す　

未い
ま

だ
辱は
じ

と
為な

さ
ず

5　

先
生
室
中
無
天
遊　
　
　

先せ
ん

生せ
い

が
室し
つ

中ち
ゆ
う

に
天て
ん

遊ゆ
う

無な

く
ん
ば

6　

佩
環
何
處
鳴
風
甌　
　
　

佩は
い

環か
ん　

何い
ず

れ
の
処と
こ
ろ

に
か
風ふ
う

甌お
う

を
鳴な

ら
さ
ん

7　

隨
魔
未
必
皆
魔
女　
　
　

魔ま

に
随し
た
が

う
は
未い
ま

だ
必か
な
ら

ず
し
も
皆み

な
魔ま

女じ
よ

な
ら
ず

8　

但
與
分
燈
遣
歸
去　
　
　

但た

だ
与と
も

に
燈ひ

を
分わ

け
て
帰か
え

り
去さ

ら
遣し

め
よ

9　

胡
爲
寫
眞
傳
世
人　
　
　

胡な
ん

為す

れ
ぞ
真し
ん

を
写う
つ

し
て
世よ

の
人ひ
と

に
伝つ
た

え
ん

10　

更
要
維
摩
一
轉
語　
　
　

更さ
ら

に
維ゆ
い

摩ま

の
一い
ち

転て
ん

語ご

を
要よ
う

す
る
か

11　

丹
元
茅
茨
祇
三
閒　
　
　

丹た
ん

元げ
ん

が
茅ぼ
う

茨し　

祇た

だ
三さ
ん

間か
ん

12　

太
極
老
人
時
往
還　
　
　

太た
い

極き
よ
く

老ろ
う

人じ
ん　

時と
き

に
往お
う

還か
ん

す

13　

檢
點
凡
心
早
除
拂　
　
　

凡ぼ
ん

心し
ん

を
検け
ん

点て
ん

し
て
早つ
と

に
除の
ぞ

き
払は
ら

え

14　

方
平
神
鞭
常
使
物　
　
　

方ほ
う

平へ
い

が
神し
ん

鞭べ
ん　

常つ
ね

に
物も
の

を
使つ
か

う

元
祐
八
年
（
一
〇
九
三
）、
五
十
八
歳
の
作
。

〇
子
由　

蘇
轍
の
も
と
の
詩
は
伝
わ
ら
な
い
。
〇
清
汶
老　

未
詳
。
〇
秦
湘
二
女　

王
注
に
引
く
趙
次
公
注
は
、
韓
愈
「
梁
国
の
恵
康
公

主
の
挽
歌　

二
首
」
そ
の
二
（『
韓
昌
黎
集
』
巻
九
）
に
「
秦
地　

簫
を
吹
く
女
、
湘
波　

瑟
を
鼓
す
る
妃
」
と
あ
る
の
を
引
い
て
、
二

女
と
は
こ
れ
を
画
い
た
も
の
か
と
い
う
。

1
〇
春
風
一
句　
『
太
平
広
記
』
巻
五
九
に
引
く
劉
向
『
列
仙
伝
』
江
妃
に
は
、
鄭
交
甫
が
漢
江
に
遊
ん
だ
時
に
美
し
く
着
飾
っ
て
輝
く

珠
玉
を
身
に
佩
び
た
二
人
の
女
性
を
見
て
心
惹
か
れ
た
話
が
み
え
て
、「（
二
女
）
手
ず
か
ら
佩
を
解
い
て
以
て
交
甫
に
与
う
。
交
甫　

受

け
て
之
を
懐
に
す
。
既
に
趨
り
て
去
る
。
行
く
こ
と
数
十
歩
に
し
て
懐
を
視
れ
ば
空
に
し
て
珠
無
し
。
二
女
も
忽
と
し
て
見
え
ず
」
と
あ
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る
。
一
句
は
、
清
汶
老
の
秦
湘
二
女
図
に
画
か
れ
た
湘
君
、
す
な
わ
ち
江
妃
二
女
を
詠
じ
た
も
の
と
解
し
た
い
。
2
〇
我
本
一
句　
『
楞り
ょ
う

嚴ご
ん

経
』（『
大
正
蔵
』
第
一
九
巻
）
に
、「
是こ

の
故
に
当ま
さ

に
触
と
身
と
俱
に
処
る
所
無
き
を
知
覚
す
べ
し
。
即
ち
身
と
触
と
、
二
つ
な
が
ら

俱
に
虚
妄
に
し
て
、
本
と
因
縁
に
非
ず
」
と
あ
る
。
一
句
は
、
人
に
は
そ
も
そ
も
身
が
存
在
し
な
い
の
に
、
触
れ
る
こ
と
な
ど
で
き
よ
う

筈
が
な
い
と
い
う
ほ
ど
の
意
。
3
〇
羊
生
一
句　

羊
生
は
、
羊
権
の
こ
と
。
陶
弘
景
『
真
誥
』
巻
一
に
、
萼
緑
華
と
い
う
美
し
い
仙
女
が

升
平
三
年
十
一
月
十
日
夜
に
羊
権
の
家
に
降
臨
し
た
話
が
み
え
る
。
4
〇
握
手
一
句　

同
じ
く
『
真
誥
』
巻
一
に
、
紫
微
王
夫
人
に
連
れ

ら
れ
て
九
華
真
妃
が
楊
某
の
家
に
降
り
た
話
が
み
え
る
。「（
真
妃
）
乃
ち
某
の
手
を
取
り
、
之
を
執
り
て
自
ら
床
よ
り
下
る
。
未
だ
戸
を

出
で
ざ
る
の
間
に
、
忽
然
と
し
て
見
え
ず
」
と
あ
る
。
未
為
辱
は
、
蘇
軾
「
欧
陽
叔
弼　

訪
わ
る
。
陶
淵
明
が
事
を
誦
し
て
其
の
絶
識
を

歎
ず
…
…
」
詩
（『
蘇
軾
詩
注
解
（
十
六
）』）
に
も
、「
束
帯
し
て
督
郵
に
向
か
わ
ん
こ
と
、
小
屈
に
し
て
未
だ
辱
と
為
さ
ず
」
と
詠
じ
ら

れ
る
。
5
〇
先
生　

清
汶
老
を
い
う
。
〇
無
天
遊　

天
遊
は
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
空
間
。『
荘
子
』
外
物
篇
に
、「
心
に
天
遊
有
り
。
室
に

空
虚
無
け
れ
ば
、
則
ち
婦
姑　

勃は
い

谿け
い

し
、
心
に
天
遊
無
け
れ
ば
、
則
ち
六
鑿さ
く

相あ
い

攘み
だ

す
」
と
あ
る
。
6
〇
佩
環　

お
び
だ
ま
。
腰
に
下
げ
る

環
状
の
玉
。
阮
籍
「
詠
懐
詩　

十
七
首
」
そ
の
二
（『
文
選
』
巻
二
三
）
に
、
1
句
の
注
に
引
い
た
鄭
交
甫
を
詠
じ
て
、「
交
甫　

環
佩
を

懐
に
す
れ
ば
、
婉え
ん
れ
ん

と
し
て
芬ふ
ん

芳ぽ
う

有
り
」
と
あ
る
。
〇
風
甌　

甌
は
、
素
焼
き
の
土
器
を
用
い
た
打
楽
器
。
蘇
軾
は
「
雨
中
に
舒
教
授
に

過よ
ぎ

る
」
詩
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
四
冊
六
〇
五
頁
）
に
、「
坐
し
て
は
蒲
褐
の
禅
に
依
り
、起た

っ
て
は
風
甌
の
語
を
聴
く
」
と
詠
じ
て
い
る
。

そ
の
注
も
参
照
。
7 

8
〇
随
魔
・
但
与
二
句　
『
維
摩
経
』
菩
薩
品
（『
大
蔵
経
』
第
一
四
巻
）
に
、
悪
魔
の
波
旬
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た

一
万
二
千
人
の
天
女
を
波
旬
と
と
も
に
魔
宮
に
帰
す
際
に
、
維
摩
詰
が
無
尽
燈
と
い
う
法
門
を
授
け
て
、「
汝
等ら

、
魔
宮
に
住
す
と
雖
も
、

是
の
無
尽
燈
を
以
て
無む

数し
ゆ

の
天
子
・
天
女
を
し
て
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
に
心
を
発お
こ

さ
し
め
ば
、
仏
恩
に
報
じ
、
亦
た
大
い
に
一
切
衆
生

を
饒に
よ
う

益や
く

す
る
も
の
為
ら
ん
」
と
諭
し
た
。
す
る
と
天
女
ら
は
維
摩
詰
の
足
を
頭
に
お
し
い
た
だ
い
て
か
ら
、「
魔
に
随
い
て
宮
に
還
り
、

忽
然
と
し
て
現
れ
ざ
り
き
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
9
〇
写
真　

人
物
を
画
く
こ
と
。
真
は
え
す
が
た
。「
題
毛
女
真
」
詩
（『
蘇
軾
詩
注
解

（
三
十
）』）
の
詩
題
の
注
を
参
照
。
10
〇
維
摩　

維
摩
詰
。
釈
迦
の
弟
子
の
名
。
〇
一
転
語　

心
機
を
一
転
さ
せ
て
悟
ら
せ
る
力
の
あ
る

こ
と
ば
。『
臨
済
録
』
勘
弁
（『
大
正
蔵
』
第
四
七
巻
）
に
、
臨
済
慧え

照じ
よ
う

禅
師
が
食
事
当
番
の
僧
（
飯は
ん

頭じ
ゆ
う）
に
代
わ
っ
て
黄
檗
禅
師
の
答

え
を
求
め
る
く
だ
り
が
記
さ
れ
て
い
て
、（
慧
照
禅
師
）「
飯
頭
は
不ふ

会え

、
請
う
、
和
尚
代
わ
り
て
一
転
語
せ
ら
れ
よ
」
と
あ
る
。
11
〇
丹
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八

元　

姚
丹
元
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。姚
丹
元
は
蘇
軾
の
知
定
州
時
代
に
同
じ
く
定
州
に
在
っ
た
。「
秦
少
游
が
韻
に
次
ぎ
て
姚
安
世
に
贈
る
」

詩
な
ら
び
に
「
丹
元
姚
先
生
が
韻
に
次
ぐ
」
詩
（
と
も
に
『
蘇
軾
詩
注
解
（
二
十
六
）』）
の
詩
題
の
注
を
参
照
。
〇
茅
茨　

か
や
ぶ
き
の

家
。
粗
末
な
家
屋
を
い
う
。
三
間
は
部
屋
の
数
。
白
居
易
「
草
堂
に
別
る　

三
絶
句
」
そ
の
三
（『
白
居
易
集
箋
校
』
巻
一
七
）
に
、「
三

間
の
茅
舎　

山
に
向
か
い
て
開
き
、一
帯
の
山
泉　

舎
を
遶め
ぐ

り
て
廻め
ぐ

る
」
と
あ
る
。「
参
寥
上
人　

初
め
て
智
果
院
を
得
。
…
…
」
詩
（『
蘇

軾
詩
注
解
（
四
）』）
の
注
も
参
照
。
12
〇
太
極
老
人　

仙
人
の
名
。『
太
平
広
記
』
巻
二
五
に
引
く
劉
向
『
列
仙
伝
』
元
柳
二
公
に
、
唐

の
元
和
年
間
に
元
徹
と
柳
実
の
二
人
が
孤
島
に
漂
着
し
て
玉
虚
尊
師
と
南
溟
夫
人
に
遇
う
話
が
み
え
る
。
二
人
は
人
間
世
界
に
帰
し
て
も

ら
う
際
に
、師
と
な
る
べ
き
人
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
南
岳
の
太
極
先
生
な
る
耳の
み

。
当ま
さ

に
自
ら
之
に
遇
う
べ
し
」と
教
え
ら
れ
た
。
そ
の
後
、

太
極
先
生
を
尋
ね
た
が
会
う
こ
と
が
か
な
わ
ず
、
失
望
し
て
帰
る
途
中
に
、「
大
雪
に
因
り
て
、
大
叟
の
樵
を
負
い
て
鬻ひ
さ

ぐ
を
見
る
。
二

子　

其
の
衰
う
る
こ
と
厲は
げ

し
き
を
哀
れ
ん
で
、
之
に
飲
ま
す
る
に
酒
を
以
て
す
。
樵
担
の
上
に

太
極

の
字
有
る
を
睹み

て
、
遂
に
之
に

礼
し
て
師
と
為
す
」
と
あ
る
。
13
〇
検
点　

注
意
し
て
調
べ
る
こ
と
。
韓
愈
「
劉
師
服
に
贈
る
」
詩
（『
韓
昌
黎
集
』
巻
五
）
に
、「
丈
夫　

命
存
せ
ば　

百
も
害
無
し
、
誰
か
能
く
形
骸
の
外
を
検
点
せ
ん
」
と
あ
る
。
〇
凡
心　

世
俗
ま
み
れ
の
心
。
〇
除
払　

俗
塵
を
は
ら
い
除

く
こ
と
。
14
〇
方
平
一
句　
『
太
平
広
記
』
巻
六
〇
に
引
く
葛
洪
『
神
仙
伝
』
麻
姑
に
、
仙
人
の
王
遠
（
字あ
ざ
なは
方
平
）
が
蔡
経
の
家
に
降

臨
し
た
話
が
み
え
る
。
そ
の
後
に
麻
姑
が
降
る
と
、
そ
の
手
の
爪
が
鳥
の
よ
う
に
長
い
の
を
見
た
蔡
経
は
、
背
中
の
か
ゆ
い
と
き
に
は
こ

の
爪
で
掻
い
た
ら
気
持
ち
が
い
い
こ
と
だ
ろ
う
と
心
に
思
っ
た
。「
方
平　

已
に
経
が
心
中
に
念
ず
る
所
を
知
る
。
即
ち
人
を
し
て
経
を

牽
き
て
之
を
鞭む
ち
うた
使し

む
。
但
だ
鞭
の
経
が
背
に
着
く
を
見
る
の
み
に
し
て
、
亦
た
人
の
鞭
を
持
つ
者
有
る
を
見
ず
。
方
平　

経
に
告
げ
て

曰
く
、
吾
が
鞭
は
妄
り
に
得
べ
か
ら
ざ
る
な
り

と
」
と
あ
る
。
〇
使
物　

鬼
神
な
ど
を
使
役
す
る
こ
と
。『
史
記
』
封
禅
書
に
、「（
李
）

少
君
な
る
者
は
…
…
其
の
年
及
び
其
の
生
長
を
匿
し
、
常
に
自
ら
七
十
と
謂
う
。
能
く
物
を
使
い
、
老
を
却し
り
ぞく
」
と
あ
る
。

　

春
風
が
吹
い
て
氷
が
融
け
る
よ
う
に
、（
道
心
が
あ
れ
ば
）
仙
女
が
く
れ
た
珠
玉
も
（
仙
女
自
身
も
）
消
え
て
し
ま
う
も
の
、

人
に
は
身
体
な
ど
も
と
も
と
無
い
の
だ
か
ら
、
も
の
に
触
れ
る
こ
と
も
無
い
の
で
す
。
羊
く
ん
は
美
女
を
得
て
も
ど
こ
吹
く
風
、

美
女
の
手
を
と
っ
て
に
っ
こ
り
笑
っ
た
と
し
て
も
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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九

　

先
生
（
清
汶
老
）
の
居
室
に
ゆ
っ
た
り
と
し
た
空
間
が
無
け
れ
ば
、
仙
女
が
身
に
つ
け
た
お
び
だ
ま
も
ど
う
し
て
風
甌
の
音
を

鳴
ら
せ
ま
し
ょ
う
。
魔
王
に
つ
き
従
っ
て
い
る
者
は
み
な
魔
女
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
維
摩
居
士
の
よ
う
に
無
尽
燈
を
分
け

与
え
て
帰
ら
せ
れ
ば
よ
い
の
で
す
。
去
る
に
任
せ
れ
ば
よ
い
仙
女
の
絵
姿
を
な
ぜ
と
ど
め
て
世
の
人
に
伝
え
る
の
か
、
維
摩
居
士

の
よ
う
に
わ
た
し
に
も
何
か
気
の
利
い
た
こ
と
を
言
え
と
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　
（
姚
）
丹
元
は
三
間
し
か
な
い
粗
末
な
茅
葺
の
家
に
住
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
の
家
に
は
太
極
老
人
が
出
入
り
し
て
い
ま
す
。
俗

念
が
な
い
か
ど
う
か
よ
く
気
を
つ
け
て
、
生
じ
れ
ば
す
ぐ
に
除
き
去
っ
て
し
ま
い
な
さ
い
、
美
女
に
心
を
奪
わ
れ
た
り
し
た
ら
、

（
王
）
方
平
の
配
下
に
神
鞭
を
見
舞
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
よ
。

 

（
担
当　

中　

裕
史
）

一
九
八
八
（
施
三
四
―
二
七
）

紫
團
參
寄
王
定
國

紫し

団だ
ん

参し
ん　

王お
う

定て
い

国こ
く

に
寄よ

す

1　

谺
土
門
口　
　
　

か
ん

谺か

た
り　

土ど

門も
ん

口こ
う

2　

突
兀
太
行
頂　
　
　

突と
つ

兀こ
つ

た
り　

太た
い

行こ
う

の
頂
い
た
だ
き

3　

豈
惟
團
紫
雲　
　
　

豈あ

に
惟た

だ
紫し

雲う
ん

を
団あ
つ

む
る
の
み
な
ら
ん
や

4　

實
自
俯
倒
景　
　

  

実ま
こ
と

に
自
お
の
ず
か

ら
倒と
う

景え
い

に
俯ふ

す

5　

剛
風
被
草
木　
　
　

剛ご
う

風ふ
う　

草そ
う

木も
く

に
被こ
う
む

ら
し
め

6　

眞
氣
入

穎　
　
　

真し
ん

気き　
ち
よ
う

穎え
い

に
入い

る
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一
〇

7　

舊
聞
人
銜
芝　
　
　

旧も

と
聞き

く　

人じ
ん

銜か
ん

芝し

8　

生
此
羊
腸
嶺　
　
　

此こ

の
羊よ
う

腸ち
よ
う

の
嶺み
ね

に
生し
よ
う

ず

9　

纖
攕
虎
豹
　
　
　

繊せ
ん

攕せ
ん

た
り　

虎こ

豹ひ
よ
う

の
た
て
が
み

10　

蹙
縮
龍
蛇
癭　
　

  

蹙し
ゆ
く

縮し
ゆ
く

た
り　

龍り
ゆ
う

蛇じ
ゃ

の
癭こ
ぶ

11　

蠶
頭
試
小
嚼　
　
　

蚕さ
ん

頭と
う　

試こ
こ
ろ

み
に
小し
よ
う

嚼し
や
く

せ
ば

12　

龜
息
變
方
騁　
　
　

亀き

息そ
く　

方ま
さ

に
騁は

す
る
を
変へ
ん

ず
、
と

13　

矧
予
明
眞
子　
　
　

矧い
わ

ん
や　

予よ

が
明め
い

真し
ん

子し

14　

已
造
浮
玉
　
　
　

已す
で

に
浮ふ

玉ぎ
よ
く

の
境さ
か
い

に
造い
た

る
を
や

15　

淸
宵
月
挂
戶　
　
　

清せ
い

宵し
よ
う　

月つ
き　

戸と

に
挂か
か

り

16　

半
夜
珠
落
井　
　
　

半は
ん

夜や　

珠た
ま　

井せ
い

に
落お

つ

17　

灰
心
寧
復
然　
　
　

灰か
い

心し
ん　

寜な
ん

ぞ
復ま

た
然も

え
ん
や

18　

汗
喘
久
已
靜　
　
　

汗か
ん

喘せ
ん　

久ひ
さ

し
く
已す
で

に
静し
ず

か
な
り

19　

東
坡
猶
故
目　
　
　

東と
う

坡ば

は　

猶な

お
故こ

目も
く

の
ご
と
く

20　

北
藥
致
遺
秉　
　
　

北ほ
く

薬や
く　

遺い

秉へ
い

を
致い
た

す

21　

欲
持
三
椏
根　
　
　

三さ
ん

椏あ

の
根ね

を
持じ

し
て

22　

往
侑
九
轉
鼎　
　
　

往ゆ

き
て
九き
ゆ
う

転て
ん

の
鼎か
な
え

を
侑た
す

け
ん
と
欲ほ
つ

す

23　

爲
予
置
齒
頰　
　
　

予よ

が
為た
め

に
歯し

頰き
よ
う

に
置お

け

24　

豈
不
賢
酒
茗　
　
　

豈あ

に
酒し
ゆ

・
茗め
い

に
賢ま
さ

ら
ざ
ら
ん
や
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一
一

元
祐
八
年
（
一
〇
九
三
）、
五
十
八
歳
の
作
。

○
紫
団
参　

太
行
山
脈
の
紫
団
山
（
山
西
省
）
で
採
取
さ
れ
る
喘
息
薬
の
人
参
。『
夢
渓
筆
談
』
巻
九
「
人
事
一
」
に
、「
王
荆
公
（
王
安

石
）
は
喘
（
ぜ
ん
そ
く
）
を
病
む
。
薬
に
紫
団
山
の
人
参
を
用
い
ん
と
す
る
も
、得う

可べ

か
ら
ず
」
と
あ
る
。『
太
平
寰
宇
記
』
巻
四
五
「
河

東
道
」潞
州
・
上
党
県
の
条
に「
紫
団
山
。地
理
志
に
云
う
、此
の
山　

人
参
・
紫
草
を
出
だ
す
、と
」と
あ
る
。○
王
定
国　

王お
う

鞏き
よ
う（
一
〇
四
八

〜
一
一
一
二
以
降
）、
定
国
は
そ
の
字あ
ざ
な。
蘇
軾
に
つ
い
て
学
問
を
学
び
、
ま
た
詩
文
を
よ
く
し
た
。『
宋
史
』
巻
三
二
〇
に
略
伝
が
あ
る
。

「
顔
復
を
送
り
、
兼
ね
て
王
鞏
に
寄
す
」
詩
の
注
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
四
冊
二
七
八
頁
）、
お
よ
び
「
王
鞏
に
答
う
。
鞏
将ま
さ

に
過よ
ぎ

ら
れ
ん

と
し
、
詩
有
り
…
…
」
詩
（『
蘇
東
坡
詩
集
補
〔
一
〕』）
の
注
を
参
照
。

1
○

谺　

山
谷
が
大
き
く
広
が
る
さ
ま
。
双
声
の
語
。
司
馬
相
如
「
上
林
の
賦
」（『
文
選
』
巻
八
）
に
、「
か
ん

呀か

豁か
つ

閕が

と
し
て
、
阜ふ

陵り
よ
う

別べ
つ

隝と
う

た
り
」
と
あ
り
、
司
馬
彪
の
注
に
、「

呀
は
大
い
な
る
貌さ
ま

、
豁
閕
は
空
虚
な
り
」
と
あ
る
。
○
土
門
口　

西
方
か
ら
太
行
山
脈
を

越
え
て
河
北
平
野
に
出
る
所
に
位
置
す
る
要
害
の
地
。
も
と
井せ
い

陘け
い

口こ
う

と
い
っ
た
。『
蘇
軾
詩
注
解
（
二
十
九
）』
に
引
く
作
品
番
号

一
九
七
六
の
詩
の
注
を
参
照
。
2
○
突
兀　

高
く
そ
び
え
る
さ
ま
。
畳
韻
の
語
。
木
華
「
海
の
賦
」（『
文
選
』
巻
一
二
）
に
「
魚
は
則
ち

横
海
の
鯨
、
突

と
し
て
孤ひ
と

り
遊
ぶ
」
と
あ
り
、
李
善
注
に
「
突

は
、
高
き
貌さ
ま

」
と
あ
る
。
○
太
行　

太
行
山
脈
の
こ
と
。
河
南
・
河

北
・
山
西
省
に
わ
た
る
。『
本
草
綱
目
』（
巻
一
二
）
の
人
参
の
条
の
「
集
解
」
に
、「
潞
州
の
太
行
紫
団
山
に
出
づ
る
所
は
、
之
を
紫
団

参
と
謂
う
」
と
あ
る
。
3
○
団
紫
雲　

紫
色
の
雲
が
あ
つ
ま
る
こ
と
。
査
慎
行
が
詩
題
の
注
に
引
く
「
瑞
応
録
」
に
「
唐
の
明
皇　

潞
邸

に
潜ひ
そ

み
、
重
九
に
壷
関
山
に
登
る
。
東
北
に
紫
雲
の
見あ
ら

わ
る
る
有
り
、
光
彩　

日
を
照
ら
す
。
因
り
て
紫
雲
山
と
名
づ
く
。
即
ち
紫
団
な

り
」
と
あ
る
。『
太
平
御
覧
』
巻
八
七
二
に
引
く
『
漢
武
故
事
』
に
「（
漢
）
宣
帝　

甘
泉
を
祀ま
つ

る
に
、
紫
雲
の
西
北
従よ

り
来
た
り
て
殿
前

に
散
る
有
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、紫
雲
は
瑞
祥
で
も
あ
る
。
4
○
倒
景　

日
月
の
光
が
下
か
ら
照
ら
す
天
空
の
高
所
。「
木ぼ
く

櫪れ
き

観か
ん

を
過す

ぐ
」

詩
の
注
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
一
冊
一
〇
四
頁
）
を
参
照
。
5
○
剛
風　

天
空
の
高
所
に
吹
く
風
。『
抱
朴
子
』
内
篇
巻
一
五
（
雑
応
）
に

「
上
昇
す
る
こ
と
四
十
里
な
れ
ば
、
名
づ
け
て
太
清
と
為
す
。
太
清
の
中
は
、
其
の
気
甚
だ
剛つ
よ

う
し
て
、
能
く
人
に
勝か
な

う
な
り
」
と
あ
る
。

6
○
真
気　

気
の
本
源
。
杜
甫
「
重
ち
よ
う

表ひ
よ
う

姪て
つ

王お
う
れ
い

評
事
が
南
海
に
使つ
か
い

す
る
を
送
る
」
詩
（『
杜
詩
詳
注
』
巻
二
三
）
に
「
秦
王　

時
に
坐

に
在
り
、
真
気　

戸こ

牖ゆ
う

を
驚
か
す
」
と
あ
る
。
○

穎　

草
木
の
穂
や
茎
を
い
う
。
劉
禹
錫
「
畬し
や

田で
ん

の
作
」（『
劉
禹
錫
集
箋
証
』
巻
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一
二

二
七
）
に
「
蒼
蒼
と
し
て
一
た
び
雨
ふ
り
し
後
、

穎
は
雲
の
如
く
発
す
」
と
あ
る
。
7
○
人
銜
芝　

紫
団
参
を
い
う
。
人
銜
は
、
人
参

の
別
名
。『
本
草
綱
目
』（
巻
一
二
）
の
人
参
の
「
釈
名
」
を
参
照
。
芝
は
、
め
で
た
い
し
る
し
の
神
草
の
こ
と
。
8
○
羊
腸　

太
行
山
の

曲
が
り
く
ね
っ
た
険
し
い
坂
。『
漢
書
』
地
理
志
上
に
「
上
党
郡
、
…
…
壺
関
、
羊
腸
版
有
り
」
と
あ
る
。
曹
操
「
苦く

寒か
ん

行こ
う

」（『
文
選
』

巻
二
七
）
に
「
北
の
か
た
太
行
山
を
上の
ぼ

れ
ば
、
艱か
ん

な
る
哉　

何
ぞ
巍ぎ

巍ぎ

た
る
、
羊
腸　

坂
は
詰
屈
し
、
車
輪　

之こ
れ

が
為た
め

に
摧く
だ

か
る
」
と
あ

る
。
9
○
繊
攕　

か
細
い
さ
ま
。
杜
甫
「
絶
句
漫
興　

九
首
」
そ
の
八
（『
杜
詩
詳
注
』
巻
九
）
に
「
舍し
や

西せ
い

の
柔
じ
ゆ
う

桑そ
う　

葉
拈つ

む
可べ

し
、
江

畔
の
細
麦　

復
た
繊
繊
た
り
」と
あ
る
。
攕
は
繊
と
同
じ
。
10
○
蹙
縮　

丸
く
か
が
ま
る
さ
ま
。
蘇
軾「
子
由
の
園
中
の
草
木
を
記
す

に
和
す　

十
首
」
そ
の
九
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
一
冊
五
〇
四
頁
）
に
、「
下
に
千
歲
の
根
有
り
、
蹙
縮
し
て
蟠ば
ん

虬き
ゆ
うの
如
し
」
と
あ
る
。
11

○
蚕
頭　

蚕
の
頭
の
よ
う
な
人
参
の
形
状
。
王
注
（
李
厚
）
に
「
俗
に
称
す
ら
く
、
人
参
は
蚕
頭
の
如
き
者も
の

最
も
良
し
、
と
」
と
あ
る
。

12
○
亀
息　

飲
食
を
控
え
て
呼
吸
を
調
え
る
道
教
の
長
生
術
。『
抱
朴
子
』
内
篇
巻
三
（
対
俗
）
に
「
飲
ま
ず
食
わ
ざ
る
こ
と
此か

く
の
如

く
久
し
う
し
て
死
せ
ず
。
其
の
凡
物
と
同
じ
か
ら
ざ
る
こ
と
亦
た
遠
し
。
亦
た
復
た
何
ぞ
千
歳
を
疑
わ
ん
や
。
仙
経
に
亀
の
息
を
象か
た
どる
も
、

豈
に
以ゆ
え

有
ら
ず
や
」
と
あ
る
。
13
○
明
真
子　

王
鞏
を
さ
す
。
明
真
は
、
世
俗
的
な
価
値
に
煩
わ
さ
れ
な
い
こ
と
、
魏
・
阮

「
隠
士
」

詩
（『
藝
文
類
聚
』
巻
三
六
）
に
「
何
ぞ
患
わ
ん　

貧
苦
に
処お

る
を
、
但
だ
当ま
さ

に
明
真
を
守
る
べ
し
」
と
あ
る
。
14
○
浮
玉
境　

仙
界
を

い
う
。
陸
亀
蒙
「
襲
美
（
皮
日
休
）
が
太
湖
の
詩
に
和
し
奉
る　

二
十
首
」
そ
の
一
「
初
め
て
太
湖
に
入
る
」（『
全
唐
詩
』
巻
六
一
八
）

に
「
又
た
云
う　

浮
玉
を
構
え
、
宛あ
た
かも
崑こ
ん
ろ
う

に
匹た
ぐ

う
」（
崑

は
、
神
仙
が
住
ま
う
と
さ
れ
る
崑
崙
山
の

苑
）
と
あ
る
。
16
○
珠
落
井　

月
の
姿
が
井
戸
に
映
る
こ
と
。
道
教
で
は
、
珠
の
よ
う
な
津
液
を
腹
中
に
入
れ
る
と
い
う
解
釈
も
あ
る
。
一
韓
智

の
聞
書
に
、「
珠
ハ

唾
ゾ
。
井
ハ
腹
ゾ
。
言
（
フ
コ
コ
ロ
）
ハ
、
定
国
ヨ
ク
道
士
ノ
観
法
ヲ
シ
テ
、
朝
ニ
ハ
日
気
ヲ
飲の
み

、
夜
ハ
月
液
ヲ
飲の
み

、
珠
ノ
如
（
キ
）
ナ

ル
津
ヲ
飲の
み

テ
、
是こ
れ

ヲ
腹
中
納お
さ
め

テ
、
養
生
ス
ル
ゾ
」（『
四
河
入
海
』
巻
二
四
の
一
）
と
あ
る
。
17
○
灰
心
一
句　

灰
心
は
、
何
に
も
左
右

さ
れ
な
い
悟
り
き
っ
た
境
地
。『
荘
子
』
斉
物
論
篇
に
「
形
は
固も
と

よ
り
槁
木
の
如
く
な
ら
し
む
可べ

く
、
心
は
固
よ
り
死
灰
の
如
く
な
ら
し

む
可
き
か
」
と
あ
る
。
然
は
、
燃
と
同
義
。
19
○
故
目　

以
前
と
同
じ
目
で
み
る
こ
と
。
20
○
遺
秉　

刈
り
遺の
こ

さ
れ
た
稲
穂
。『
詩
経
』

小
雅
（
甫
田
之
什
）「
大
田
」
に
、「
彼か
し
こに
遺
秉
有
り
、
此こ
こ

に
滞た
い

穂す
い

有
り
」
と
あ
り
、
孔く

穎よ
う

達だ
つ

の
疏
に
、「
彼か

の
処と
こ
ろに
遺
余
の
秉
把
有
り
」

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
蘇
軾
が
贈
る
紫
団
参
ゆ
え
こ
の
よ
う
に
表
現
し
た
。
21
○
三
椏
根　

人
参
の
こ
と
。
根
が
三
ツ
又
で
あ
る
形
状
か
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一
三

ら
の
呼
び
名
。
22
○
九
転
鼎　

道
教
で
は
薬
を
つ
く
る
煉
丹
に
は
一
転
か
ら
九
転
ま
で
あ
り
、
九
転
が
最
良
で
あ
る
。『
抱
朴
子
』
内
篇

巻
四
（
金
丹
）
に
「
九
転
の
丹
は
、
之
を
服
す
る
こ
と
三
日
に
し
て
仙
を
得
ん
」
と
あ
る
。
23 

24
○
為
予
・
豈
不
二
句　

酒
茗
は
、
酒
と

茶
。
一
韓
智

の
聞
書
に
、「
予
ハ
、
坡
自
（
ラ
）
云
（
フ
）
ゾ
。
坡
言
（
フ
コ
コ
ロ
）
ハ
、
我
ガ
今
此
（
ノ
）
人
参
ヲ
贈
（
ル
）
ニ
ツ

イ
テ
、予
ガ
為た
め

（
ニ
）
此
ノ
人
参
ヲ
定
国
ド
ノ
歯
頰
ノ
間
ニ
置
（
キ
）
テ
味
（
ワ
ヒ
）
テ
看
ヨ
。
此
ノ
味
ハ
、酒
茗
ニ
ハ
マ
サ
ル
ベ
キ
ゾ
」

と
あ
る
。

　

土
門
口
は
大
き
く
開
か
れ
、
太
行
山
の
頂
い
た
だ
き

は
高
々
と
聳
え
て
い
る
。
そ
こ
は
め
で
た
い
紫
雲
が
あ
つ
ま
る
の
み
な
ら
ず
、
ま

さ
に
日
月
を
見
下
ろ
す
と
こ
ろ
。
草
木
は
剛
風
に
ふ
き
な
び
か
さ
れ
て
、
枝
葉
か
ら
そ
の
風
の
気
が
入
り
込
ん
で
い
く
。

　

伝
え
聞
く
と
こ
ろ
紫
団
参
は
、
九つ

十づ

九ら

折お

り
の
坂
を
登
っ
た
山
の
頂
い
た
だ
き

に
生
え
、
ご
く
細
い
さ
ま
は
虎
豹
の
た
て
が
み
の
よ
う

で
、
か
が
ま
る
さ
ま
は
龍
蛇
の
こ
ぶ
の
よ
う
。
そ
の
蚕
の
頭
の
形
を
し
た
と
こ
ろ
を
ち
ょ
っ
と
か
じ
れ
ば
、
走
っ
た
ば
か
り
の
荒

い
息
づ
か
い
も
た
ち
ま
ち
亀
の
息
と
変
わ
る
、
と
。

　

ま
し
て
や
我
が
「
明め
い

真し
ん

子し

」
王
鞏
ど
の
は
、
す
で
に
仙
人
の
境
地
に
お
ら
れ
て
、（
そ
の
心
の
あ
り
よ
う
は
）
清
ら
か
な
宵
に

戸
に
さ
し
か
か
る
月
光
か
、真
夜
中
に
井
戸
に
映
る
月
の
よ
う
。
透
徹
し
た
悟
り
の
心
は
も
は
や
何
に
も
邪
魔
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

何
か
を
求
め
て
汗
し
て
あ
え
ぐ
こ
と
も
久
し
く
無
い
。

　
（
こ
の
よ
う
な
王
鞏
ど
の
に
）
東
坡
は
な
お
昔
通
り
に
、
こ
の
余
り
も
の
の
北
方
の
薬
（
紫
団
参
）
を
さ
し
あ
げ
ま
す
。
三
ツ

又
の
根
を
持
っ
て
、（
仙
人
に
な
る
た
め
の
）
九
転
の
丹
薬
作
り
を
お
助
け
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
こ
の
わ
た
し
の
た
め
に
ど
う
か

口
に
ふ
く
ん
で
み
て
は
く
だ
さ
ら
ぬ
か
。
酒
や
茶
よ
り
は
ま
し
で
あ
ろ
う
か
ら
。

 

（
担
当　

中　

純
子
）
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一
四

一
九
八
九
（
施
三
四
―
二
八
）

次
韻
劉
燾
撫
勾
蜜
漬

支

劉り
ゆ
う

燾と
う

撫ぶ

勾こ
う

が
「
蜜み
つ

漬し

の
茘れ
い

支し

」
に
次じ

韻い
ん

す

1　

時
新
滿
座
聞
名
字　
　
　

時じ

新し
ん　

満ま
ん

座ざ　

名め
い

字じ

を
聞き

く

2　

久
何
人
記
色
香　
　
　

別わ
か

る
る
こ
と
久ひ
さ

し
く
し
て
何な
ん

人び
と

か
色し
よ
く

香こ
う

を
記き

せ
ん

3　

葉
似
楊
梅
蒸
霧
雨　
　
　

葉は

は
楊よ
う

梅ば
い

の
霧む

雨う

に
蒸む

す
に
似に

て

4　

花
如
盧
橘
傲
風
霜　
　
　

花は
な

は
盧ろ

橘き
つ

の
風ふ
う

霜そ
う

に
傲お
ご

る
が
如ご
と

し

5　

每
憐
蓴
菜
下
鹽
　
　
　

毎つ
ね

に
憐あ
わ
れ

む　

蓴じ
ゆ
ん

菜さ
い

に
塩え
ん
し

を
下く
だ

す
を

6　

肯
與
葡
萄
壓
酒
漿　
　
　

肯あ
え

て
葡ぶ

萄ど
う

の
酒し
ゆ

漿し
よ
う

を
圧あ
つ

す
る
に
与く
み

せ
ん
や

7　

回
首
驚
塵
卷
飛
雪　
　
　

首こ
う
べ

を
回め
ぐ

ら
せ
ば　

驚き
よ
う

塵じ
ん　

飛ひ

雪せ
つ

を
巻ま

く

8　

詩
情
眞
合
與
君
嘗　
　
　

詩し

情じ
よ
う　

真ま
こ
と

に
合ま
さ

に
君き
み

と
嘗な

む
べ
し

元
祐
八
年
（
一
〇
九
三
）、
五
十
八
歳
の
作
。

○
劉
燾　

字
は
無
言
、
長
興
（
浙
江
省
）
の
人
。
元
祐
三
年
の
進
士
で
、
官
位
は
秘
閣
修
纂
に
至
っ
た
。
こ
の
と
き
撫
勾
と
し
て
定
州
に

在
っ
た
。『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
元
祐
元
年
二
月
戊
子
の
条
に
よ
れ
ば
、
撫
勾
は
安
撫
司
に
属
す
る
事
務
職
（
勾
当
官
）。
蜜
漬

支
は
、

作
品
番
号
一
九
七
二
「
曽
仲
錫
承
議
が
蜜
漬
の
生
茘
支
を
食
ら
う
に
次
韻
す
」
詩
の
注
（『
蘇
軾
詩
注
解
（
二
十
九
）』）
を
参
照
。

1 

2
○
時
新
・
別
久
二
句　

時
新
は
、
そ
の
季
節
の
新
鮮
な
食
物
。
鮑
照
「
少

し
よ
う

年ね
ん

時じ

至し

衰す
い

老ろ
う

行こ
う

に
代
う
」（『
鮑
氏
集
』
巻
三
）
に
、「
好

酒　

芳
気
多
く
、肴
味　

時
新
に
厭あ

く
」
と
あ
る
。
〇
色
香　

茘
支
の
色
と
香
り
の
こ
と
。
白
居
易
「
茘
枝
図
の
序
」（『
白
居
易
集
箋
校
』

巻
四
五
）
に
、「（
茘
枝
）
若も

し
本
枝
を
離
れ
な
ば
、
一
日
に
し
て
色
変
じ
、
二
日
に
し
て
香
り
変
じ
、
三
日
に
し
て
味
変
じ
、
四
五
日
よ
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一
五

り
外
は
、
色
・
香
り
・
味
尽こ
と
ご
とく
去
る
」
と
あ
る
。
こ
の
二
句
は
唐
・
薛
能
の
「
茘
枝
詩
」（『
全
唐
詩
』
巻
五
六
一
）
に
、「
歳
杪　

監
州

に
て
曽
て
樹
を
見
る
、
時
新　

座
に
入
り
て
久
し
く
名
を
聞
く
」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
。
3 

4
○
葉
似
・
花
如
二
句　

楊
梅
は
、
ヤ
マ

モ
モ
。
盧
橘
は
、
ビ
ワ
の
こ
と
。『
蘇
軾
詩
注
解
』（
四
）
に
収
め
る
作
品
番
号
一
六
二
八
の
詩
の
注
を
参
照
。
白
居
易
「
茘
枝
図
の
序
」

（『
白
居
易
集
箋
校
』
巻
四
五
）
に
「
華は
な

は
橘
の
如
く
、
春
栄さ
か

ゆ
」
と
あ
る
。
5
○
蓴
菜　

ぬ
な
わ
。
ジ
ュ
ン
サ
イ
。
〇
塩
　

大
豆
を
原

料
と
す
る
調
味
料
で
、も
ろ
み

0

0

0

や
み
そ
0

0

の
類
。『
史
記
』
貨
殖
伝
に
、「
糱げ
つ

麹き
く

・
塩え
ん
し

千せ
ん

荅こ
う

」（
荅
は
容
量
の
単
位
）
と
あ
る
。『
世
説
新
語
』

言
語
篇
に
、「
陸
機　

王
武
子
に
詣い
た

る
。
武
子　

前
に
数
斛こ
く

の
羊
酪
を
置
き
、
指さ

し
て
以
て
陸
に
示
し
て
曰
く
、
卿
の
江
東　

何
を
以
て

か
此
れ
に
敵
す
る

と
。
陸
云
う
、
千
里
の
蓴
じ
ゆ
ん

羮こ
う

有
り
、
但
だ
未
だ
塩

を
下
さ
ざ
る
の
み

と
」
と
あ
る
。
6
〇
肯
与
一
句　

圧
は
、

酒
を
し
ぼ
る
こ
と
。
李
白
「
金
陵
の
酒
肆
に
て
留
別
す
」
詩
（『
李
太
白
全
集
』
巻
一
四
）
に
、「
風　

柳
花
を
吹
き
て
満
店
香か
ん
ば

し
、
呉

姫　

酒
を
圧し
ぼ

り　

客
を
喚
び
て
嘗
め
し
む
」
と
あ
る
。
酒
漿
は
、
酒
の
こ
と
。『
詩
経
』
小
雅
「
大
東
」
に
、「
維こ

れ
北
に
斗
有
る
も
、
以

て
酒
漿
を
挹く

む
可べ

か
ら
ず
」
と
あ
る
。
8
○
詩
情
一
句　

薛
能
「
劉
相
が
天
柱
の
茶
を
寄
せ
ら
る
る
に
謝
す
」
詩
（『
全
唐
詩
』
巻

五
六
〇
）
の
「
粗
官　

寄
与
せ
ら
る
る
も
真
に
抛ほ
う

却き
や
くし
、
頼さ
い
わい
に
詩
情
有
り　

合ま
さ

に
嘗
む
る
を
得
べ
し
」
を
踏
ま
え
る
。

　

取
れ
た
て
の
果
物
と
し
て
、
そ
の
名
前
は
皆
さ
ん
お
聞
き
及
び
で
し
ょ
う
が
、
長
い
間
お
目
に
か
か
ら
ず
に
い
れ
ば
そ
の
色
と

香
り
を
誰
が
覚
え
て
い
ま
し
ょ
う
。
葉
は
霧
雨
に
潤
う
み
ず
み
ず
し
い
山
桃
の
よ
う
で
、
花
は
風
霜
に
負
け
ず
に
凛
々
し
く
咲
い

て
い
る
枇
杷
の
よ
う
で
す
。
ジ
ュ
ン
サ
イ
を
も
ろ
み

0

0

0

和あ

え
に
す
る
な
ん
て
、
い
つ
も
ど
う
か
と
思
っ
て
い
た
し
、
ぶ
ど
う
を
酒
の

材
料
に
す
る
な
ん
て
以
て
の
ほ
か
で
す
。
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
外
で
は
風
に
吹
か
れ
る
土
埃
が
飛
ぶ
雪
に
ま
じ
っ
て
い
ま
す
。

（
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
は
、
た
と
え
蜜
に
漬
け
た
も
の
で
も
）
茘
支
に
込
め
ら
れ
た
詩
情
を
あ
な
た
と
分
か
ち
合
う
こ
と
に
異
論
は

あ
り
ま
せ
ん
。

 

（
担
当　

蔡　

毅
）
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一
六

一
九
九
〇
（
施
三
四
―
二
九
）

立
春
日
小
集
戲
李
端
叔

立り
つ

春し
ゆ
ん

の
日ひ　

小し
よ
う

集し
ゆ
う

し
て
李り

端た
ん

叔し
ゆ
く

に
戯た
わ
む

る

1　

白
髮
已
十
載　
　
　

白は
く

髪は
つ　

已す
で

に
十じ
つ

載さ
い

2　

靑
春
無
一
堪　
　
　

青せ
い

春し
ゆ
ん　

一い
つ

も
堪た

う
る
こ
と
無な

し

3　

不
驚
新
歲
換　
　
　

新し
ん

歳さ
い

の
換か

わ
る
に
驚お
ど
ろ

か
ず

4　

聊
與
故
人
談　
　

  
聊い
さ
さ

か
故こ

人じ
ん

と
談だ
ん

ず

5　

牛
健
民
聲
喜　
　
　

牛う
し

健す
こ

や
か
に
し
て
民み
ん

声せ
い

喜よ
ろ
こ

び

6　

鴉
嬌
雪
意
酣　
　

  

鴉か
ら
す

嬌き
よ
う

に
し
て
雪せ
つ

意い

酣
た
け
な
わ

な
り

7　

霏
微
不
到
地　
　
　

霏ひ

微び

と
し
て
地ち

に
到い
た

ら
ず

8　

和
暖
要
宜
蠶　
　
　

和わ

暖だ
ん

に
し
て
要か
な
ら

ず
蚕さ
ん

に
宜よ
ろ

し
か
ら
ん

9　

歲
月
斜
川
似　
　
　

歳さ
い

月げ
つ　

斜し
や

川せ
ん

に
似に

る
も

10　

風
流
曲
水
慚　
　
　

風ふ
う

流り
ゆ
う　

曲き
よ
く

水す
い

に
慚は

ず

11　

行
吟
老
燕
代　
　
　

行こ
う

吟ぎ
ん　

燕え
ん

代だ
い

に
老お

い

12　

坐
睡

江
潭　
　
　

坐ざ

睡す
い　

江こ
う

潭た
ん

を
夢ゆ
め

む

13　

丞
掾
頗
哀
援　
　

  

丞じ
よ
う

掾え
ん　

頗す
こ
ぶ

る
援え
ん

を
哀あ
わ

れ
み

14　

歌
呼
誰
怕
參　
　
　

歌か

呼こ　

誰た
れ

か
参さ
ん

を
怕お
そ

れ
ん

15　

衰
懷
久
灰
槁　
　
　

衰す
い

懐か
い　

久ひ
さ

し
く
灰か
い

槁こ
う

た
る
も
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一
七

16　

習
氣
尙

貪　
　
　

習じ
つ

気け　

尚な

お
さ
ん

貪た
ん

17　

白
啖
本
河
朔　
　
　

白は
く

啖た
ん　

本も

と
河か

朔さ
く

18　

紅
消
眞
劍
南　
　
　

紅こ
う

消し
よ
う　

真ま
こ
と

に
剣け
ん

南な
ん

19　

盤
得
青
韮　
　
　

辛し
ん

盤ば
ん

は
青せ
い

韮き
ゆ
う

を
得え

て

20　

臘
酒
是
黃
柑　
　
　

臘ろ
う

酒し
ゆ

は
是こ

れ
黄こ
う

柑か
ん

21　

歸
臥
燈
殘
帳　
　
　

帰か
え

っ
て
燈と
う

残ざ
ん

の
帳ち
よ
う

に
臥ふ

し

22　

醒
聞

打
庵　
　
　

醒さ

め
て
葉は

の
庵い
お
り

を
打う

つ
を
聞き

か
ん

23　

須
煩
李
居
士　
　

  
須す
べ
か

ら
く
李り

居こ

士じ

を
煩わ
ず
ら

わ
し
て

24　

重
說
後
三
三　
　
　

重か
さ

ね
て
後ご

三さ
ん

三さ
ん

を
説と

か
し
む
べ
し

元
祐
九
年
（
一
〇
九
四
）、
五
十
九
歳
の
作
。

○
李
端
叔　

李
端
叔
は
、
李り

之し

儀ぎ

。
端
叔
は
そ
の
字あ
ざ
な。
滄
州
無む

棣て
い

（
山
東
省
）
の
人
。
姑
渓
居
士
と
号
し
た
。『
宋
史
』
巻
三
四
四
に
伝

が
あ
る
。
蘇
軾
が
定
州
に
赴
任
す
る
と
、
そ
の
幕
府
に
従
事
し
た
。
蘇
軾
、
孫
子
発
、
滕
興
公
、
曽
仲
錫
と
五
人
で
仕
事
が
終
わ
る
と
場

所
を
決
め
て
集
ま
り
、「
窮
日　

力つ
と

め
て
歓
を
尽
く
し
て
罷や

」
み
、
夜
に
は
「
暁
角
の
動
く
を
以
て
期
と
為
」
し
た
と
い
う
（
李
之
儀
『
姑

渓
居
士
文
集
』
巻
三
八
に
収
め
る
「
跋
戚
氏
」）。

4
○
故
人　

友
人
。
こ
こ
で
は
李
端
叔
の
こ
と
。
5
○
牛
健
一
句　

牛
は
、
土
牛
の
こ
と
。
立
春
の
日
の
習
俗
で
、
農
耕
の
は
じ
ま
り
を

告
げ
る
行
事
。
土
で
作
っ
た
牛
を
府
県
の
庁
署
の
門
や
城
門
に
設
け
て
民
び
と
に
示
し
た
。
宋
の
頃
に
は
、
土
牛
を
鞭
で
打
つ
行
為
が
加

わ
っ
て
打
春
と
い
う
行
事
に
な
っ
た
。
中
村
喬
『
続 

中
国
の
年
中
行
事
』（
一
九
九
〇
年
、
平
凡
社
）「
正
月
」
立
春
・
二
「
土
牛
」
を

参
照
。
6
○
鴉
嬌
一
句　

鴉
嬌
は
、鴉
が
騒
い
で
人
目
を
ひ
く
さ
ま
を
い
う
か
。
杜
牧
「
街
西
長
句
」
詩
（『
樊
川
文
集
』
巻
二
）
に
「
碧

池　

新
た
に
漲
り
て
嬌
鴉
浴
し
、
分わ

か
ち
鎖と
ざ

す 

長
安
富
貴
の
家
」
と
あ
る
。
雪
意
は
、
雪
も
よ
い
。
酣
は
、
酔
い
が
ま
わ
る
こ
と
。
こ
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一
八

こ
で
は
、
雪
も
よ
い
が
充
ち
て
ま
さ
に
降
り
出
し
そ
う
な
状
態
を
い
う
。
鴉
と
雪
を
関
連
づ
け
る
用
例
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
一
韓
智

の
聞
書
に
は
、「
言
（
フ
コ
コ
ロ
）
ハ
、
立
春
ノ
日
、
ヲ
リ
フ
シ
雪
ガ
フ
ル
程
ニ
、
雪
裏
ニ
ハ
、
必
ズ
鴉
ガ
食
ガ
ナ
イ
程
ニ
、
人
ニ
嬌こ
び
て

食

ヲ
求
（
ム
ル
）
ゾ
」（『
四
河
入
海
』
巻
十
一
の
一
）
と
あ
る
。
7
○
霏
微　

ち
ら
つ
く
さ
ま
。
梁
の
沈
約
「
庭
雨　

詔
に
応
ず
」
詩
（『
初

学
記
』
巻
二
）
に
「
ば
く

霂ぼ
く

と
し
て
裁わ
ず

か
に
垂
れ
ん
と
欲
し
、霏
微
と
し
て
注
ぐ
能
わ
ず
」
と
あ
る
。
ま
た
、杜
甫
「
曲
江
に
て
酒
に
対
す
」

詩
（『
杜
詩
詳
注
』
巻
六
）
に
「
苑
外
の
江
頭　

坐
し
て
帰
ら
ず
、
水
精
の
宮
殿　

転う
た

た
霏
微
」
と
あ
る
。
〇
不
到
地　

雪
が
溶
け
や
す

く
て
、
地
面
ま
で
届
か
な
い
こ
と
を
い
う
。
杜
甫
「
又
た
雪
ふ
る
」
詩
（『
杜
詩
詳
注
』
巻
一
四
）
に
「
南
雪　

地
に
到
ら
ず
、
青
崖　

霑う
る
おい
て
未
だ
消
え
ず
」
と
あ
る
。
8
○
和
暖　

あ
た
た
か
な
さ
ま
。
曹
丕
「
朝ち
ょ
う

歌か

の
令
呉ご

質し
つ

に
与
う
る
書
」（『
文
選
』
巻
四
二
）
に
「
天

気　

和
暖
に
し
て
、
衆
果　

具と
も

に
繁
る
」
と
あ
り
、
ま
た
、
杜
甫
「
賛さ
ん

上
人
に
寄
す
」
詩
（『
杜
詩
詳
注
』
巻
七
）
に
「
亭
午　

頗
る
和

暖
に
し
て
、
石せ
き

田で
ん

も
又
た
収
む
る
に
足
る
」
と
あ
る
。
○
宜
蚕　

蚕
に
効
く
こ
と
。『
詩
経
』

風
「
定
之
方
中
」
に
「
景
山
と
京
と
、

降
り
て
桑
を
観
る
」
と
あ
り
、
そ
の
毛
伝
に
「
地
勢　

蚕
に
宜
し
く
し
て
、
以
て
民
を
居
ら
し
む
べ
し
」
と
あ
る
。
蘇
軾
「
子
由
の

踏

青

に
和
す
」
詩
（『
蘇
東
坡
詩
選
』
六
一
頁
）
に
「
蚕
に
宜
し
き
は　

汝
の
繭
を
し
て
甕か
め

の
如
く
な
ら
し
め
、
畜き
ゆ
うに
宜
し
き
は　

汝
の

羊
を
し
て
麕き
ん

の
如
く
な
ら
し
め
ん
」
と
あ
る
。
9 

10
○
歳
月
・
風
流
二
句　

斜
川
は
川
の
名
。
晉
の
陶
淵
明
は
、
正
月
五
日
、
故
郷
栗り

つ

里り

（
江
西
省
）
の
南
に
あ
る
小
渓
斜
川
に
隣
人
た
ち
と
遊
び
、
春
景
色
を
愛
で
て
詠
じ
た
。「
斜
川
に
遊
ぶ　

び
に
序
」（『
陶
淵
明
集
』
巻

二
）
が
知
ら
れ
る
。
作
品
番
号
九
二
七
（『
蘇
軾
詩
注
解
補
（
四
）』
所
収
）
の
詩
の
注
を
参
照
。
曲
水
は
、
三
月
の
上
巳
の
日
に
行
わ
れ

る
宴
の
こ
と
。
特
に
、
晉
の
王
羲
之
が
蘭
亭
で
催
し
た
曲
水
の
宴
が
有
名
。
蘇
軾
「
文
与
可
の

洋
川
の
園
池　

三
十
首

に
和
す　

禊け
い

亭て
い

」
詩
の
注
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
四
册
五
一
頁
）
を
参
照
。
9 

10
句
は
、
立
春
の
宴
を
主
催
す
る
立
場
と
し
て
陶
淵
明
、
王
羲
之
の
故

事
を
引
き
合
い
に
、
集
い
の
時
期
と
し
て
は
斜
川
の
遊
び
に
並
ぶ
と
胸
を
張
り
つ
つ
も
、
風
流
で
は
曲
水
の
宴
に
ひ
け
を
と
る
と
述
べ
て

い
る
。
11
○
行
吟
一
句　

行
吟
は
、
歩
き
な
が
ら
詩
を
歌
う
こ
と
。『
楚
辞
』
屈
原
「
漁
父
」
に
「
屈
原　

既
に
放
た
れ
、
江
潭
に
遊
び
、

沢
畔
に
行
吟
す
」
と
あ
る
。
燕
代
は
、
燕
国
と
代
郡
。
北
方
の
地
。
一
句
は
、
蘇
軾
が
今
、
任
地
の
定
州
で
老
い
の
日
々
を
過
ご
し
て
い

る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
12
○
坐
睡　

ま
ど
ろ
む
。
蘇
軾
「
臘
日　

孤
山
に
遊
び
、恵え

勤ご
ん

・
恵え

思し

の
二
僧
を
訪
う
」
詩
（『
蘇
東
坡
詩
集
』

第
二
冊
二
〇
〇
頁
）
に
「
紙
窗　

竹
屋　

深
う
し
て
自
お
の
ず
か

ら
暖
か
な
り
、
褐
を
擁
し
坐
睡
し
て
円
蒲
に
依
る
」
と
あ
る
。
○
江
潭　

江
の
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一
九

ほ
と
り
。
ひ
い
て
長
江
以
南
の
地
を
い
う
。
11
句
の
注
を
参
照
。
13
○
丞
掾
一
句　

丞
は
、
地
方
官
の
副
官
。
掾
は
、
地
方
官
の
属
官
。

合
わ
せ
て
地
方
の
下
僚
を
い
う
。
援
は
、
後
漢
の
馬
援
の
こ
と
。
蘇
軾
「
趙ち
よ
う

郎ろ
う

中ち
ゆ
う

和
せ
ら
る
。
戯
れ
に
復
た
之
に
答
う
」
詩
（『
蘇
東

坡
詩
集
』
第
四
冊
一
一
七
頁
）
の
注
を
参
照
。
蘇
軾
は
、
自
ら
を
馬
援
に
擬
え
て
、
属
僚
た
ち
が
知
事
の
自
分
の
ぶ
ん
ま
で
官
務
を
や
っ

て
く
れ
る
お
か
げ
で
、
自
分
は
気
楽
に
遊
ん
で
過
ご
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
14
○
歌
呼
一
句　

歌
呼
は
、
酒
宴
を
開
き
歌
を
う
た
っ

て
大
騒
ぎ
す
る
こ
と
。
参
は
、
漢
の
曹
参
の
こ
と
。
蘇
軾
「
再
び
和
す
」
詩
の
注
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
二
册
二
〇
九
頁
）
を
参
照
。
蘇

軾
は
、
自
ら
を
曹
参
に
擬
え
て
、
酒
宴
で
大
騒
ぎ
す
る
属
僚
た
ち
に
交
じ
っ
て
知
事
で
あ
る
自
分
も
興
じ
て
い
る
の
で
、
自
分
を
憚
っ
て

窮
屈
に
思
う
者
な
ど
い
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
15 

16
○
衰
懐
・
習
気
二
句　

衰
懐
は
、
心
の
衰
え
。
白
居
易
「
皇こ

う

甫ほ

郎
中
が

新
菊
花
に

対
し
て
憶お
も

わ
る

に
酬こ
た

う
」
詩
（『
白
居
易
集
箋
校
』
巻
三
二
）
に
「
菊
を
愛
す
る
高
人
は
逸
韻
を
吟
じ
、
秋
を
悲
し
む
病
客
は
衰
懐
に

感
ず
」
と
あ
る
。
灰
槁
は
、
冷
え
た
灰
と
槁
木
。
無
為
自
然
の
境
地
に
達
し
た
人
を
喩
え
る
。
蘇
軾
「
王
鞏
が

独
眠

に
次
韻
す
」
詩

（『
蘇
東
坡
詩
集
補
〔
二
〕』）
の
注
を
参
照
。
習
気
は
、
仏
教
で
、
消
え
ず
に
残
る
煩
悩
の
こ
と
。『
蘇
軾
詩
注
解
（
三
）』
に
収
め
る
作
品

番
号
一
六
一
六
の
詩
の
注
を
参
照
。

貪
は
、む
さ
ぼ
る
さ
ま
。
韓
愈「
司し

門も
ん

廬ろ

四
兄
雲う
ん

夫ぷ

院
長
の
望
秋
の
作
に
酬
ゆ
」詩（『
韓
昌
黎
集
』

巻
五
）
に
「
坑
を
馳
せ　

谷
に
跨
っ
て　

終つ
い

に
未
だ
悔
い
ず
、
利
の
為た
め

に
し
て
止
ま
ら
ば
真
に
貪

」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
続
く
17
句

か
ら
20
句
に
飲
食
物
の
話
題
を
歌
う
と
お
り
、
食
い
意
地
が
は
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
二
句
は
、
老
い
衰
え
て
心
が
冷
え
枯
れ

た
今
と
な
っ
て
も
、
な
お

貪
の
習
性
が
抜
け
な
い
、
と
詠
じ
て
い
る
。
17
○
白
啖
一
句　

白
啖
は
、
詳
ら
か
に
し
な
い
。
王
十
朋
注
に

引
く
趙
次
公
注
に
「
或
る
ひ
と
、
茘
支
の
名
と
云
う
。
未
だ
詳
ら
か
に
せ
ず
」
と
言
う
。
一
句
を
、「
熊
白
来
山
北
」
に
作
る
テ
キ
ス
ト

も
あ
る
。
熊
白
は
、
熊
の
脂
。『
国
訳
本
草
綱
目
』
巻
五
一
二
「
獣
部
」
獣
類
に
「
羆
、
脂
、
熊
白
、
肉
、
掌
」
と
あ
る
。
17
句
か
ら
20

句
が
15 

16
句
を
う
け
て
、

貪
の
例
を
披
露
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
、
珍
味
と
さ
れ
る
熊
白
が
挙
げ
ら
れ
る
の
は
首
肯
で
き
る
。

河
朔
は
、
黄
河
以
北
の
地
方
。
18
○
紅
消　

干
し
た
茘
支
の
名
と
思
わ
れ
る
。
蘇
轍
「
乾
茘
支
」
詩
（『
欒
城
集
』
巻
一
二
）
に
「
紅
消

　

白
瘦　

香
猶な

お
在
り
、想
見
す　

当
年
の
十
八
娘
」
と
あ
る
。
○
剣
南　

剣
閣
の
南
の
地
方
。
19
○
辛
盤　

盤
は
、料
理
を
盛
る
大
皿
。

辛
盤
を
、
春
盤
に
作
る
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
。
辛
盤
は
、
五
辛
盤
の
こ
と
で
、
元
日
に
五
種
の
辛
も
の
を
用
い
た
料
理
を
盛
る
。
春
盤
は
、

立
春
の
日
に
韮
な
ど
の
生
菜
を
盛
る
。
元
日
の
皿
盛
り
を
春
盤
と
言
う
例
は
見
ら
れ
る
が
、
立
春
の
皿
盛
り
を
辛
盤
と
言
う
例
は
見
当
た
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二
〇

ら
な
い
。
蘇
軾「
元
日　

丹
陽
に
過よ
ぎ

る
。
明
日
は
立
春
な
り
。
魯
元
翰
に
寄
す
」詩
の
注（『
蘇
東
坡
詩
集
』第
三
冊
二
一
六
頁
）を
参
照
。

こ
こ
で
は
、本
詩
が
立
春
の
日
に
因
む
こ
と
を
踏
ま
え
、春
盤
と
し
て
解
す
る
。
20
○
臘
酒
是
黄
柑　

臘
酒
は
、陰
暦
十
二
月
に
醸
す
酒
。

黄
柑
は
、
蜜
柑
の
こ
と
。
蘇
軾
「
洞
庭
春
色　

び
に
引
」（『
蘇
軾
詩
注
解
（
十
九
）』）
に
、
蜜
柑
を
用
い
て
醸
し
た
酒
「
洞
庭
春
色
」

を
絶
品
と
称
え
て
い
る
。
そ
の
注
を
参
照
。
21 

22
○
帰
臥
・
醒
聞
二
句　

二
句
は
、
こ
の
宴
が
果
て
て
帰
宅
し
た
後
の
自
分
の
姿
を
想
定

し
て
い
る
。
一
韓
智

の
聞
書
に
「
言
（
フ
コ
コ
ロ
）
ハ
、坡　

端
叔
ト
小
集
シ
テ
飲
（
ン
）
デ
帰
（
ツ
テ
）
見
レ
バ
、灯
ガ
帳
ニ
残
（
ツ

テ
）
有
（
ル
）
ゾ
。
サ
テ
、
酔
（
ヒ
）
モ
漸
ク
醒
（
ム
）
ル
時
分
ニ
葉
ノ
庵
ヲ
打
（
ツ
）
ヲ
聞
（
ク
）
ゾ
。
此
（
ノ
）
時
分
マ
デ
モ
マ
ダ

落
（
チ
）
ズ
シ
テ
、
ア
ツ
タ
ル
葉
コ
ソ
、
ア
リ
ツ
ラ
ウ
ゾ
」
と
あ
る
。
23 

24
○
須
煩
・
重
説
二
句　

李
居
士
は
、
李
端
叔
の
こ
と
。
詩
題

の
注
を
参
照
。
後
三
三
は
、
禅
で
、
数
に
限
り
が
な
い
こ
と
を
い
う
。『
広
清
涼
伝
』
巻
中
（『
大
正
蔵
』
第
五
一
巻
）
に
、
僧
無む

著ち
ゃ
く

が

五
台
山
で
出
会
っ
た
僧
（
実
は
文
珠
菩
薩
の
化
身
）
に
、
五
台
山
で
仏
法
を
行
う
人
々
の
数
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
前
三
三
、
後
三
三
」

と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
と
い
う
話
が
見
え
る
。
こ
こ
で
は
、
禅
の
話
題
を
持
ち
出
し
て
、
李
端
叔
に
戯
れ
て
い
る
。『
合
注
』
に
引

く
宋
の
顧
禧
の
注
に
「
蓋
し
端
叔　

定
武
の
幕
中
に
在
り
て
、
特
に
営
妓
の
董と
う

九き
ゆ
う

な
る
者
を
悦
ぶ
。
故
に
九
の
数
を
用
い
て
以
て
戯
れ

を
為
す
の
み
」
と
あ
り
、
ま
た
、
一
韓
智

の
聞
書
に
「
李
端
叔
、
法
門
ズ
キ
ナ
ル
人
ナ
ル
程
ニ
、
一
ツ
法
門
ヲ
ヲ
シ
ナ
ン
ト
云
（
ヒ
）

テ
戯
（
レ
）
タ
ゾ
。
句
面
ハ
カ
ウ
ゾ
。
句
中
ハ
、言
（
フ
コ
コ
ロ
）
ハ
、李
端
叔
ガ
定
州
ノ
営
妓
董
九
ト
云
（
フ
）
美
人
ニ
ホ
レ
タ
程
ニ
、

其
（
レ
）
ニ
戯
（
レ
）
テ
云
（
フ
）
ゾ
。
端
叔
ド
ノ
ニ
御
秘
蔵
ノ
董
九
ガ
事
ヲ
、カ
タ
ラ
セ
申
サ
ン
ト
云
（
フ
）
ゾ
。
妓
女
ノ
事
ヲ
云
（
ヒ
）

テ
戯
（
ル
）
ト
テ
、
シ
カ
モ
禅
語
ヲ
用
（
ヰ
）
タ
ガ
面
白
（
イ
）
ゾ
」
と
あ
る
。

　

白
髪
が
混
じ
る
齢
に
な
っ
て
早
や
十
年
、
春
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
は
一
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
新
た
な
年
を
迎
え
た
か
ら
と
心
が

騒
ぐ
こ
と
も
な
く
、
し
ば
し
気
心
の
知
れ
た
友
と
語
り
あ
う
だ
け
で
す
。

　

土
牛
が
丈
夫
で
民
び
と
は
喜
び
の
声
を
あ
げ
、
鴉
が
や
ん
ち
ゃ
に
騒
い
で
今
に
も
雪
が
降
り
出
し
そ
う
で
す
。
雪
は
ち
ら
つ
く

だ
け
で
地
面
ま
で
届
か
な
い
で
し
ょ
う
、
暖
か
く
て
き
っ
と
蚕
に
よ
い
は
ず
で
す
。

　
（
こ
の
集
い
、）
時
季
は
、
か
の
斜
川
の
遊
び
に
似
て
い
ま
す
が
、
風
流
で
は
、
か
の
曲
水
の
宴
に
ひ
け
を
と
り
ま
す
。
河
北
の
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二
一

地
を
あ
ち
こ
ち
歩
い
て
詩
を
吟
じ
な
が
ら
老
い
て
い
く
我
が
身
、
ま
ど
ろ
ん
で
南
は
長
江
の
水み

際ぎ
わ

を
夢
に
見
ま
す
。

　

属
僚
の
み
な
さ
ん
は
こ
の
老
馬
援
を
思
い
や
っ
て
官
務
を
こ
な
し
て
く
だ
さ
る
し
、
酒
宴
で
ど
ん
ち
ゃ
ん
騒
ぎ
す
る
に
も
、
す

す
ん
で
加
わ
る
こ
の
曹
参
に
、
い
ち
い
ち
気
兼
ね
し
ま
せ
ん
。

　

私
の
心
は
老
い
衰
え
て
、
も
う
長
い
こ
と
恬
淡
と
安
ら
か
な
境
地
に
あ
り
ま
す
が
、
煩
悩
の
名
残
で
相
変
わ
ら
ず
食
い
意
地
が

は
っ
て
い
ま
す
。
熊
の
背
脂
な
ら
河
北
の
も
の
、
干
し
た
茘
支
な
ら
剣
南
の
も
の
。
立
春
の
料
理
の
皿
盛
り
に
は
青
韮
が
ほ
し
い

し
、
年
越
し
酒
は
黄
柑
を
醸
し
た
も
の
。

　
（
宴
果
て
て
）
帰
宅
し
た
ら
、
燃
え
つ
き
か
け
た
燈
火
が
灯
る
帳
の
も
と
で
眠
り
に
つ
き
、
目
が
覚
め
た
ら
庵
を
打
つ
木
の
葉

の
音
に
耳
を
す
ま
す
こ
と
で
し
ょ
う
。
ひ
と
つ
李
居
士
に
お
願
い
し
て
、「
後
三
三
」
に
つ
い
て
さ
ら
に
話
し
て
い
た
だ
か
な
く

て
は
。

 

（
担
当　

原
田
直
枝
）

一
九
九
一
（
施
注
三
四
―
三
〇
）

次

曾
仲
錫
元
日
見
寄

曽そ
う

仲ち
ゆ
う

錫し
や
く

が
元が
ん

日じ
つ

に
寄よ

せ
ら
る
る
に
次じ

韻い
ん

す

1　

蕭
索
東
風
兩
鬢
華　
　

  

蕭し
よ
う

索さ
く

た
る
東と
う

風ふ
う　

両り
よ
う

鬢び
ん

華し
ろ

し

2　

年
年
幡
勝
剪
宮
花　
　
　

年ね
ん

年ね
ん　

幡は
ん

勝し
よ
う　

宮き
ゆ
う

花か

を
剪き

る

3　

愁
聞
塞
曲
吹
蘆
管　
　
　

聞き

く
を
愁う
れ

う　

塞さ
い

曲き
よ
く

の
蘆ろ

管か
ん

を
吹ふ

く
を

4　

喜
見
春
盤
得
蓼
芽　
　
　

見み

る
を
喜よ
ろ
こ

ぶ　

春し
ゆ
ん

盤ば
ん

の
蓼り
よ
う

芽が

を
得え

た
る
を
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5　

吾
國
舊
供
雲
澤
米＊　
　
　

吾わ

が
国く
に　

旧も

と
供き
よ
う

す　

雲う
ん

沢た
く

の
米こ
め

6　

君
家
新
致
雪
坑
茶＊
＊　

　
　

君き
み

の
家い
え　

新あ
ら
た

に
致い
た

す　

雪せ
つ

坑こ
う

の
茶ち
や

7　

燕
南
異
事
眞
堪
紀　
　
　

燕え
ん

南な
ん

の
異い

事じ　

真ま
こ
と

に
紀き

す
る
に
堪た

え
た
り

8　

三
寸
黃
柑
擘
永
嘉　
　
　

三さ
ん

寸す
ん

の
黄こ
う

柑か
ん　

永え
い

嘉か

を
擘さ

く

〔
原
注
〕
定
武
齋
酒
用
蘇
州
米
（
定
武
の
斎
酒
は
蘇
州
の
米
を
用
う
）

〔
＊
＊
〕
近
得
曾
坑
茶
（
近
ご
ろ
曽
坑
の
茶
を
得
た
り
）

元
祐
九
年
（
一
〇
九
四
）、
五
十
九
歳
の
作
。

○
曽
仲
錫　

曽
孝
広
の
こ
と
。
仲
錫
は
そ
の
字
。
こ
の
時
の
定
州
通
判
。
作
品
番
号
一
九
七
二
「
曽
仲
錫
承
議
が
蜜
漬
の
生
茘
支
を
食
ら

う
に
次
韻
す
」
詩
の
注
（『
蘇
軾
詩
注
解
（
二
十
九
）』）
を
参
照
。

1
○
蕭
索　

も
の
さ
び
し
い
さ
ま
。
陶
淵
明
「
自
ら
祭
る
文
」（『
陶
淵
明
集
』
巻
七
）
に
、「
天
寒
く
夜
長
く
、風
気
蕭
索
た
り
」
と
あ
る
。

〇
華　

ご
ま
し
お
の
髪
の
さ
ま
。
2
○
幡
勝　

立
春
の
日
に
賜
る
金
・
銀
・
羅
な
ど
で
作
っ
た
飾
り
も
の
。『
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
。
3
○
塞
曲　

国
境
付
近
の
楽
曲
。
杜
甫
「
夜
に
觱ひ
つ

篥り
つ

を
聞
く
」
詩
（『
杜
詩
詳
注
』
巻

二
二
）
に
、「
隣
舟
一
た
び
聴
け
ば
感
傷
多
し
、
塞
曲　

三
更　
に
わ

か
に
悲
壮
な
り
」
と
あ
る
。
〇
蘆
管　

北
方
の
異
民
族
の
笛
。
あ
し

の
葉
で
管
を
つ
く
り
、
管
に
穴
を
開
け
た
も
の
。
蘆
笛
、
蘆
笳
と
も
い
う
。
唐
・
李
益
「
夜　

受
降
城
に
上
り
て
笛
を
聞
く
」
詩
（『
全

唐
詩
』
巻
二
八
三
）
に
、「
知
ら
ず　

何
れ
の
処
に
か
蘆
管
を
吹
く
、
一
夜　

征
人　

尽
こ
と
ご
と

く
郷
を
望
む
」
と
あ
る
。
4
○
春
盤　

韮
な

ど
の
生
菜
や
果
物
な
ど
を
大
皿
に
盛
り
つ
け
た
も
の
で
、
立
春
の
日
に
食
べ
る
。
杜
甫
「
立
春
」
詩
（『
杜
詩
詳
註
』
巻
一
九
）
に
、「
春

日　

春
盤　

生
菜
細さ
い

な
り
、
忽
ち
憶
う　

両
京
全
盛
の
時
」
と
あ
る
。
前
の
詩
（
作
品
番
号
一
九
九
〇
）
の
注
を
併
せ
て
参
照
。
〇
蓼
芽

　

タ
デ
の
芽
。
5
○
雲
沢　

雲
夢
沢
の
こ
と
。
昔
、楚
の
国
に
あ
っ
た
大
き
な
湖
。『
三
国
志
』
魏
書
・
武
帝
紀
に
、「
始
め
遷
徙
に
因
り
、

雲
沢
に
遊
ぶ
」
と
あ
る
。
原
注
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
は
蘇
州
を
指
す
。
6
○
雪
坑　

曽
坑
の
こ
と
。
宋
代
の
福
建
建
安
（
今
の
福
建
省
建
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甌
市
）
に
あ
り
、
当
時
は
高
級
茶
の
産
地
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
曽
坑
の
「
曽
」
を
曽
仲
錫
の
姓
に
か
け
て
、「
君
の
家
」

と
い
う
。
7
○
燕
南　

燕
地
の
南
、
定
州
付
近
を
指
す
。
8
○
三
寸
一
句　

三
寸
黄
柑
は
、
三
寸
も
あ
る
大
き
な
蜜
柑
。
杜
甫
「
即
事
」

詩
（『
杜
詩
詳
注
』
巻
二
〇
）
に
、「
一
双
の
白
魚　

釣ち
よ
うを
受
け
ず
、
三
寸
の
黄
甘　

猶
お
自
お
の
ず
か

ら
青
し
」
と
あ
る
。
〇
永
嘉　

地
名
、
今

の
浙
江
省
永
嘉
県
。
六
朝
晉
代
に
郡
が
置
か
れ
、
唐
代
に
温
州
と
も
呼
ば
れ
た
。
蜜
柑
の
産
地
と
し
て
有
名
。
〇
〔
原
注
〕　

定
武
は
、

定
州
を
指
す
。
唐
代
に
は
義
武
軍
が
置
か
れ
た
が
、宋
の
太
平
興
国
元
年（
九
七
六
）に
定
武
軍
に
改
め
ら
れ
た（『
元
豊
九
域
志
』巻
二
）。

斎
酒
は
、
祭
祀
に
供
え
る
酒
。
○
〔
＊
＊
〕　

6
句
の
注
を
参
照
。

　

さ
び
し
い
初
春
の
風
に
両
鬢
と
も
白
く
な
っ
た
一
老
人
は
、
か
つ
て
は
毎
年
年
賀
の
参
内
の
と
き
宮
中
か
ら
賜
っ
た
花
飾
り
を

頭
に
付
け
て
い
た
。（
今
で
は
）
ア
シ
笛
で
辺
境
の
曲
が
奏
で
ら
れ
る
の
を
聞
い
て
憂
え
、
縁
起
も
の
の
春
の
料
理
が
皿
に
盛
り

つ
け
ら
れ
る
の
を
見
て
喜
ぶ
。
わ
が
江
南
か
ら
雲
夢
沢
の
お
米
を
つ
ね
に
も
ら
っ
て
は
い
る
が
、
あ
な
た
の
と
こ
ろ
か
ら
は
、
こ

の
た
び
曽
坑
の
お
茶
が
届
い
た
。
燕
地
の
南
で
こ
ん
な
珍
し
い
こ
と
は
ま
こ
と
に
記
し
て
お
く
べ
き
で
、
遠
く
隔
た
っ
た
永
嘉
産

の
三
寸
ほ
ど
の
黄
柑
を
割
っ
て
食
べ
る
な
ん
て
め
っ
た
に
な
い
こ
と
な
の
だ
。

 

（
担
当　

蔡　

毅
）

一
九
九
二
（
施
三
四
―
三
一
）

子
由
生
日
以
檀
香
觀
音
像
及
新
合
印
香
銀
篆
盤
爲
壽
一
首

子し

由ゆ
う

が
生せ
い

日じ
つ

に
檀だ
ん

香こ
う

の
観か
ん

音の
ん

の
像ぞ
う

と
新し
ん

合ご
う

の
印い
ん

香こ
う

・
銀ぎ
ん

篆て
ん

の
盤ば
ん

と
を
以も
つ

て
寿じ
ゆ

を
為な

す　

一い
つ

首し
ゆ

1　

栴
檀
婆
律
海
外
芬　
　
　

栴せ
ん

檀だ
ん

・
婆ば

律り
つ　

海か
い

外が
い

の
芬ふ
ん

2　

西
山
老
臍
柏
所
薰　
　
　

西せ
い

山ざ
ん

の
老ろ
う

臍せ
い

は
柏は
く

の
薫く
ん

ず
る
所と
こ
ろ
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3　

香
螺
脫
黶
來
相
羣　
　
　

香こ
う

螺ら　

黶え
ん

を
脱だ
つ

し
来き

た
っ
て
相あ
い

群ぐ
ん

す
れ
ば

4　

能
結
縹
緲
風
中
雲　
　
　

能よ

く
縹ひ
よ
う

緲び
よ
う

た
る
風ふ
う

中ち
ゆ
う

の
雲く
も

を
結む
す

ぶ

5　

一
燈
如
螢
起
微
焚　
　
　

一い
つ

燈と
う　

螢ほ
た
る

の
如ご
と

く
し
て
微び

焚ふ
ん

を
起お

こ
す

6　

何
時
度
盡
繆
篆
紋　
　
　

何い
ず

れ
の
時と
き

か
度わ
た

り
尽つ

く
さ
ん　

繆び
ゆ
う

篆て
ん

の
紋も
ん

7　

繚
繞
無
窮
合
復
分　
　

  

繚り
よ
う

繞じ
よ
う

と
し
て
窮き
わ
ま

り
無な

く　

合が
つ

し
て
復ま

た
分わ

か
れ

8　

綿
綿
浮
空
散
氤
氳　
　
　

綿め
ん

綿め
ん

と
し
て
空く
う

に
浮う

き　

氤い
ん

氳う
ん

を
散さ
ん

ず

9　

東
坡
持
是
壽
卯
君　
　
　

東と
う

坡ば　

是こ
れ

を
持じ

し
て
卯ぼ
う

君く
ん

を
寿こ
と
ほ

ぐ

10　

君
少
與
我
師
皇
墳　
　
　

君き
み　

少わ
か

き
よ
り
我わ
れ

と
皇こ
う

墳ふ
ん

を
師し

と
し

11　

資
老
耼
釋
迦
文　
　
　

あ
ま
ね

12　

共
厄
中
年
點
蠅
蚊　
　
　

共と
も

に
中ち
ゆ
う

年ね
ん

に
厄や
く

し
て
蠅よ
う

蚊ぶ
ん

に
点て
ん

ぜ
ら
る

13　

晚
遇
斯
須
何
足
云　
　
　

晩ば
ん

遇ぐ
う　

斯し

須し
ゆ　

何な
ん

ぞ
云い

う
に
足た

ら
ん

14　

君
方
論
道
承
華
勳　
　
　

君き
み　

方ま
さ

に
道み
ち

を
論ろ
ん

じ
て
華か

勲く
ん

を
承た
す

け

15　

我
亦
旗
鼓
嚴
中
軍　
　
　

我わ
れ

も
亦ま

た　

旗き

鼓こ　

中ち
ゆ
う

軍ぐ
ん

を
厳お
ご
そ

か
に
す

16　

國
恩
未
報
敢
不
勤　
　
　

国こ
く

恩お
ん　

未い
ま

だ
報ほ
う

ぜ
ず　

敢あ

え
て
勤つ
と

め
ざ
ら
ん
や

17　

但
願
不
爲
世
所
醺　
　
　

但た

だ
願ね
が

う　

世よ

の
醺く
ん

ず
る
所と
こ
ろ

と
為な

ら
ざ
ら
ん
こ
と
を

18　

爾
來
白
髮
不
可
耘　
　
　

爾じ

来ら
い　

白は
く

髪は
つ　

耘く
さ
ぎ

る
可べ

か
ら
ず

19　

問
君
何
時
返
鄕
枌　
　
　

君き
み

に
問と

う　

何い
ず

れ
の
時と
き

か
郷き
よ
う

枌ふ
ん

に
返か
え

ら
ん

20　

收
拾
散
亡
理
放
紛　
　
　

散さ
ん

亡ぼ
う

を
収し
ゆ
う

拾し
ゆ
う

し
て
放ほ
う

紛ふ
ん

を
理お
さ

め
ん

21　

此
心
實
與
香
倶
焄　
　
　

此こ

の
心こ
こ
ろ　

実ま
こ
と

に
香こ
う

と
倶と
も

に
焄く
ん

ず

く
老ろ
う

耼た
ん

・
釈し
や

迦か

の
文ぶ
ん

を
資と

る
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22　

聞
思
大
士
應
已
聞　
　
　

聞も
ん

思し

大だ
い

士じ　

応ま
さ

に
已す
で

に
聞き

く
べ
し

元
祐
九
年
（
一
〇
九
四
）、
五
十
九
歳
の
作
。

○
子
由
生
日　

蘇
轍
は
宝
元
二
年
（
一
〇
三
九
）、
二
月
二
十
日
の
生
ま
れ
。
○
檀
香　

ビ
ャ
ク
ダ
ン
（
白
檀
）
の
こ
と
。
栴せ
ん

檀だ
ん

と
も
称

す
る
。
イ
ン
ド
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
産
の
香
木
（『
国
訳
本
草
綱
目
』
第
三
四
巻
）。
仏
像
や
仏
具
、
扇
子
な
ど
の
材
料
に
も
用
い
ら
れ
る
。

○
観
音　

観
世
音
菩
薩
の
こ
と
。
世
の
人
々
の
声
に
応
じ
て
救
済
す
る
菩
薩
で
、
様
々
な
姿
に
変へ
ん

化げ

す
る
と
さ
れ
る
。
○
新
合
印
香　

合

は
、
複
数
の
香
を
調
合
す
る
こ
と
。
印
香
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
製
し
た
新
種
の
香
の
こ
と
（
宋
・
洪
芻
『
香
譜
』
巻
下
「
印
香
法
」）。

○
銀
篆
盤　

篆
書
の
文
字
の
形
状
に
模
し
て
製
し
た
香
（
香
篆
）
を
焚
く
の
に
用
い
る
、
銀
製
の
盤
。『
香
譜
』
巻
下
「
香
篆
」
に
、「
木

に
鏤ち
り
ば

め
て
以
て
之
を
為つ
く

り
、
香
塵
に
範の
つ
と

る
を
以
て
篆
文
と
為
す
。
然
る
に
飲
席
或あ
る

い
は
仏
像
の
前
に
於
て
は
、
往
往
に
し
て
二
三
尺
の

径
に
至
る
者
有
り
」
と
あ
る
。
ま
た
同
じ
く
「
百
刻
香
」
に
、「
近
世
の
奇
を
尊
ぶ
者
、
香
篆
を
作
る
。
其
の
文
は
十
二
辰
に
準な
ぞ
ら

え
、

一
百
刻
に
分
か
つ
。
凡お
よ

そ
然も

や
す
こ
と
一
昼
夜
に
し
て
已
む
」
と
あ
る
。
○
為
寿　

長
寿
を
祈
る
。
○
こ
の
詩
は
上
平
声
十
二
文
の
韻
を

以
て
毎
句
に
押
韻
す
る
た
め
、
奇
数
句
と
偶
数
句
と
で
意
味
的
に
対
を
な
さ
な
い
箇
所
が
あ
る
。

1
○
栴
檀
。
檀
香
に
同
じ
く
、
ビ
ャ
ク
ダ
ン
（
白
檀
）
の
こ
と
。
詩
題
の
注
を
参
照
。
○
婆
律　

香
の
名
。
龍
脳
香
の
こ
と
。『
梁
書
』

海
南
諸
国
伝
「
狼ろ
う

牙が

脩し
ゆ
う

国
」
に
、
産
品
と
し
て
「
婆
律
香
」
の
名
が
見
え
る
。
熱
帯
ア
ジ
ア
に
自
生
す
る
龍
脳
樹
の
樹
脂
に
よ
り
製
せ

ら
れ
、
希
少
で
貴
重
な
も
の
と
さ
れ
た
。『
国
訳
本
草
綱
目
』
第
三
四
巻
を
参
照
。
○
芬　

よ
い
香
り
。
2
○
西
山
一
句　

臍
は
、
ジ
ャ

コ
ウ
ジ
カ
の
臍へ
そ

（
腹
部
）
の
こ
と
。
ジ
ャ
コ
ウ
ジ
カ
の
腹
部
に
あ
る
麝
香
囊
か
ら
得
ら
れ
る
分
泌
物
に
よ
り
麝
香
（
臍
香
と
も
称
す
る
）

を
製
す
る
。
宋
・
高
似
孫
『
緯
略
』
巻
十
「
水す
い

麝じ
や

」
に
、「
天
宝
中
、
虞ぐ

人じ
ん　

水
麝
を
獲
た
り
。
臍
香
皆み

な
水
な
り
。
取
る
毎ご
と

に
針
を
以

て
之
を
刺
す
に
、
香
気　

肉
麝
に
倍
す
」（
虞
人
は
、
山
林
沼
沢
の
産
物
を
司
る
役
人
）
と
あ
る
。
ま
た
、
ジ
ャ
コ
ウ
ジ
カ
は
柏
の
葉
を

食
す
る
と
さ
れ
た
。
嵆
康
「
養
生
論
」（『
文
選
』
巻
五
三
）
に
、「
麝
は
柏
を
食
ら
え
ば
香
し
」
と
あ
り
、
李
善
注
に
『
本
草
名
医
』
を

引
い
て
、「
麝
香　

形
は
の
ろ

に
似
て
、
常
に
柏
葉
を
食
ら
う
。
五
月
に
は
香
を
得
、
又
た
夏
月
に
は
蛇
を
食
ら
う
こ
と
多
し
。
寒
に
至
り

て
香
は
満
つ
」
と
あ
る
。
西
山
に
つ
い
て
は
、『
重
修
政
和
証
類
本
草
』
巻
一
六
「
麝
香
」
に
、「
中
台
の
山
谷
、
益
州
、
雍
州
に
生
ず
」
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二
六

（
中
台
は
未
詳
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
四
川
省
（
益
州
）
か
ら
青
海
省
（
雍
州
の
一
部
）
の
一
帯
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
。
3

○
香
螺
一
句　

香
螺
は
、
巻
き
貝
の
一
種
。
そ
の
蓋ふ
た

の
部
分
（
黶
）
を
粉
末
状
に
し
た
も
の
が
、
香
の
材
料
と
し
て
用
い
ら
れ
る
（『
徒

然
草
』
第
三
四
段
に
み
え
る
「
甲か
い

香こ
う

」
が
こ
れ
と
同
類
と
思
わ
れ
、「
ヘ
ナ
タ
リ
」
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
）。
洪
芻
『
香
譜
』
巻
上
「
甲
香
」

に
『
唐
本
草
』
を
引
い
て
、「
蠡れ
い

類る
い

の
雲
南
に
生
ず
る
者
は
、
大
い
さ
掌
の
如
く
、
青
黄
色
に
し
て
長
さ
四
五
寸
、
黶
を
取
り
灰
に
焼
き

て
之
を
用
う
。
南
人
は
亦
た
其
の
肉
を
煮
て
噉く

ら
う
。
今　

香
を
合
す
る
に
多
く
用
い
、
能
く
香
を
発
し
復
た
香
煙
を
聚あ
つ

む
と
謂い

う
」
と

あ
る
。
4
○
縹
緲　

ぼ
ん
や
り
し
て
か
す
か
な
さ
ま
。
5 

6
○
一
燈
・
何
時
二
句　

繆
篆
は
、
字
体
の
名
で
、
六
体
の
一
つ
。『
漢
書
』

芸
文
志
（
六
芸
略
・
小
学
）
に
、「
六
体
と
は
、
古
文
・
奇
字
・
篆
書
・
隷
書
・
繆
篆
・
虫
書
。
皆
な
古
今
の
文
字
に
通
知
し
、
印
章
を

し
、
幡
信
を
書
す
る
所
以
な
り
」
と
あ
り
、
顔
師
古
の
注
に
、「
繆
篆
は
、
其
の
文
屈く
つ

曲き
よ
く

纏て
ん

繞じ
よ
う

す
る
を
謂
う
、
印
章
を

す
る
所
以

な
り
」
と
あ
る
。
二
句
は
、
篆
文
の
形
状
に
製
し
た
香
篆
（
詩
題
の
注
を
参
照
）
に
火
を
点
け
る
と
、
そ
の
蛍
の
光
の
よ
う
な
微
か
な
火

が
、
篆
文
状
の
線
香
を
徐
々
に
燃
や
し
て
い
く
こ
と
を
い
う
。
7
○
繚
繞　

ま
つ
わ
り
め
ぐ
る
。
こ
の
句
も
前
の
句
に
続
い
て
、
線
香
の

火
が
篆
文
の
形
状
を
な
ぞ
り
な
が
ら
燃
え
て
い
く
さ
ま
を
う
た
う
。8
○
綿
綿
一
句　

こ
の
一
句
を
欠
く
テ
キ
ス
ト
が
あ
る（
王
本
な
ど
）。

綿
綿
は
、な
が
な
が
と
続
い
て
絶
え
な
い
さ
ま
。『
老
子
』
第
六
章
に
、「
綿
綿
と
し
て
存
す
る
が
若ご
と

く
、之
を
用
い
て
勤つ
か

れ
ず
」
と
あ
る
。

氤
氳
は
、雲
や
煙
な
ど
の
盛
ん
な
さ
ま
。「
雲
龍
山
に
焼
を
観
て
雲
の
字
を
得
た
り
」
詩
（『
蘇
軾
詩
注
解
補
（
一
）』
所
収
）
の
注
を
参
照
。

9
○
卯
君
一
句　

卯
君
は
、
蘇
轍
の
こ
と
。
蘇
轍
の
生
ま
れ
た
宝
元
二
年
（
一
〇
三
九
）
は
己
卯
の
歳
。
寿
は
、
長
寿
を
祈
る
（
寿
を
為な

す
）こ
と
。
詩
題
の
注
を
参
照
。
10
○
皇
墳　

三
皇（
伏
羲
・
神
農
・
黄
帝
）の
時
代
の
書
物（
三
墳
）。
こ
こ
で
は
儒
家
の
経
典
の
こ
と
。

韓
愈
「
酔
い
て
張
秘
書
に
贈
る
」
詩
（『
韓
昌
黎
集
』
巻
二
）
に
、「
険
語
は
鬼
胆
を
破
り
、
高
詞
は
皇
墳
に
な
ら

ぶ
」
と
あ
る
。
11
○
老
耼　

老
子
の
こ
と
。
耼
は
そ
の
お
く
り
名
。
○
釈
迦　

仏
教
の
始
祖
、釈
迦
牟
尼
の
こ
と
。
12
○
点
蠅
蚊　

ハ
エ
や
カ
に
汚
さ
れ
る
。『
後
漢
書
』

楊
震
伝
に
、「
青せ
い

蠅よ
う

の
素そ

を
点
ず
る
は
、茲こ
れ

と
同と
も

に
藩
に
在
り
」
と
あ
る
。
ま
た
、韓
愈
「
雑
詩　

四
首
」
そ
の
一
（『
韓
昌
黎
集
』
巻
七
）

に
、「
朝ち
よ
う

蠅よ
う

は
駆
る
を
須も
ち

い
ず
、
暮ぼ

蚊ぶ
ん

は
拍う

つ
可べ

か
ら
ず
、
蠅
蚊　

八は
ち

区く

に
満
つ
、
尽
こ
と
ご
と

く
与と
も

に
相あ
い

格う

つ
可
け
ん
や
」
と
あ
る
。
13
○
晩

遇　

晩
年
に
知
遇
を
得
る
こ
と
。
白
居
易
「
曲
江　

秋
に
感
ず　

二
首
」
そ
の
一
（『
白
居
易
集
箋
校
』
巻
一
一
）
に
、「
晩
遇　

何
ぞ
言

う
に
足
ら
ん
、白
髪　

朱し
ゆ
ふ
つ

に
映
ず
」（
朱

は
、緋
色
の
官
服
）
と
あ
る
。
○
斯
須　

し
ば
し
。
須
臾
に
同
じ
。『
蘇
軾
詩
注
解
（
三
十
）』
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二
七

に
収
め
る
「
鶴
歎
」
詩
の
注
を
参
照
。
14
○
論
道　
『
尚
書
』
周
官
に
、「
道
を
論
じ
邦く
に

を
経け
い

し
、
陰
陽
を
燮
し
よ
う

理り

す
」（
燮
理
は
、
調
和
さ

せ
る
意
）
と
あ
る
。
○
華
勲　
『
尚
書
』
堯
典
に
、堯
の
徳
を
た
た
え
て
「
放
勲
」（
上
代
の
事
績
に
倣な
ら

う
意
）
と
称
し
、同
じ
く
舜
典
に
、

舜
の
徳
を
た
た
え
て
「
重
華
」（
徳
の
輝
き
を
重
ね
る
意
）
と
称
す
る
こ
と
か
ら
、
堯
舜
の
こ
と
を
華
勲
と
も
い
う
（『
史
記
』
五
帝
本
紀

で
は
、
放
勲
・
重
華
を
そ
れ
ぞ
れ
堯
・
舜
の
名
と
す
る
）。
韓
愈
「
酔
い
て
張
秘
書
に
贈
る
」
詩
（『
韓
昌
黎
集
』
巻
二
）
に
、「
方ほ
う

今こ
ん　

太
平
に
向
か
い
、
元げ
ん

凱が
い　

華
勲
を
承た
す

く
」
と
あ
る
。
承
は
、
輔
佐
す
る
意
。
丞
（
拯
）
に
通
じ
る
。
15
○
旗
鼓　

戦
い
に
用
い
る
旗
と
太

鼓
。『
春
秋
左
氏
伝
』
成
公
二
年
に
、「
師
の
耳
目
は
、
吾
が
旗
鼓
に
在
り
。
進
退
之こ
れ

に
従
う
」
と
あ
る
。
○
中
軍　

諸
侯
は
、
上
・
中
・

下
（
ま
た
は
左
・
中
・
右
）
の
三
軍
を
擁
し
、
総
大
将
は
中
軍
を
率
い
る
。『
春
秋
左
氏
伝
』
桓
公
五
年
に
、「
秋
、
王　

諸
侯
を
以ひ
き
い

て

鄭
を
伐
つ
。
鄭て
い

伯は
く

之
を
禦ふ
せ

ぐ
。
王　

中
軍
と
為な

る
」
と
あ
る
。
こ
の
と
き
蘇
軾
は
、
知
定
州
・
河
北
西
路
安
撫
使
・
馬
歩
軍
都
総
管
と
し

て
、
そ
の
地
の
軍
隊
を
管
掌
す
る
任
に
在
っ
た
。
17
○
醺　

酔
う
意
。
引
い
て
、
染
め
る
（
染
ま
る
）
こ
と
を
い
う
。
18
○
耘　

草
を
取

る
。
こ
こ
で
は
、
除
去
す
る
意
。
19
○
郷
枌　

漢
の
高
祖
劉
邦
は
、
沛は
い

（
江
蘇
省
）
の
豊ほ
う

邑ゆ
う

の
出
身
で
、
世
に
出
る
前
に
地
元
の
枌ふ
ん

楡ゆ

の

社し
や

（
ニ
レ
の
木
の
あ
る
社や
し
ろ）
に
祈
っ
た
（『
史
記
』
封
禅
書
）。
こ
の
こ
と
か
ら
、
枌
楡
は
郷
里
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
張
衡
「
西

京
の
賦
」（『
文
選
』
巻
二
）
に
、「
豈
に
伊こ

れ
枌
楡
に
帰
る
を
懐お
も

わ
ざ
ら
ん
や
」
と
あ
る
。
郷
枌
は
こ
れ
に
因
む
表
現
で
、
蘇
軾
の
造
語

と
思
し
い
。
20
○
収
拾　

拾
い
あ
つ
め
る
。
○
散
亡　

散
ら
ば
っ
て
な
く
な
る
。『
史
記
』儒
林
列
伝
に
、「
秦
の
書
を
焚や

く
に
及い

至た

り
て
、

書　

散
亡
す
る
こ
と
益
ま
す
多
し
」
と
あ
る
。
○
放
紛　

ま
と
ま
り
が
な
く
乱
れ
る
こ
と
。『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
十
六
年
に
、「
獄
の
放

紛
な
る
、
会か
い

朝ち
よ
う

の
敬
せ
ざ
る
」
と
あ
り
、
杜
預
の
注
に
、「
放
は
、
縦
な
り
。
紛
は
、
乱
な
り
」
と
あ
る
。
こ
の
一
句
に
つ
い
て
、
一
韓

智

は
三
つ
の
解
釈
を
示
し
た
う
え
で
、「
我
ガ
一
心
ノ
散
乱
ス
ル
ヲ
ヲ
サ
メ
テ
、チ
ヤ
ウ
ト
思
イ
定
（
メ
）
テ
帰
ル
可
（
キ
）
ト
思
フ
ゾ
」

と
の
解
釈
を
良
し
と
す
る
（『
四
河
入
海
』
巻
二
二
の
四
）。
21
○
焄　

熏
に
同
じ
。
ふ
す
べ
る
。
く
す
べ
る
。
22
○
聞
思
大
士　

観
世
音

菩
薩
の
こ
と
。『
楞
厳
経
』
巻
六
（『
大
正
蔵
』
第
一
九
巻
）
に
お
い
て
、
観
世
音
菩
薩
が
、
聞も
ん

・
思し

・
修し
ゆ

の
三さ
ん

慧え

（
仏
道
修
行
の
三
つ
の

次
第
で
、
他
よ
り
教
法
を
聞
い
て
得
る
聞も
ん

慧え

、
自
ら
思
惟
し
て
得
る
思し

慧え

、
実
地
に
修
行
し
て
得
る
修し
ゆ

慧え

）
に
よ
り
禅
定
を
得
た
、
と
語
っ

た
こ
と
に
由
来
す
る
名
称
。

　

旃せ
ん

檀だ
ん

・
婆ば

律り
つ

は
海
外
に
産
す
る
名
香
で
、
西
山
に
得
た
麝
香
は
柏
葉
の
よ
い
香
り
が
す
る
。
香
螺
の
蓋ふ
た

で
製
し
た
粉
末
と
練
り
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二
八

あ
わ
せ
れ
ば
、
風
の
な
か
に
芳
し
い
雲
が
ふ
ん
わ
り
と
結
ぶ
と
い
う
も
の
。
香
篆
に
蛍
の
光
の
よ
う
に
小
さ
な
火
を
そ
っ
と
と
も

す
と
、
火
は
篆
文
の
か
た
ち
に
添
っ
て
、
い
つ
果
て
る
と
も
な
く
篆
盤
の
上
を
め
ぐ
っ
て
ゆ
く
。
合
わ
さ
っ
た
り
離
れ
た
り
し
て

ま
つ
わ
り
め
ぐ
り
、
お
香
の
煙
は
盛
ん
に
上
が
っ
て
絶
え
る
こ
と
な
く
広
が
り
た
だ
よ
い
続
け
る
。
こ
れ
ら
を
卯
年
生
ま
れ
の
君

へ
贈
る
長
寿
の
祝
い
と
し
よ
う
。

　

君
は
小
さ
い
頃
か
ら
ぼ
く
と
と
も
に
儒
の
道
を
身
に
つ
け
、
加
え
て
道
家
や
釈
氏
の
典
籍
か
ら
も
広
く
学
ん
だ
。
中
年
に
到
っ

て
か
ら
共
に
ハ
エ
や
蚊
の
ご
と
き
奴
ら
に
苦
し
む
こ
と
に
な
り
、
老
い
て
栄
達
を
得
て
は
い
て
も
、
そ
れ
と
て
所
詮
つ
か
の
間
で

言
う
に
及
ば
ぬ
こ
と
。

　

い
ま
君
は
明
主
の
お
側
に
仕
え
て
天
下
を
統
べ
る
道
を
論
じ
、ぼ
く
は
（
こ
こ
北
辺
に
）
旗
鼓
勇
ま
し
い
陛
下
の
軍
隊
を
預
か
っ

て
守
り
を
固
め
て
い
る
。
君
恩
に
報
い
る
こ
と
も
な
ら
ぬ
う
ち
は
、
ま
だ
ま
だ
勤
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
間
に
俗
世
の

け
が
れ
に
だ
け
は
染
ま
ら
ぬ
よ
う
に
あ
り
た
い
も
の
だ
。

　

そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
最
近
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
ほ
ど
白
髪
が
増
え
た
。
い
つ
に
な
っ
た
ら
お
暇
を
い
た
だ
い
て
郷
里
に
帰

る
の
か
、
君
に
は
決
心
が
付
い
た
か
ね
。
そ
の
た
め
に
は
失
っ
た
も
の
を
取
り
も
ど
し
て
、
千
々
に
乱
れ
た
心
を
き
れ
い
に
整
理

し
な
け
れ
ば
、
と
ぼ
く
は
思
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
気
持
ち
が
香
を
焚
い
た
煙
の
よ
う
に
ず
っ
と
た
だ
よ
い
続
け
て
い
る
の
だ
が
、

観
音
菩
薩
は
き
っ
と
も
う
そ
れ
を
感
じ
て
お
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

一
九
九
三
（
施
三
四
―
三
二
）

次

李
端
叔
送
保
倅
翟
安
常
赴
闕

寄
子
由
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二
九

李り

端た
ん

叔し
ゆ
くが
「
保ほ

の
倅さ
い

翟た
く

安あ
ん

常じ
よ
うの
闕け
つ

に
赴お
も
むく
を
送お
く

る
」
に
次じ

韻い
ん

し
て
、
兼か

ね
て
子し

由ゆ
う

に
寄よ

す

1　

中
山
保
塞
兩
窮
邊　
　
　

中ち
ゆ
う

山ざ
ん　

保ほ

塞さ
い　

両ふ
た

つ
な
が
ら
窮き
ゆ
う

辺へ
ん

2　

臥
治
雍
容
已
百
年　
　
　

臥が

治ち　

雍よ
う

容よ
う

と
し
て　

已す
で

に
百ひ
や
く

年ね
ん

3　

顧
我
迂
愚
分
竹
使　
　

  

顧か
え
り

み
る
に
我わ

れ
迂う

愚ぐ

に
し
て
竹ち
く

使し

を
分わ

か
ち

4　

與
君
談
笑
用
蒲
鞭　
　
　

君き
み

と
談だ
ん

笑し
よ
う

し
て
蒲ほ

鞭べ
ん

を
用も
ち

う

5　

松
荒
三
徑
思
元
亮　
　
　

松ま
つ

は
三さ
ん

径け
い

に
荒あ

れ
て
元げ
ん

亮り
よ
う

を
思お
も

い

6　

草
合
平
池
憶
惠
連　
　
　

草く
さ

は
平へ
い

池ち

に
合が
つ

し
て
恵け
い

連れ
ん

を
憶お
も

う

7　

白
髮
歸
心
憑
說
與　
　
　

白は
く

髪は
つ

の
帰き

心し
ん　

憑よ

り
て
説せ
つ

与よ

す

8　

古
來
誰
似
兩

賢　
　
　

古こ

来ら
い　

誰た
れ

か
両り
よ
う

疏そ

の
賢け
ん

に
似に

ん

元
祐
九
年
（
一
〇
九
四
）、
五
十
九
歳
の
作
。

○
李
端
叔　

李
之
儀
の
こ
と
。
端
叔
は
そ
の
字あ
ざ
な

。『
蘇
軾
詩
注
解
（
一
）』
に
収
め
る
作
品
番
号
一
五
九
七
の
詩
の
注
を
参
照
。
李
之
儀

の
元
の
詩
は
伝
わ
ら
な
い
。
○
保
倅　

保
は
、
保
州
（
河
北
省
）、
倅
は
、
通
判
の
こ
と
。
○
翟
安
常　

伝
不
詳
。

1
○
中
山　

定
州
（
河
北
省
）
の
別
称
。
戦
国
時
代
、そ
の
地
に
中
山
国
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
○
保
塞　

保
州
（
河
北
省
）
の
こ
と
。

太
平
興
国
六
年
（
九
八
一
）、保
塞
軍
を
廃
し
て
保
州
を
置
い
た
（『
元
豊
九
域
志
』
巻
二
）。
○
窮
辺　

遠
く
辺
鄙
な
場
所
。
蘇
舜
欽
「
己

卯
の
冬
、
大
い
に
寒
く
し
て
感
ず
る
有
り
」
詩
（『
蘇
学
士
文
集
』
巻
一
）
に
、「
窮
辺　

苦
寒
の
地
、
兵
気　

相
纏て
ん

結け
つ

す
」
と
あ
る
。
2

○
臥
治　

寝
そ
べ
っ
た
ま
ま
で
治
め
る
。
労
せ
ず
し
て
民
を
治
め
る
こ
と
。『
蘇
軾
詩
注
解
（
三
）』
に
収
め
る
作
品
番
号
一
六
二
四
の
詩

の
注
を
参
照
。
○
雍
容　

心
お
だ
や
か
に
寛
ぐ
さ
ま
。「
岑
著
作
を
送
る
」
詩
の
注
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
二
冊
二
三
四
頁
）
を
参
照
。
3

○
迂
愚　

世
情
に
う
と
く
、
愚
か
な
こ
と
。
元
稹
「
滎け
い

陽よ
う

公
に
献
ず
る
詩　

五
十
韻
」（『
元
稹
集
』
巻
一
二
）
に
、「
拙
劣
に
し
て
仍な

お

速
に
非
ず
、
迂
愚
に
し
て
且
つ
専
に
異
な
る
」
と
あ
る
。
○
竹
使　

竹
使
符
。
漢
代
、
郡
守
に
与
え
ら
れ
た
竹
製
の
割
り
符
の
こ
と
。『
蘇
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三
〇

軾
詩
注
解（
二
）』に
収
め
る
作
品
番
号
一
六
一
二
の
詩
の
注
を
参
照
。
4
○
談
笑　

笑
い
な
が
ら
う
ち
と
け
て
話
す
。
副
詞
的
に
用
い
て
、

「
く
つ
ろ
い
だ
ま
ま
」、「
や
す
や
す
と
」
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
表
す
こ
と
が
多
い
。
左
思
「
詠
史　

八
首
」
そ
の
三
（『
文
選
』
巻

二
一
）
に
、「
吾
れ
魯
仲
連
を
慕
う
、
談
笑
し
て
秦
軍
を
却し
り
ぞく
」
と
あ
る
。
○
蒲
鞭　

蒲が
ま

の
ム
チ
。
打
っ
て
も
痛
み
が
少
な
く
、
罪
人
に

恥
辱
の
み
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。『
後
漢
書
』
劉
寛
伝
に
、「
吏
人
に
過あ
や
まち
有
れ
ば
、
但
だ
蒲
鞭
を
用も
つ

て
之
を
罰
し
、
辱
は
ず
か
しめ
を
示
す

而の

已み

に
し
て
、
終
に
苦は
げ

し
き
を
加
え
ず
」
と
あ
る
。
5
○
松
荒
一
句　

元
亮
は
、
晉
の
陶
淵
明
の
字あ
ざ
な（『
晉
書
』
陶
潜
伝
。
陶
淵
明
の
名

と
字
に
は
諸
説
あ
る
）。
陶
淵
明
「
帰き

去き
よ

来ら
い

の
辞
」（『
陶
淵
明
集
』
巻
五
）
に
、「
三
径
は
荒こ
う

に
就つ

け
ど
も
、
松
し
よ
う

菊ぎ
く

は
猶
お
存
せ
り
」
と
あ

る
。
一
韓
智

は
、「
三
径
ハ
故
園
ヲ
指
（
ス
）
ゾ
。
淵
明
ハ
坡
自
（
ラ
）
比
（
ス
ル
）
ゾ
」（『
四
河
入
海
』
巻
二
二
の
三
）
と
記
す
。

○
草
合
一
句　

恵
連
は
、
南
朝
宋
の
謝
恵
連
の
こ
と
。
謝
霊
運
の
従
弟
。
鍾
し
よ
う

嶸こ
う

『
詩
品
』
中
品
の
「
宋
の
法ほ
う

曹そ
う

参さ
ん

軍ぐ
ん

謝
恵
連
の
詩
」
に
引

く
『
謝
氏
家
録
』
に
、「
康こ
う

楽ら
く

（
謝
霊
運
の
字
）
は
恵
連
に
対
す
る
毎ご
と

に
、
輒す
な
わち
佳
語
を
得う

。
後
、
永
嘉
の
西
堂
に
在
り
て
、
詩
を
思
う

も
終
日
就な

ら
ず
。
寤
寐
の
間
、
忽
ち
恵
連
を
見
る
に
、
即
ち

池
塘　

春
草
を
生
ず

を
成
す
。
故
に
常
に
云
え
ら
く
、
此
の
語
は
神

助
有
り
、
吾
が
語
に
非
ざ
る
な
り

と
」
と
あ
る
。
一
韓
智

は
、「
言
（
フ
コ
コ
ロ
ハ
）、
弟
（
ノ
）
子
由
（
ヲ
）
憶
（
フ
）
ナ
リ
。
恵

連
（
ヲ
）
以
（
テ
）
子
由
（
ニ
）
比
（
ス
ル
）
ゾ
」
と
記
す
。
7
○
説
与　

言
っ
て
き
か
せ
る
。
8
○
両
疏　

漢
の
疏
広
と
、
そ
の
お
い
0

0

の
疏
受
の
こ
と
。
二
疏
と
も
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
太
子
太
傅
・
太
子
少
傅
と
な
っ
た
が
、
在
職
し
て
五
年
を
経
た
と
き
、
こ
の
ま
ま
地

位
に
恋
々
と
し
て
去
ら
な
け
れ
ば
後
悔
す
る
だ
ろ
う
と
し
て
、
辞
職
を
乞
う
て
許
さ
れ
、
故
郷
に
帰
っ
た
。
時
の
人
に
賢
者
と
称
え
ら
れ

た
と
い
う
（『
漢
書
』
疏
広
伝
）。「
孫
巨
源
の
漣れ
ん

水す
い

の
李
・
盛
二に

著ち
よ

作さ
く

に
寄
せ
て
…
…
」
そ
の
二
の
注
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
三
冊
四
一
六

頁
）
を
参
照
。

　

北
辺
の
果
て
に
位
置
す
る
中
山
・
保
塞
の
両
地
は
、
寝
そ
べ
っ
て
寛
い
だ
ま
ま
治
ま
る
ほ
ど
の
安
寧
が
も
う
百
年
も
続
い
て
い

る
。
思
え
ば
私
は
役
立
た
ず
な
の
に
、
割
り
符
を
預
か
る
天
子
の
使
者
と
し
て
、
あ
な
た
と
の
談
笑
の
間
に
形
ば
か
り
の
蒲
の
鞭

を
揮
っ
て
き
た
の
だ
。

　

今
の
私
は
、
松
生お

う
る
庭
の
三
本
の
小
径
は
荒
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
、
と
郷
里
に
思
い
を
馳
せ
た
陶
元
亮
や
、
池
の
塘つ
つ
み

が
春
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三
一

の
草
に
お
お
わ
れ
る
の
を
見
て
、
弟
の
恵
連
を
記
憶
の
中
か
ら
浮
か
び
あ
が
ら
せ
た
謝
霊
運
の
よ
う
な
心
境
だ
。
白
髪
頭
の
そ
の

私
が
抱
く
帰
郷
の
念
を
伝
え
て
聞
か
せ
よ
う
。
潔
く
暇
乞
い
を
し
て
故
郷
に
帰
っ
た
疏
広
・
疏
受
の
す
ば
ら
し
さ
に
、
古
来
お
よ

ぶ
者
が
い
た
だ
ろ
う
か
と
。

一
九
九
四
（
施
三
四
―
三
三
）

中
山
松
醪
寄
雄
州
守
王
引
進

中ち
ゆ
う

山ざ
ん

の
松し
よ
う

醪ろ
う

、
雄ゆ
う

州し
ゆ
う

の
守し
ゆ　

王お
う

引い
ん

進し
ん

に
寄よ

す

1　

鬱
鬱
蒼

千
歲
姿　
　
　

鬱う
つ

鬱う
つ

た
る
蒼そ
う
ぜ
ん　

千せ
ん

歳ざ
い

の
姿す
が
た

2　

肯
來
杯
酒
作
兒
嬉　
　
　

肯あ
え

て
杯は
い

酒し
ゆ

に
来き

た
っ
て
児じ

嬉き

を
作な

す

3　

芳
不
待
龜
巢
葉　＊　
　
　

芳ほ
う

を
流な
が

す
は
亀き

巣そ
う

の
葉は

を
待ま

た
ず

4　

掃
白
聊
煩
鶴
踏
枝　
　
　

白は
く

を
掃は
ら

い
て
聊い
さ
さ

か
鶴か
く

踏と
う

の
枝え
だ

を
煩わ
ず
ら

わ
す

5　

醉
裏
便
成
敧
雪
舞　
　
　

酔す
い

裏り

は
便す
な
わ

ち
雪ゆ
き

を
敧そ
ば
だ

つ
る
舞ぶ

を
成な

し

6　

醒
時
與
作
嘯
風
辭　
　
　

醒せ
い

時じ

は
与と
も

に
風か
ぜ

に
嘯う
そ
ぶ

く
辞じ

を
作な

す

7　

馬
軍
走
送
非
無
意　
　
　

馬ば

軍ぐ
ん　

走は
し

り
て
送お
く

る　

意い　

無な

き
に
非あ
ら

ず

8　

玉
帳
人
閑
合
有
詩　
　

  

玉ぎ
よ
く

帳ち
よ
う　

人ひ
と

は
閑か
ん

に
し
て
合ま
さ

に
詩し

有あ

る
べ
し

〔
原
注
〕　

唐
人
以
荷
葉
爲
酒
杯
、
謂
之
碧
筩
酒
（
唐と
う

人ひ
と

は
荷か

葉よ
う

を
以も
つ

て
酒し
ゆ

杯は
い

を
為つ
く

る
、
之こ
れ

を
碧へ
き

筩と
う

酒し
ゆ

と
謂い

う
）

元
祐
九
年
（
一
〇
九
四
）、
五
十
九
歳
の
作
。

○
中
山　

定
州
の
別
称
。
前
の
詩
（
作
品
番
号
一
九
九
三
）
の
注
を
参
照
。
○
松
醪　

松
脂
ま
た
は
松
花
（
花
粉
）
を
用
い
て
造
る
酒
。
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三
二

「
中
山
松
醪
の
賦
」（『
蘇
軾
文
集
』
巻
一
）
は
、
こ
の
詩
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
、「
通
明
を
盤ば
ん

錯さ
く

に
取

り
、
肪ぼ
う

沢た
く

を
烹ほ
う

熬ご
う

に
出
だ
す
」
と
、
松
か
ら
松
脂
を
取
っ
て
松
醪
を
製
す
る
さ
ま
を
詠
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
い
う
松
醪
は
松
脂

を
用
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
本
草
綱
目
』（
巻
三
四
）
木
部
・
松
の
「
松
脂
」
の
附
方
（
肝
虚
目
泪
）
の
条
に
、
松
脂
を
用
い
て
酒
を

醸
す
記
事
が
み
え
る
。
○
雄
州　

今
の
河
北
省
雄
県
。
○
王
引
進　

王
崇す
う

拯じ
よ
うの
こ
と
。
字あ
ざ
な

は
拯
之
。
宋
の
使
者
と
し
て
遼
に
赴
い
た
こ

と
が
あ
る
。『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
元
祐
四
年
三
月
壬
申
の
条
に
、
王
崇
拯
が
知
雄
州
に
再
任
さ
れ
た
こ
と
が
み
え
る
が
、
そ
れ
以
後
に

つ
い
て
は
記
述
が
な
い
。
引
進
は
、
引
進
使
（
引
進
司
使
）
の
こ
と
。
臣
僚
・
外
国
よ
り
献
上
さ
れ
た
礼
物
の
事
を
司
る
（『
宋
史
』
職

官
志
六
「
客
省
・
引
進
使
」。
な
お
、『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
元
祐
八
年
五
月
辛
巳
の
条
に
、「
王
崇
極0

を
ば
引
進
使
と
為
す
」
と
の
記
述

が
み
え
る
）。

1
○
鬱
鬱　

樹
木
の
こ
ん
も
り
と
盛
ん
に
し
げ
る
さ
ま
。
左
思
「
詠
史　

八
首
」
そ
の
二
（『
文
選
』
巻
二
一
）
に
、「
鬱
鬱
た
り　

澗
底

の
松
、
離
離
た
り　

山
上
の
苗
」
と
あ
る
。「
子
由
が

木
山
に
水
を
引
く

に
和
す
」
詩
の
注
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
一
冊
五
七
五
頁
）

を
参
照
。
○
蒼

「
蒼

の
叟そ
う

」（
青
い
ひ
げ
の
翁
）
は
、
松
の
異
称
。「
仏ぶ
つ

日に
ち

山ざ
ん

の
栄え
い

長
老
の
方
丈　

五
絶
」
そ
の
一
の
注
（『
蘇
東
坡

詩
集
』
第
三
冊
二
三
頁
）
を
参
照
。
2
○
児
嬉　

子
ど
も
の
遊
び
。
子
ど
も
じ
み
た
戯
れ
。「
安あ
ん

惇と
ん

秀
才
が
失
解
し
て
西
に
帰
る
を
送
る
」

詩
の
注
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
二
冊
三
一
頁
）
を
参
照
。
3
○
流
芳
一
句　

流
芳
は
、
よ
い
香
り
を
た
だ
よ
わ
せ
る
こ
と
。
曹
植
「
洛
神

の
賦
」（『
文
選
』
巻
一
九
）
に
、「
椒し
よ
う

塗と

の
郁
烈
な
る
を
践ふ

み
、
こ
う

薄は
く

に
歩
し
て
芳
を
流
す
」（
椒
塗
は
、
山
椒
の
道
。

薄
は
、
香
草

の
茂
み
）
と
あ
る
。
亀
巣
は
、
ハ
ス
の
こ
と
。『
史
記
』
亀
策
列
伝
に
、「
亀
は
千
歳
に
し
て
乃
ち
蓮
葉
の
上
に
遊
ぶ
」
と
あ
る
。「
文
与

可
の

洋
川
の
園
池　

三
十
首

に
和
す
、
か
ん

萏た
ん

亭
」
の
詩
の
注
（『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
四
冊
五
四
頁
）
を
参
照
。
原
注
に
よ
れ
ば
、
一

句
は
ハ
ス
の
葉
を
用
い
た
碧へ
き

筩と
う

酒し
ゆ

に
つ
い
て
述
べ
る
。『
酉
陽
雑
俎
』
巻
七
「
酒
食
」
に
、「
歴
城
の
北
に
使し

君く
ん

林り
ん

有
り
。
魏
の
正せ
い

始し

中
、

鄭て
い

公こ
う

愨か
く　

三
伏
の
際
、
毎つ
ね

に
賓
僚
を
率
い
て
暑
を
此こ
こ

に
避
く
。
大
な
る
蓮
葉
を
取
り
て
硯け
ん

格か
く

の
上
に
置
き
、
酒
二
升
を
盛
り
、
簪
か
ん
ざ
し

を
以

て
葉
を
刺
し
、
柄
と
通
ぜ
し
む
。
屈
茎
の
上
、
輪り
ん

菌き
ん

た
る
こ
と
象
鼻
の
如
く
、
伝
え
て
之
を
噏す

わ
し
め
、
名
づ
け
て
碧
筩
杯
と
為
す
」
と

あ
る
。
青
木
正
児
「
酒
觴
趣
談
」（『
中
華
名
物
考
』
所
収
）
を
参
照
。
4
○
掃
白
一
句　

掃
白
は
、
白
髪
を
黒
く
変
え
る
こ
と
。
杜
甫

「
丈
じ
よ
う

人じ
ん

山ざ
ん

」
詩
（『
杜
詩
詳
注
』
巻
一
〇
）
に
、「
白
髪
を
掃そ
う

除じ
よ

す
る
に
は
黄こ
う

精せ
い

在
り
、君
看み

よ　

他
時　

氷
雪
の
容
を
」
と
あ
る
。
鶴
踏
は
、
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三
三

松
の
こ
と
。『
白
孔
六
帖
』（
巻
一
〇
〇
）
松
柏
「
鶴
棲
」
に
、「
千
歳
の
鶴
は
、
松
柏
に
棲
む
」
と
あ
る
。
5 

6
○
酔
裏
・
醒
時
二
句　

二
句
に
つ
い
て
一
韓
智

は
、「
坡
（
ガ
）
言
（
フ
コ
コ
ロ
）
ハ
、
我
レ
此
ノ
酒
ヲ
飲
（
ン
）
デ
酔
（
ヒ
）
テ
舞
（
フ
）、
則と
き

（
ン
）
バ
其

ノ
ナ
リ
ハ
松
ノ
雪
ニ
敧そ
ば
だ

（
ツ
）
ガ
如
キ
ゾ
。
サ
テ
醒
（
メ
）
テ
吟
詠
ス
ル
、
則
ン
バ
風
ニ
嘯う
そ
ぶク
音
ヲ
ナ
ス
ゾ
」
と
記
す
（『
四
河
入
海
』

巻
二
〇
の
二
）。
7
○
馬
軍　

騎
兵
。
松
醪
を
王
崇
拯
に
届
け
た
騎
馬
の
兵
士
の
こ
と
。
杜
甫
「
厳げ
ん

中ち
ゆ
う

丞じ
よ
う

が
青せ
い

城じ
よ
う

山さ
ん

の
道
士
の
乳に
ゆ
う

酒し
ゆ

一い
つ

瓶ぺ
い

を
送
り
し
を
謝
す
」
詩
（『
杜
詩
詳
注
』
巻
一
一
）
に
、「
鞭
を
鳴
ら
し
走
り
送
ら
し
む
る
は
漁
父
を
憐
れ
む
、
盞
さ
か
ず
き

を
洗
い
開
き
嘗

め
て
馬
軍
に
対
す
」
と
あ
る
。
8
○
玉
帳　

将
軍
の
陣
営
の
と
ば
り
。『
蘇
軾
詩
注
解
（
三
十
）』
に
収
め
る
作
品
番
号
一
九
八
一
の
詩
の

注
を
参
照
。
○
〔
原
注
〕　

3
句
の
注
を
参
照
。
馮
応
榴
は
、
宋
本
の
施
注
に
は
こ
の
注
が
み
え
な
い
こ
と
、
こ
の
故
事
は
唐
人
に
始
ま

る
の
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
、「
舟
を
城
南
に
泛
ぶ
。
会
す
る
者
五
人
、
韻
を
分
か
ち
て
詩
を
作
る
…
…
四
首
」（『
合
注
』
巻
一
九
）
そ

の
三
に
、
既
に
こ
の
故
事
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の
原
注
が
蘇
軾
の
自
注
で
あ
る
か
は
疑
わ
し
い
と
す
る
。

　

青
々
と
し
た
枝
を
鬱
蒼
と
茂
ら
せ
る
千
年
の
姿
の
松
が
、
い
た
ず
ら
っ
気
を
起
こ
し
て
一
杯
の
酒
の
中
に
入
っ
て
や
っ
て
来
て

く
れ
た
。
松
醪
は
芳
し
い
香
り
を
た
て
る
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
蓮
の
葉
を
酒
杯
と
す
る
ま
で
も
な
い
。
そ
の
力
を
借
り
れ
ば
白
髪
を

一
掃
す
る
こ
と
だ
っ
て
で
き
る
と
い
う
も
の
。

　

酔
っ
て
舞
を
ま
え
ば
、
そ
の
姿
は
あ
た
か
も
降
る
雪
の
な
か
で
風
に
傾
く
松
さ
な
が
ら
。
醒
め
て
う
た
え
ば
、
松
籟
を
受
け
て

う
そ
ぶ
く
か
の
よ
う
な
詩
が
で
き
る
。
さ
て
そ
の
松
醪
を
、走
り
使
い
の
騎
兵
に
託
し
て
お
送
り
す
る
の
は
考
え
あ
っ
て
の
こ
と
。

陣
営
の
帳
の
な
か
は
さ
ぞ
平
安
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
ら
、
酒
杯
を
手
に
の
ん
び
り
と
詩
を
お
作
り
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

 

（
担
当　
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淳
）


