
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

黄庭堅と「竹枝詞」

蒙, 顕鵬
九州大学大学院人文科学府 : 博士後期課程

https://doi.org/10.15017/1792145

出版情報：中国文学論集. 45, pp.75-90, 2016-12-25. 九州大学中国文学会
バージョン：
権利関係：



黄
庭
堅
と
「
竹
枝
詞
」

75

蒙

　

顕

鵬

黄
庭
堅
と
「
竹
枝
詞
」

一
　
黄
庭
堅
の
左
遷
と
竹
枝
詞

紹
聖
元
年
（
一
〇
九
四
）︑
黄
庭
堅
は
『
神
宗
実
録（
１
）』
に
お
い
て
新
法
を
非
難
し
た
罪
で
︑
涪
州
別
駕
・
黔
州
安
置
を
命
じ
ら
れ
た
︒

十
二
月
に
都
開
封
に
近
い
陳
留
を
出
発
︑
翌
紹
聖
二
年
四
月
︑
兄
の
黄
大
臨
と
と
も
に
黔
州
（
現
重
慶
市
彭
水
県
）
に
到
着
し
た
︒
そ

の
途
中
︑
彼
は
「
竹
枝
詞
」
を
二
首
創
作
し
て
い
る
︒「
竹
枝
詞
」
は
ま
た
の
名
を
「
竹
枝
歌
」
と
も
称
し
︑
そ
の
詩
型
は
七
言
絶
句
に

近
く
民
歌
を
模
し
た
詩
体
で
あ
る
︒
唐
代
か
ら
宋
代
に
か
け
て
こ
の
歌
謡
の
創
作
範
囲
は
︑
四
川
省
を
下
り
︑
江
南
地
方
に
ま
で
及
ぶ

長
江
流
域
と
推
定
さ
れ
て
い
る（
２
）︒

撑
崖
拄
谷
蝮
蛇
愁
　
入
箐
攀
天
猿
掉
頭
　
　
　
崖
に
撑つ
か

へ
谷
に
拄つ
か

へ
　
蝮
蛇
も
愁
ふ
︑
箐せ
ん

に
入
り
天
に
攀よ

じ
　
猿
も
頭
を
掉ふ

る
︒

鬼
門
關
外
莫
言
遠
　
五
十
三
驛
是
皇
州
　
　
　
鬼
門
関
外
　
遠
し
と
言
ふ
莫
か
れ
︑
五
十
三
駅
　
是
れ
皇
州
︒

浮
雲
一
百
八
盤
縈
　
落
日
四
十
八
渡
明
　
　
　
浮
雲
　
一
百
八
盤
に
縈ま
と

ひ
︑
落
日
　
四
十
八
渡
に
明
ら
か
な
り
︒

鬼
門
關
外
莫
言
遠
　
四
海
一
家
皆
弟
兄
　
　
　
鬼
門
関
外
　
遠
し
と
言
ふ
莫
か
れ
︑
四
海
一
家
　
皆
弟
兄
︒ 

 
 

（「
竹
枝
詞
二
首
」『
山
谷
詩
集
注（
３
）』
巻
十
二
）

崖
や
谷
の
峻
険
さ
は
蛇
の
愁
い
を
誘
い
︑
森
林
は
天
に
届
く
ほ
ど
に
密
生
し
︑
猿
も
恐
怖
の
あ
ま
り
に
首
を
振
っ
て
し
ま
う
︒
こ
の

鬼
門
関
の
道
の
り
が
遠
い
こ
と
を
言
わ
な
い
で
ほ
し
い
︑
京
都
ま
で
は
五
十
三
駅
し
か
な
い
の
だ
か
ら
︑
と
詩
人
は
慰
め
て
い
る
︒
黄
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庭
堅
兄
弟
は
首
都
と
一
〇
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
た
黔
州
に
赴
い
た
わ
け
で
あ
り
︑
慰
め
の
言
葉
の
中
に
無
力
感
が
漂
う
の
は

已
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
第
二
首
は
途
中
通
過
し
た
辺
鄙
な
場
所
と
し
て
一
百
八
盤
（
湖
北
恩
施
市
南
陵
県
南
陵
山
中
に
地
名

が
残
る
）
及
び
四
十
八
渡
（
現
重
慶
市
南
川
馬
嘴
山
付
近
）
の
浮
雲
と
落
日
を
描
写
す
る
︒
こ
れ
は
︑
李
白
の
「
浮
雲
遊
子
の
意
︑
落

日
故
人
の
情
」（「
送
友
人
」）
を
踏
ま
え
︑
漂
泊
と
離
別
の
情
を
表
現
し
て
い
る
︒
第
三
句
は
前
詩
の
第
三
句
を
踏
襲
し
︑
第
四
句
は

「
君
子
敬
し
み
て
失
無
く
︑
人
に
与
し
︑
恭
し
く
し
て
礼
有
ら
ば
︑
四
海
の
内
︑
皆
兄
弟
と
為
る
な
り
︒
君
子
何
ぞ
兄
弟
無
き
を
患
へ
ん

や
」
と
い
う
『
論
語
』
顔
淵
篇
の
言
葉
を
引
用
し
て
︑
私
は
遠
い
黔
州
に
左
遷
さ
れ
て
も
︑
き
っ
と
現
地
の
人
々
は
私
を
兄
弟
と
し
て

付
き
合
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
ら
︑
心
配
は
要
ら
な
い
と
兄
を
慰
め
て
い
る
︒

な
お
︑
こ
の
「
竹
枝
詞
」
二
首
に
は
注
意
す
べ
き
と
こ
ろ
が
い
く
つ
か
あ
る
︒
ま
ず
は
そ
の
地
名
の
多
用
で
あ
る
︒
第
一
首
に
は
蛇

倒
退
・
胡
孫
愁
・
鬼
門
関
︑
第
二
首
に
一
百
八
盤
・
四
十
八
渡
・
鬼
門
関
の
計
五
つ（
４
）が
確
認
で
き
る
︒
こ
れ
は
恐
ら
く
彼
ら
の
実
際
の

行
程
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
黄
庭
堅
は
こ
の
旅
路
を
回
想
し
た
文
章
を
九
年
後
の
崇
寧
元
年
（
一
一
〇
二
）
に
残
し
て
い
る
︒

初
元
明
自
陳
留
出
尉
氏
︑
許
昌
︑
渡
漢
︑
江
陵
上
夔
峽
︑
過
一
百
八
盤
︑
渉
四
十
八
渡
︑
送
余
安
置
于
摩
圍
山
之
下
︒
淹
留
數
月

不
忍
別
︑
士
大
夫
共
慰
勉
之
︑
乃
肯
行
︒

 
 

初
め
元
明
︑
陳
留
よ
り
尉
氏
︑
許
昌
を
出
で
︑
漢
を
渡
り
︑
江
陵
よ
り
夔
峡
を
上
り
︑
一
百
八
盤
を
過
ぎ
︑
四
十
八
渡
を
渉
り
︑

余
の
摩
囲
山
の
下
に
安
置
せ
ら
る
る
を
送
る
︒
淹
留
す
る
こ
と
数
月
︑
別
る
る
に
忍
び
ず
︑
士
大
夫
と
共
に
慰
め
て
こ
れ
を
勉は
げ

ま
し
︑
乃
ち
行
く
こ
と
を
肯
ず
︒   

（「
書
萍
郷
縣
廳
記
」『
黄
庭
堅
全
集
』
正
集
巻
二
十
）

文
中
で
は
兄
弟
二
人
の
苛
刻
な
道
程
が
つ
ぶ
さ
に
描
か
れ
て
い
る
︒
到
着
後
︑
兄
は
数
个
月
黔
州
に
滞
在
し
︑
黄
庭
堅
と
別
離
を
惜

し
み
︑
周
り
の
士
士
大
夫
た
ち
か
ら
慰
め
ら
れ
て
よ
う
や
く
帰
途
に
立
っ
た
と
い
う
︒

一
方
︑
地
名
は
同
時
に
双
関
語
（
い
わ
ゆ
る
掛
詞
）
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
る
︒「
撑
崖
拄
谷
蝮
蛇
愁
」
が
三
峡
の
地
名
で
あ
る
と
同

時
に
「
蝮
蛇
も
愁
う
」
ほ
ど
険
し
い
場
所
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
ほ
か
︑「
入
箐
攀
天
猿
掉
頭
」
の
「
猿
も
首
を
回
す
」
ほ
ど
高
い

と
い
う
発
想
も
ま
た
三
峡
の
地
名
の
「
胡
孫
愁
」
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
「
鬼
門
関
」
は
︑
伝
説
上
命
を
失
う
場

所
と
さ
れ
る
鬼
門
を
連
想
さ
せ
る
︒
竹
枝
詞
で
は
現
地
の
地
名
を
用
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
が
︑
そ
の
地
名
が
持
つ
字
面

上
の
意
味
を
作
品
中
に
反
映
さ
せ
る
点
は
黄
庭
堅
の
く
ふ
う
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
な
お
︑
双
関
語
の
巧
み
な
例
と
し
て
劉
禹
錫
「
竹
枝
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詞
」
の
「
東
邊
日
出
西
邊
雨
︑
道
是
無
晴
却
有
晴
（
東
辺
日
出
で
て
西
辺
雨
ふ
り
︑
道
ふ
な
ら
く
是
れ
晴
れ
無
き
も
却
て
晴
れ
有
り（
５
））」

が
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
が
︑
黄
庭
堅
も
双
関
語
を
多
用
し
て
い
る
︒

黄
庭
堅
は
︑
こ
の
「
竹
枝
詞
」
二
首
を
作
っ
て
ま
も
な
く
︑
夢
の
世
界
で
大
詩
人
の
李
白
と
出
会
い
︑
李
白
か
ら
口
述
で
三
首
の
「
竹

枝
詞
」
を
教
え
ら
れ
た
と
い
う
︒

予
既
作
竹
枝
詞
︑
夜
宿
歌
羅
驛
︑
夢
李
白
相
見
於
山
間
曰
︑
予
往
謫
夜
郎
︑
於
此
聞
杜
鵑
︑
作
竹
枝
詞
三
疊
︑
世
傳
之
不
︒
子
細

憶
集
中
無
有
︑
請
三
誦
乃
得
之
︒

 
 

予
既
に
「
竹
枝
詞
」
を
作
り
︑
夜
に
歌
羅
駅
に
宿
す
︑
夢
に
李
白
と
山
間
に
相
見
え
て
曰
く
︑「
予
往か
つ

て
夜
郎
に
謫
せ
ら
れ
︑
此

に
於
て
杜
鵑
を
聞
き
︑「
竹
枝
詞
」
三
畳
を
作
る
︒
世
に
之
を
伝
ふ
や
否
や
︒」
子
細
に
集
中
に
有
る
無
し
を
憶
ひ
︑
三
誦
せ
ん

こ
と
を
請
う
て
乃
ち
之
を
得
た
り
︒   

（『
山
谷
詩
集
注
』
巻
十
二
）

こ
の
長
い
文
章
が
︑
夢
中
に
李
白
よ
り
授
け
ら
れ
た
竹
枝
詞
三
首
に
着
想
を
得
た
作
品
の
詩
題
で
あ
る
︒「
夢
中
得
句
」
の
詩
句
の
所

有
権
に
つ
い
て
浅
見
洋
二
氏
に
専
論
が
あ
り（
６
）︑
こ
の
作
品
は
黄
庭
堅
本
人
の
作
品
と
し
て
認
め
て
よ
い
の
か
微
妙
な
問
題
が
あ
る
が
︑

こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
こ
の
三
首
の
詩
を
黄
庭
堅
自
身
の
作
品
と
し
て
取
り
扱
う
︒
其
の
一
を
見
て
み
よ
う
︒

一
聲
望
帝
花
片
飛
　
萬
里
明
妃
雪
打
圍
　
　
　
一
声
の
望
帝
　
花
片
飛
ぶ
︑
万
里
の
明
妃
　
雪
に
打だ

囲ゐ

す
︒

馬
上
胡
兒
那
解
聽
　
琵
琶
應
道
不
如
歸
　
　
　
馬
上
の
胡
児
　
那い
づ
くん
ぞ
聴
く
こ
と
を
解
せ
ん
︑
琵
琶
応
に
不
如
帰
と
道
ふ
べ
し
︒

遠
い
蕃
夷
の
地
へ
追
放
さ
れ
た
主
人
公
（
李
白
も
黄
庭
堅
も
）
は
︑
都
か
ら
万
里
の
彼
方
で
匈
奴
と
結
婚
し
た
王
昭
君
を
連
想
す
る

の
で
あ
る
︒
望
帝
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
別
名
で
︑
そ
の
声
は
「
不
如
帰
去
（
帰
る
に
如
か
ず
）」
と
鳴
く
と
さ
れ
︑
宋
代
の
詩
歌
で
は
よ
く

故
郷
を
思
う
隠
喩
と
し
て
取
り
込
ま
れ
る（
７
）︒
一
方
︑
望
帝
は
「
皇
帝
を
望
む
」
と
い
う
字
面
上
の
意
味
も
含
ん
だ
双
関
語
で
あ
り
︑
都

（
皇
城
）
を
連
想
さ
せ
や
す
い
︒
詩
の
大
意
は
︑
王
昭
君
が
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
声
「
不
如
帰
去
」
を
聞
き
︑
望
郷
の
念
に
惹
か
れ
て
︑
琵
琶

の
音
に
郷
愁
を
託
す
が
︑
匈
奴
の
人
は
野
蛮
な
の
で
︑
そ
の
意
味
を
理
解
で
き
な
い
︑
と
い
う
︒
次
に
其
の
二
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒

竹
竿
坡
面
蛇
倒
退
　
摩
圍
山
腰
胡
孫
愁
　
　
　
竹
竿
の
坡
面
　
蛇
倒
退
し
︑
摩
囲
の
山
腰
　
胡
孫
愁
ふ
︒

杜
鵑
無
血
可
續
淚
　
何
日
金
雞
赦
九
州
　
　
　
杜
鵑
　
血
の
涙
を
続
く
可
き
無
し
︑
何
れ
の
日
か
金
鶏
　
九
州
に
赦
さ
れ
ん
︒

一
・
二
句
は
竹
竿
坡
・
蛇
倒
退
・
摩
囲
山
（
現
重
慶
市
彭
水
縣
に
あ
る
）・
胡
孫
愁
と
い
う
四
つ
の
地
名
を
詠
み
込
ん
で
い
る
︒
蛇
倒
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退
・
胡
孫
愁
は
前
述
の
よ
う
に
双
関
語
で
あ
り
︑
三
峡
の
険
し
い
地
形
を
表
現
す
る
︒
三
・
四
句
は
李
白
の
「
我
愁
遠
謫
夜
郎
去
︑
何

日
金
鶏
放
赦
回
（
我
は
愁
う
遠
謫
夜
郎
に
去
る
を
︑
何
れ
の
日
か
金
鶏
放
赦
し
て
回
ら
ん
）」（「
流
夜
郎
贈
辛
判
官
」
詩
）
を
踏
ま
え

る
︒
其
の
一
と
同
じ
く
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
啼
く
声
を
聞
い
て
か
ら
の
発
想
で
あ
り
︑
こ
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
あ
ま
り
の
悲
し
み
の
た
め
に
す

で
に
血
の
涙
を
流
し
尽
く
し
た
が
︑
い
つ
の
日
に
か
天
下
に
大
赦
が
行
な
わ
れ
︑
こ
の
身
の
罪
が
赦
さ
れ
る
の
か
︑
と
い
う
や
や
絶
望

的
な
心
情
を
表
現
し
て
い
る
︒
次
に
其
の
三
︒

命
輕
人
鮓
甕
頭
船
　
日
瘦
鬼
門
關
外
天
　
　
　
命
は
軽
し
　
人
鮓
甕
頭
の
船
︑
日
は
瘦
す
　
鬼
門
関
外
の
天
︒

北
人
墮
淚
南
人
笑
　
青
壁
無
梯
聞
杜
鵑
　
　
　
北
人
　
涙
を
堕
せ
ば
　
南
人
笑
ふ
︑
青
壁
梯
無
く
杜
鵑
を
聞
く
︒

詩
中
の
鮓
甕
頭
（
現
湖
北
省
秭
帰
県
の
西
郊
）
は
三
峡
の
な
か
に
あ
る
船
の
難
所
を
指
し
︑
溺
れ
た
人
が
鮓
詰
め
に
な
る
と
比
喩
さ

れ
る
︒
鬼
門
関
は
あ
ま
り
に
遠
く
て
︑
そ
の
上
の
太
陽
は
痩
せ
る
よ
う
に
見
え
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
険
し
い
場
所
で
も
現
地
の

人
は
平
気
に
笑
っ
て
暮
ら
す
が
︑
北
か
ら
初
め
て
こ
こ
に
来
れ
ば
涙
を
流
す
ば
か
り
で
︑
そ
の
前
途
も
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
ホ
ト
ト
ギ

ス
の
鳴
き
声
（
不
如
帰
去
）
が
耳
に
届
く
︒
こ
こ
は
劉
禹
錫
の
「
竹
枝
詞
九
首
」
其
の
一
「
南
人
上
來
歌
一
曲
︑
北
人
莫
上
動
郷
情
」

（
南
人
上の
ぼ

り
来
り
て
歌
一
曲
︑
北
人
上の
ぼ

る
莫
く
郷
情
を
動
か
す
）
を
意
識
し
て
い
る
︒
環
境
・
風
俗
の
大
き
な
隔
た
り
に
よ
る
恐
怖
と
孤

独
感
︑
郷
愁
そ
し
て
朝
廷
へ
の
名
残
り
惜
し
さ
が
主
人
公
の
心
に
湧
き
上
が
っ
て
く
る
︒
以
上
の
よ
う
に
︑
黄
庭
堅
の
「
竹
枝
詞
」
に

は
彼
の
左
遷
行
へ
の
辛
い
思
い
が
強
く
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

二
　
歌
と
し
て
の
竹
枝
詞

黄
庭
堅
は
竹
枝
詞
を
作
っ
た
き
っ
か
け
に
つ
い
て
︑
前
掲
の
「
竹
枝
詞
二
首
」
の
跋
文
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

予
自
荊
州
上
峽
入
黔
中
︑
備
嘗
山
川
險
阻
︒
因
作
二
疊
︑
傳
與
巴
娘
︑
令
以
竹
枝
歌
之
︒
前
一
疊
可
和
云
︑
鬼
門
關
外
莫
言
遠
︑

五
十
三
驛
是
皇
州
︒
後
一
疊
可
和
云
︑
鬼
門
關
外
莫
言
遠
︑
四
海
一
家
皆
弟
兄
︒

 
 

予
　
荊
州
よ
り
峡
を
上
り
黔
中
に
入
り
︑
備つ
ぶ
さに
山
川
の
険
阻
を
嘗
む
︒
因
り
て
二
畳
を
作
り
︑
巴
娘
に
伝
与
し
︑「
竹
枝
」
を
以

て
之
を
歌
は
し
む
︒
前
の
一
畳
は
︑
和
し
て
「
鬼
門
関
外
莫
言
遠
︑
五
十
三
駅
是
皇
州
」
と
云
ふ
ベ
し
︒
後
の
一
畳
は
︑
和
し
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て
「
鬼
門
関
外
莫
言
遠
︑
四
海
一
家
皆
弟
兄
」
と
云
ふ
ベ
し
︒   

（「
跋
竹
枝
詞
二
首
」『
山
谷
詩
集
注
』
巻
十
二
）

黄
庭
堅
は
荊
州
か
ら
三
峡
に
遡
っ
て
黔
州
に
行
く
途
中
︑「
竹
枝
詞
」
二
首
を
作
り
︑
後
に
巴
娘
（
黔
州
の
若
い
歌
妓
）
に
現
地
の

「
竹
枝
歌
」
の
詠
じ
方
に
従
っ
て
詠
わ
せ
た
と
い
う
︒
そ
の
具
体
的
な
「
畳
」
の
歌
い
方
は
現
在
に
は
伝
わ
ら
な
い
が
︑「
竹
枝
詞
」
が

歌
詞
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
︒
更
に
例
を
挙
げ
る
︒

荔
子
陰
成
棠
棣
愛
　
竹
枝
歌
是
去
思
謡
　
　
　
荔
子
陰
は
棠
棣
の
愛
に
成
り
︑
竹
枝
歌
は
是
れ
去
思
の
謡
な
り
︒ 

 
 

（「
送
曹
黔
南
口
號
」『
山
谷
外
集
詩
注
』
巻
十
七
）

こ
れ
は
黔
州
滞
在
中
の
詩
句
で
あ
り
︑
こ
の
曹
黔
南
が
書
い
た
「
竹
枝
歌
」
は
︑「
去
思
」
す
な
わ
ち
郷
愁
を
表
し
た
歌
で
あ
る
と
い

う
︒
こ
こ
か
ら
は
「
竹
枝
詞
」
と
い
う
名
称
か
ら
︑
歌
の
あ
る
種
の
性
質
が
導
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

黔
州
に
到
着
し
た
紹
聖
二
年
︑
黄
庭
堅
は
さ
ら
に
二
首
の
「
竹
枝
詞
」
を
詠
ん
で
い
る
︒

三
峽
猿
聲
淚
欲
流
　
夔
州
竹
枝
解
人
愁
　
　
　
三
峽
の
猿
声
　
淚
流
れ
ん
と
欲
し
︑
夔
州
の
竹
枝
　
人
の
愁
ひ
を
解
く
︒

渠
儂
自
有
回
天
力
　
不
學
垂
楊
繞
指
柔
　
　
　
渠
儂
自
ら
回
天
の
力
有
り
︑
学
ば
ず
　
垂
楊
の
指
を
繞
り
て
柔
ら
か
き
を
︒ 

 
 

（「
竹
枝
詞
二
首
」
其
一
『
山
谷
別
集
詩
注
』
巻
一
）

三
峡
の
猿
の
啼
く
声
を
聞
き
︑
人
は
涙
を
流
す
ほ
ど
物
寂
し
く
感
じ
る
︒
夔
州
（
現
重
慶
市
奉
節
県
）
の
「
竹
枝
詞
」
は
そ
の
哀
愁

を
解
く
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の
歌
は
天
地
を
回
転
さ
せ
る
ほ
ど
の
力
を
持
ち
︑
柔
弱
な
柳
の
よ
う
で
は
な
い
︒
こ
の
「
垂
楊
」
も
双
関

語
で
あ
り
︑
柳
の
意
味
と
同
時
に
歌
曲
の
「
楊
柳
枝
」
の
こ
と
を
指
す（
８
）︒

塞
上
柳
枝
且
莫
歌
　
夔
州
竹
枝
奈
愁
何
　
　
　
塞
上
の
柳
枝
　
且
く
歌
ふ
莫
か
れ
︑
夔
州
の
竹
枝
　
愁
を
奈
何
せ
ん
︒

虛
心
相
待
莫
相
誤
　
歳
寒
望
君
一
來
過
　
　
　
虚
心
　
相
待
ち
て
相
誤
つ
莫
れ
︑
歳
寒
に
君
の
一
た
び
来
過
す
る
を
望
む
︒ 

 
 

（「
竹
枝
詞
二
首
」
其
二
『
山
谷
詩
別
集
』
巻
一
）

こ
の
作
も
「
竹
枝
詞
」
と
「
楊
柳
枝
」
の
比
較
で
あ
る
︒「
楊
柳
枝
」
を
歌
わ
ず
︑「
竹
枝
詞
」
こ
そ
が
哀
愁
を
解
く
こ
と
が
で
き
る

こ
と
を
述
べ
る
︒
私
は
竹
の
よ
う
に
虚
心
で
君
と
付
き
合
い
︑
そ
し
て
竹
の
よ
う
な
気
骨
を
持
っ
て
君
の
来
訪
を
待
っ
て
い
る
︒
第
三
・

四
句
に
お
い
て
竹
を
連
想
さ
せ
る
表
現
を
用
い
る
の
も
「
竹
枝
詞
」
の
「
竹
」
の
文
字
か
ら
の
着
想
で
あ
る
︒
こ
の
内
容
は
︑
左
遷
さ

れ
た
元
祐
旧
党
の
他
の
同
志
た
ち
を
心
配
し
た
も
の
だ
と
推
察
さ
れ
る
︒
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と
こ
ろ
で
︑
第
一
首
で
は
「
竹
枝
詞
」
に
つ
い
て
「
楊
柳
枝
」
よ
り
も
力
が
あ
り
柔
軟
な
性
質
で
は
な
い
と
の
評
価
を
与
え
て
い
る
︒

こ
れ
は
「
竹
枝
詞
」
の
曲
調
に
根
ざ
し
た
発
言
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
︒
例
え
ば
劉
禹
錫
の
「
竹
枝
詞
九
首
」
の
序
に
も
︑

聆
其
音
︑
中
黄
鐘
之
羽
︑
卒
章
激
訐
如
呉
聲
︒

 
 

其
の
音
を
聆
け
ば
︑
黄
鐘
の
羽
に
中
た
り
︑
卒
章
は
激
訐
と
し
て
呉
声
の
如
し
︒

と
「
竹
枝
詞
」
の
声
調
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
︒「
黄
鐘
の
羽
」
は
平
穏
な
中
に
激
し
い
声
調
を
有
す
る
も
の
で
あ

り
︑「
卒
章
激
訐
」
も
竹
枝
詞
の
終
末
部
の
音
の
激
し
さ
を
指
し
て
い
る
︒
黄
庭
堅
の
「
竹
枝
詞
」
も
唐
代
の
そ
れ
と
同
じ
く
︑
激
昂
の

音
調
と
い
う
性
質
を
保
持
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
そ
れ
は
音
楽
と
し
て
の
音
調
で
あ
り
︑
文
字
と
し
て
の
流
れ
は
ど
の
よ
う
に
築
き
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

例
え
ば
︑
言
葉
の
重
複
は
重
要
な
要
素
の
一
つ
で
あ
ろ
う
︒「
鬼
門
關
外
莫
言
遠
︑
五
十
三
驛
是
皇
州
」
と
「
鬼
門
關
外
莫
言
遠
︑
四
海

一
家
皆
弟
兄
」
と
を
見
る
と
︑
第
一
首
の
第
三
句
は
同
じ
く
第
二
首
の
第
三
句
に
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
「
杜
鵑
無
血
可

續
淚
」「
青
壁
無
梯
聞
杜
鵑
」
の
よ
う
に
杜
鵑
が
頻
出
し
た
り
︑「
夔
州
竹
枝
解
人
愁
」「
夔
州
竹
枝
奈
愁
何
」
は
表
現
が
近
似
す
る
な

ど
︑
文
字
の
重
複
に
よ
っ
て
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
築
こ
う
と
し
た
努
力
も
窺
わ
れ
る
︒
い
ず
れ
も
劉
禹
錫
の
「
竹
枝
詞
九
首
」
其
の
六
・
其

の
七
の
第
三
・
四
句
「
懊
惱
人
心
不
如
石
︑
少
時
東
去
復
西
來
（
懊
悩
す
人
心
は
石
に
如
か
ず
︑
少
時
は
東
に
去
き
て
復
た
西
に
来
る

を
）」
及
び
「
長
恨
人
心
不
如
水
︑
等
閒
平
地
起
波
瀾
（
長
く
恨
む
人
心
は
水
に
如
か
ず
︑
等
閒
に
平
地
に
波
瀾
を
起
こ
す
を
）」
に
倣
っ

た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
な
文
字
に
よ
る
音
律
の
構
成
は
︑
彼
の
後
年
の
作
品
︑
と
り
わ
け
七
言
絶
句
の
連
作
の
中
に
も
継
続
し
て

見
ら
れ
る
︒
例
え
ば
「
病
來
十
日
不
舉
酒
二
首
」（『
山
谷
詩
集
注
』
巻
十
八
）
に
︑
次
の
よ
う
に
見
え
る
︒

病
來
十
日
不
舉
酒
　
回
施
青
春
與
後
生
　
　
　
病
来
十
日
　
酒
を
挙
げ
ず
︑
青
春
を
回
施
し
て
後
生
に
与
へ
ん
︒

滿
袖
東
風
愜
人
意
　
見
君
詩
與
字
俱
清
　
　
　
満
袖
の
東
風
　
人
の
意
に
愜
ふ
︑
君
が
詩
と
字
の
俱
に
清
き
を
見
れ
ば
な
り
︒

病
來
十
日
不
舉
酒
　
獨
卧
南
牀
春
草
生
　
　
　
病
来
十
日
　
酒
を
挙
げ
ず
︑
独
り
南
床
に
臥
し
て
　
春
草
生
ず
︒

承
君
折
送
袁
家
紫
　
令
我
興
發
郎
官
清
　
　
　
君
が
袁
家
紫
を
折
り
送
る
を
承
け
︑
我
を
し
て
興
を
郎
官
清
に
発
せ
し
む
︒

後
篇
の
第
二
句
は
謝
霊
運
の
「
池
塘
生
春
草
」（「
登
池
上
樓
」
詩
）
を
意
識
す
る
句
で
あ
り
︑
兄
弟
愛
の
詩
で
あ
ろ
う
︒
私
は
病
気
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に
な
っ
て
か
ら
十
日
間
酒
を
飲
ま
ず
に
い
る
が
︑
こ
の
よ
う
な
辛
い
生
活
の
中
で
君
の
詩
と
書
蹟
を
見
て
︑
私
は
心
地
よ
く
な
っ
た
︒

ま
た
︑
私
は
病
気
中
で
酒
を
飲
め
な
い
が
︑
君
が
牡
丹
（
袁
家
紫
）
を
送
っ
て
き
た
の
で
︑
私
は
あ
ま
り
に
う
れ
し
く
て
︑
酒
を
飲
め

る
気
が
し
て
き
た
︒
こ
の
よ
う
に
「
病
來
十
日
不
舉
酒
」
句
が
一
字
も
変
え
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
二
詩
の
首
句
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
で
︑

詩
巻
や
牡
丹
を
受
け
取
っ
た
心
情
を
際
だ
た
せ
て
い
る
︒
ま
た
︑「
題
王
居
士
所
藏
王
友
畫
桃
杏
花
二
首
」（『
山
谷
外
集
詩
注
』
巻
七
）

に
は
次
の
よ
う
に
詠
わ
れ
て
い
る
︒

凌
雲
一
笑
見
桃
花
　
三
十
年
來
始
到
家
　
　
　
凌
雲
一
笑
し
て
桃
花
を
見
︑
三
十
年
来
　
始
め
て
家
に
到
る
︒

從
此
春
風
春
雨
後
　
亂
隨
流
水
到
天
涯
　
　
　
此
れ
よ
り
春
風
春
雨
の
後
︑
乱
れ
て
流
水
に
随
ひ
て
天
涯
に
至
ら
ん
︒

凌
雲
見
桃
萬
事
無
　
我
見
杏
花
心
亦
如
　
　
　
凌
雲
　
桃
を
見
て
万
事
無
し
︑
我
　
杏
花
を
見
て
心
も
亦え
き

如じ
よ

た
り
︒

從
此
華
山
圖
籍
上
　
更
添
潘
閬
倒
騎
驢
　
　
　
此
れ
よ
り
華
山
図
籍
の
上
︑
更
に
潘
閬
の
倒
に
驢
に
騎
る
を
添
へ
ん
︒

其
一
は
王
朴
居
士
の
所
蔵
す
る
絵
の
桃
花
を
見
て
︑
三
十
年
間
悟
ら
な
っ
か
た
が
︑
い
ま
よ
う
や
く
「
拈
華
微
笑
」
の
よ
う
に
悟
っ

た
︒
こ
れ
か
ら
︑
桃
花
の
花
ひ
ら
の
よ
う
に
︑
水
に
任
せ
て
天
涯
に
行
き
︑
執
着
が
な
く
な
っ
た
︒
こ
れ
は
白
居
易
の
「
歸
去
誠
可
憐
︑

天
涯
住
亦
得
（
帰
り
去
く
は
誠
に
憐
れ
む
べ
き
な
る
も
︑
天
涯
住
す
る
も
亦
た
得
た
り
）」（「
委
順
」
詩
）
を
意
識
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

其
二
も
杏
花
を
見
て
悟
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
︒
私
は
こ
れ
か
ら
︑
宋
初
の
詩
人
潘
閬
の
よ
う
に
︑
驢
馬
の
歩
に
任
せ
て
︑
ど
こ
へ
行
っ

て
も
構
わ
な
い
︑
自
由
自
在
の
生
活
を
送
り
た
い
︑
と
詠
嘆
す
る
︒
こ
こ
で
の
「
凌
雲
一
笑
見
桃
花
」
と
「
凌
雲
見
桃
萬
事
無
」︑「
從

此
春
風
春
雨
後
」
と
「
從
此
華
山
圖
籍
上
」
と
の
構
造
は
非
常
に
近
く
︑
字
句
の
音
律
を
強
く
意
識
し
て
い
る
︒

ま
た
︑「
戲
詠
零
陵
李
宗
古
居
士
家
馴
鷓
鴣
二
首
」（『
山
谷
詩
集
注
』
巻
二
十
）
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

山
雌
之
弟
竹
雞
兄
　
乍
入
雕
籠
便
不
驚
　
　
　
山
雌
の
弟
　
竹
雞
の
兄
︑
乍
ち
雕
籠
に
入
り
て
　
便
ち
驚
か
ず
︑

此
鳥
爲
公
行
不
得
　
報
晴
報
雨
總
同
聲
　
　
　
此
の
鳥
　
公
の
行
く
を
得
ざ
る
が
為
に
︑
晴
を
報
じ
雨
を
報
じ
て
総
て
同
声
︒

眞
人
夢
出
大
槐
宮
　
萬
里
蒼
梧
一
洗
空
　
　
　
真
人
　
夢
に
大
槐
宮
に
出
で
︑
万
里
の
蒼
梧
　
一
洗
し
て
空
し
︒

終
日
憂
兄
行
不
得
　
鷓
鴣
應
是
鼻
亭
公
　
　
　
終
日
兄
の
行
く
を
得
ざ
る
を
憂
ひ
︑
鷓
鴣
は
応
に
是
れ
鼻
亭
公
な
る
べ
し
︒
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鷓
鴣
の
鳴
く
声
は
「
行
不
得
也
哥
哥
」
の
音
に
近
く
︑
お
の
ず
と
旅
の
苦
労
を
連
想
し
や
す
い
︒
こ
の
鳥
は
君
の
旅
を
心
配
す
る
た

め
に
︑
雨
で
も
晴
れ
で
も
毎
日
ひ
た
す
ら
「
行
不
得
」
と
鳴
い
て
い
る
︒
其
二
は
零
陵
に
上
古
の
舜
と
鼻
亭
公
に
封
じ
ら
れ
た
弟
の
象

を
連
想
し
て
い
る
︒
兄
の
舜
は
遠
く
万
里
の
蒼
梧
ま
で
視
察
に
行
き
そ
こ
で
崩
じ
た
︒「
行
不
得
」
と
鳴
く
鷓
鴣
は
当
然
弟
の
象
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
︒
其
一
の
第
三
句
「
此
鳥
爲
公
行
不
得
」
と
其
二
の
第
三
句
「
終
日
憂
兄
行
不
得
」
と
は
ま
た
非
常
に
近
似
し

た
構
造
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
詩
全
体
は
遊
戯
性
を
持
ち
︑
旅
人
を
憂
う
鷓
鴣
の
姿
が
印
象
深
く
描
写
さ
れ
る
︒
ま
た
︑「
四
休
居
士

詩
」（『
山
谷
詩
集
注
』
巻
十
九
）
其
二
と
其
三
を
見
て
み
よ
う
︒

無
求
不
著
看
人
面
　
有
酒
可
以
留
人
嬉
　
　
　
求
む
る
無
く
著
せ
ず
　
人
面
を
看
る
を
︑
酒
有
ら
ば
以
て
人
を
留
め
て
嬉
ぶ
可
し
︒

欲
知
四
休
安
樂
法
　
聽
取
山
谷
老
人
詩
　
　
　
四
休
安
楽
の
法
を
知
ら
ん
と
欲
せ
ば
︑
聴
取
せ
よ
　
山
谷
老
人
の
詩
を
︒

一
病
能
惱
安
樂
性
　
四
病
長
作
一
生
愁
　
　
　
一
病
能
く
安
楽
の
性
を
悩
ま
す
︑
四
病
　
長
く
一
生
の
愁
を
作
す
︒

借
問
四
休
何
所
好
　
不
令
一
點
上
眉
頭
　
　
　
借
問
す
　
四
休
　
何
れ
か
好
き
所
ぞ
︑
一
点
を
し
て
眉
頭
に
上
ら
し
め
ず
︒

黄
庭
堅
の
序
に
よ
れ
ば
︑「
四
休
」
は
「
麤
茶
淡
飯
飽
即
休
︑
補
破
遮
寒
暖
即
休
︑
三
平
二
滿
過
即
休
︑
不
貪
不
妬
老
即
休
（
粗
茶
淡

飯
飽
か
ば
即
ち
休
す
︑
破
れ
た
る
を
補
ひ
寒
き
を
遮ふ
せ

ぎ
暖
け
れ
ば
即
ち
休
す
︑
三
平
二
満
過
ぐ
れ
ば
即
ち
休
す
︑
貪
ら
ず
妬
ま
ず
老
い

て
は
即
ち
休
す
）」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
其
二
は
「
看
人
面
」「
留
人
嬉
」
と
比
較
的
近
い
言
い
方
で
︑
さ
ら
に
「
老
人
詩
」
と
「
人
」

の
字
が
重
複
し
て
用
い
ら
れ
る
︒
其
三
の
「
一
病
」「
一
生
」「
一
點
」
も
構
造
的
に
は
類
似
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
其
二
の
第
三
句
「
欲

知
四
休
安
樂
法
」
と
其
三
の
第
三
句
「
借
問
四
休
何
所
好
」
と
は
表
現
が
極
め
て
近
く
︑「
四
休
」
の
内
容
及
び
そ
の
効
果
（
不
令
一
點

上
眉
頭
）
を
強
調
し
て
い
る
︒

黄
庭
堅
の
黔
州
左
遷
後
の
七
言
絶
句
連
作
は
「
竹
枝
詞
」
の
ほ
か
に
三
十
五
組
あ
る
︒
そ
の
中
に
は
前
述
の
よ
う
に
重
複
の
文
を
含

む
詩
が
五
組
あ
り
︑
全
体
の
七
分
の
一
を
占
め
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
作
詩
技
法
は
左
遷
さ
れ
る
以
前
の
作
品
に
は
殆
ど
見
ら
れ
な
い

特
徴
で
あ
る
︒
こ
の
変
化
に
注
目
す
れ
ば
︑「
歌
」
の
意
識
や
技
法
が
「
竹
枝
詞
」
か
ら
七
言
絶
句
連
作
へ
と
浸
透
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
︒
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三
　
劉
禹
錫
「
竹
枝
詞
九
首
」
へ
の
評
価
と
黄
庭
堅
の
晩
年
詞

黄
庭
堅
の
文
集
に
は
劉
禹
錫
の
「
竹
枝
詞
」
に
関
す
る
記
録
が
四
篇
残
さ
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
「
書
劉
禹
錫
浪
淘
沙
︑
竹
枝
歌
︑

楊
柳
枝
詞
各
九
首
︑
因
跋
其
後
」（『
黄
庭
堅
全
集
』
別
集
巻
七
）︑「
跋
竹
枝
歌
」（『
黄
庭
堅
全
集
』
別
集
巻
八
）︑「
跋
劉
夢
得
竹
枝
歌
」

（『
黄
庭
堅
全
集
』
正
集
巻
二
十
五
）
及
び
「
又
書
自
草
竹
枝
歌
後
」（『
黄
庭
堅
全
集
』
別
集
巻
八
）
が
そ
れ
で
あ
る
︒
以
下
︑
こ
れ
ら

の
記
録
を
通
し
て
︑
黄
庭
堅
の
劉
禹
錫
「
竹
枝
詞
」
に
対
す
る
読
解
法
及
び
受
容
に
つ
い
て
幾
つ
か
の
検
討
を
試
み
た
い
︒

ま
ず
黄
庭
堅
は
︑
劉
禹
錫
「
竹
枝
詞
九
首
」
の
「
風
声
気
俗
」
に
対
し
て
特
別
な
関
心
を
示
し
て
い
る
︒

劉
夢
得
作
竹
枝
歌
九
章
︒
余
從
容
夔
州
︑
歌
之
︑
風
聲
氣
俗
︑
皆
可
想
見
︒

 
 

劉
夢
得
「
竹
枝
歌
」
九
章
を
作
る
︒
余
夔
州
に
従
容
た
る
と
き
︑
之
れ
を
歌
ふ
に
︑
風
声
気
俗
︑
皆
想
見
す
可
し
︒

   

（「
跋
竹
枝
歌
」）

「
風
声
気
俗
」
と
は
換
言
す
れ
ば
そ
の
土
地
の
風
俗
で
あ
り
︑「
竹
枝
詞
」
に
描
か
れ
る
表
現
に
関
心
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
︒

山
上
層
層
桃
李
花
　
雲
間
煙
火
是
人
家
　
　
　
山
上
　
層
層
た
る
　
桃
李
の
花
︑
雲
間
の
煙
火
　
是
れ
人
家
︒

銀
釧
金
釵
來
負
水
　
長
刀
短
笠
去
燒
畬
　
　
　
銀
釧
金
釵
　
来
た
り
て
水
を
負
ひ
︑
長
刀
短
笠
　
去
き
て
畬
を
焼
く
︒ 

 
 

（
劉
禹
錫
「
竹
枝
詞
九
首
」
其
九
）

劉
禹
錫
が
当
地
特
有
の
風
俗
の
一
環
と
し
て
労
働
の
様
子
を
描
写
し
た
作
品
で
あ
る
︒
第
一
・
二
句
で
は
︑
山
上
で
は
桃
や
李
の
花

が
咲
き
乱
れ
︑
人
家
が
煙
の
中
に
隠
れ
て
い
る
と
美
し
い
景
色
を
描
写
す
る
︒
第
三
・
四
句
は
そ
の
他
の
人
々
の
働
く
姿
を
描
写
す
る
︒

金
銀
の
腕
輪
や
髪
飾
り
を
ま
と
っ
た
女
性
が
水
を
背
負
っ
て
山
を
登
っ
て
来
た
り
︑
長
い
刀
を
さ
し
短
い
笠
を
か
ぶ
っ
た
男
性
が
春
の

畑
を
野
焼
き
に
行
く
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
黄
庭
堅
に
も
黔
州
滞
在
中
の
詞
作
「
木
蘭
花
令
」（『
黄
庭
堅
全
集
』
正
集
巻
十
三
）
が
あ
る
︒

黔
中
士
女
遊
晴
晝
　
花
信
輕
寒
羅
綺
透
　
　
　
黔
中
の
士
女
　
晴
昼
に
遊
ぶ
︑
花
信
軽
寒
な
り
　
羅
綺
透
く
︒

爭
尋
穿
石
道
宜
男
　
更
買
江
魚
雙
貫
柳
　
　
　
争
い
て
穿
石
を
尋
ね
て
宜
男
を
道
ひ
︑
更
に
江
魚
を
買
ひ
て
双
べ
て
柳
に
貫
く
︒

竹
枝
歌
好
移
船
就
　
依
倚
風
光
垂
翠
袖
　
　
　
竹
枝
歌
好
く
　
船
を
移
し
て
就
き
︑
風
光
に
依
倚
し
て
翠
袖
を
垂
る
︒

滿
傾
蘆
酒
指
摩
圍
　
相
守
與
郎
如
許
壽
　
　
　
蘆
酒
を
満
ち
傾
け
て
摩
囲
を
指
し
︑
郎
と
許か

く
の
如
き
寿
を
相
守
ら
ん
︒
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黔
州
の
若
い
男
女
の
可
愛
い
活
動
を
描
写
し
て
い
る
︒
少
年
少
女
は
晴
れ
た
日
に
遊
び
に
行
き
︑
初
春
の
冷
た
い
風
は
少
女
の
着
物

を
な
で
る
︒
少
女
は
叢
の
中
で
宜
男
（
ワ
ス
レ
グ
サ
）
を
探
す
︒
宜
男
は
忘
憂
草
・
萱
草
な
ど
と
も
言
い
︑
文
字
通
り
︑
憂
愁
（
恋
の

悩
み
）
を
忘
れ
る
た
め
で
あ
り
︑
ま
た
︑
将
来
男
の
子
を
産
み
た
い
の
だ
ろ
う
︒
さ
ら
に
︑
川
の
ほ
と
り
で
魚
を
買
い
︑
柳
の
枝
で
魚

を
貫
い
て
持
っ
て
帰
る
︒
円
転
す
る
「
竹
枝
歌
」
に
惹
か
れ
て
︑
ま
た
舟
を
乗
っ
て
の
ん
び
り
と
歌
を
聞
く
︒
そ
し
て
高
大
な
摩
囲
山

を
眺
め
︑
心
の
中
で
そ
の
摩
囲
山
の
よ
う
に
恋
人
と
永
遠
に
一
緒
に
い
ら
れ
る
よ
う
に
と
願
っ
て
い
る
︒
西
南
の
地
の
風
俗
の
描
写
は
︑

前
述
の
劉
禹
錫
の
「
竹
枝
詞
九
首
」
其
九
と
非
常
に
近
い
風
格
を
持
つ
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑「
跋
劉
夢
得
竹
枝
歌
」
に
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
︒

劉
夢
得
竹
枝
九
章
︑
詞
意
高
妙
︑
元
和
間
誠
可
以
獨
步
︒
道
風
俗
而
不
俚
︑
追
古
昔
而
不
愧
︒
比
之
杜
甫
夔
州
歌
︑
所
謂
同
工
而

異
曲
也
︒
東
坡
嘗
聞
余
詠
第
一
篇
︑
歎
曰
︑
此
奔
軼
絶
塵
︑
不
可
追
也
︒

 
 

劉
夢
得
の
「
竹
枝
」
九
章
︑
詞
意
高
妙
な
り
︑
元
和
の
間
に
誠
に
以
て
独
歩
と
な
す
べ
し
︒
風
俗
を
道
ひ
て
俚
な
ら
ず
︑
古
昔

を
追
ひ
て
愧
ぢ
ず
︒
之
を
杜
甫
の
「
夔
州
歌
」
に
比
ぶ
れ
ば
︑
所
謂
同
工
に
し
て
異
曲
な
り
︒
東
坡
嘗
て
余
詠
の
第
一
篇
を
聞

き
て
︑
歎
じ
て
曰
く
︑「
此
れ
奔
軼
絶
塵
に
し
て
︑
追
ふ
可
か
ら
ず
」
と
︒

こ
こ
で
黄
庭
堅
は
劉
禹
錫
の
「
竹
枝
詞
」
に
つ
い
て
︑
劉
禹
錫
の
「
竹
枝
詞
」
は
元
和
年
間
の
独
歩
で
あ
り
︑「
道
風
俗
而
不
俚
︑
追

古
昔
而
不
愧
」
と
高
く
評
価
し
︑
そ
の
絶
妙
さ
は
蘇
軾
も
讃
歎
し
た
と
言
っ
て
い
る
︒

こ
こ
で
再
び
「
風
俗
」
に
注
目
し
た
い
︒
黄
庭
堅
の
住
ま
い
は
黔
州
の
摩
囲
山
の
付
近
で
あ
っ
た
た
め
︑
号
を
「
摩
囲
老
人
」
と
称

し
た
︒
こ
こ
か
ら
彼
の
西
南
地
域
に
対
す
る
意
識
が
感
じ
ら
れ
る
︒
前
述
の
よ
う
に
彼
の
「
竹
枝
詞
」
が
頻
繁
に
地
名
を
用
い
て
三
峡

の
艱
難
を
描
写
し
て
い
る
こ
と
も
︑
風
俗
の
一
部
分
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
事
実
︑
黄
庭
堅
の
詞
に
は
「
摩
囲
山
」
や
「
黔
」
字
が
高
い

頻
度
で
あ
ら
わ
れ
る
︒
も
う
一
首
例
を
示
そ
う
︒

萬
里
黔
中
一
漏
天
　
　
　
　
　
　
万
里
の
黔
中
　
一
漏
の
天
︑

屋
居
終
日
似
乘
船
　
　
　
　
　
　
屋
居
終
日
　
乗
船
に
似
た
り
︒

及
至
重
陽
天
也
霽
　
催
醉
　
　
　
重
陽
に
及
至
し
て
天
も
ま
た
霽
れ
た
り
︑
酔
ふ
を
催
す
︒

鬼
門
關
外
蜀
江
前
　
　
　
　
　
　
鬼
門
関
の
外
　
蜀
江
の
前
︒
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莫
笑
老
翁
猶
氣
岸
　
君
看
　
　
　
老
翁
猶
ほ
気
岸
あ
る
を
笑
ふ
莫
か
れ
︑
君
看
よ
︑

幾
人
黄
菊
上
華
顛
　
　
　
　
　
　
幾
人
の
黄
菊
か
　
華
顛
に
上
ら
ん
︒

戲
馬
臺
南
追
兩
謝
　
馳
射
　
　
　
戯
馬
台
の
南
　
両
謝
を
追
ふ
︒
馳
射
せ
ん
︒

風
流
猶
拍
古
人
肩
　
　
　
　
　
　
風
流
に
し
て
　
猶
ほ
古
人
の
肩
を
拍
つ
︒   

（「
定
風
波
」『
黄
庭
堅
全
集
』
正
集
巻
十
三
）

雨
が
長
く
続
く
の
で
︑
周
囲
は
水
で
溢
れ
︑
部
屋
に
こ
も
る
と
船
に
乗
っ
た
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
︒
蘇
軾
は
「
烏
台
詩
案
」
で

黄
州
に
左
遷
さ
れ
︑
そ
の
間
に
「
黄
州
寒
食
詩
」
を
創
作
し
て
お
り
︑
黄
庭
堅
は
彼
の
「
小
屋
如
漁
舟
︑
茫
茫
水
雲
裏
（
小
屋
漁
舟
の

如
き
︑
茫
茫
た
り
水
雲
の
裏
）」
と
い
う
長
雨
の
描
写
を
意
識
し
た
と
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
︑
重
陽
の
日
に
は
天
が
恩
を
施
し
た
の
か
︑

雨
が
や
ん
だ
︒
黄
庭
堅
は
酒
を
飲
み
︑
菊
を
白
髪
に
挿
し
︑
馬
に
乗
る
が
︑
こ
の
よ
う
な
風
流
な
行
動
は
︑
六
朝
宋
の
謝
霊
運
と
謝
瞻

が
重
陽
節
に
同
じ
詩
題（
９
）で
詩
を
作
っ
た
こ
と
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
黔
中
︑
鬼
門
関
︑
蜀
江
と
い
う
黔
州
の
地
名
で
左

遷
の
雰
囲
気
を
暗
示
し
て
い
る
が
︑
そ
の
雰
囲
気
の
中
で
も
︑
あ
え
て
酒
を
飲
み
花
を
白
髪
に
挿
す
こ
と
で
一
層
詩
人
の
楽
観
的
な
心

情
を
表
現
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
︒
左
遷
地
の
「
風
俗
」
へ
の
関
心
は
黄
庭
堅
の
詞
に
お
い
て
︑
新
た
な
一
面
を
も
た
ら
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
︒

黄
庭
堅
に
よ
る
劉
禹
錫
の
「
竹
枝
詞
九
首
」
に
対
す
る
評
価
は
︑
こ
の
他
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒「
又
書
自
草
竹
枝
歌
後
」

（『
山
谷
別
集
』
巻
十
二
）
で
あ
る
︒

劉
夢
得
竹
枝
九
篇
︑
蓋
詩
人
中
工
道
人
意
中
事
者
也
︒
使
白
居
易
︑
張
籍
爲
之
︑
未
必
能
也
︒

 
 

劉
夢
得
の
「
竹
枝
」
九
篇
︑
蓋
し
詩
人
の
中
︑
工た
く

み
に
人
意
中
の
事
を
道
ふ
者
な
り
︒
白
居
易
︑
張
籍
を
し
て
之
を
為
さ
し
む

も
︑
未
だ
必
ず
し
も
能
は
ざ
る
な
り
︒

劉
禹
錫
の
「
竹
枝
詞
九
首
」
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
︑
人
が
心
の
中
に
抱
く
思
い
を
う
ま
く
表
出
さ
せ
た
こ
と
で
あ
り
︑
当
時
の
大

詩
人
白
居
易
や
張
籍
も
彼
に
及
ば
な
い
と
述
べ
る
︒
黄
庭
堅
の
劉
禹
錫
「
竹
枝
詞
九
首
」
に
対
す
る
も
う
一
つ
の
注
目
点
が
「
工
道
人

意
中
事
」
で
あ
る
︒
こ
の
言
葉
は
黔
州
を
離
れ
次
に
左
遷
さ
れ
た
戎
州
で
の
「
醉
落
魄
の
序
」（『
黄
庭
堅
全
集
』
正
集
巻
十
三
）
に
も

見
え
る
︒

因
戲
作
四
篇
︑
呈
呉
元
祥
・
黄
中
行
︑
似
能
厭
道
二
公
意
中
事
︒
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因
り
て
戯
れ
に
四
篇
を
作
り
︑
呉
元
祥
・
黄
中
行
に
呈
し
︑
能
く
二
公
の
意
中
の
事
を
厭
ひ
道
ふ
に
似
た
り
︒

呉
元
祥
・
黄
中
行
の
二
人
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
が
︑「
醉
落
魄
」
四
篇
を
作
る
こ
と
で
彼
ら
の
鬱
屈
し
た
心
中
を
明
か
に
し
た
と

述
べ
て
お
り
︑
黄
庭
堅
の
自
信
が
伝
わ
っ
て
く
る
︒
其
一
を
挙
げ
る
︒

陶
陶
兀
兀
　
尊
前
是
我
華
胥
國
　
　
　
陶
陶
た
り
　
兀
兀
た
り
︑
尊
前
是
れ
我
が
華
胥
の
国
︒

爭
名
爭
利
休
休
莫
　
　
　
　
　
　
　
　
名
を
争
ひ
　
利
を
争
ふ
こ
と
︑
休
休
莫
せ
よ
︒

雪
月
風
花
　
不
醉
怎
生
得
　
　
　
　
　
雪
月
風
花
　
酔
は
ず
し
て
怎い

生か

に
得
ん
︒

邯
鄲
一
枕
誰
憂
樂
　
　
　
　
　
　
　
　
邯
鄲
の
一
枕
　
誰
か
憂
楽
せ
る
︒

新
詩
新
事
因
閒
適
　
　
　
　
　
　
　
　
新
詩
　
新
事
　
閒
適
に
因
り
︑

東
山
小
妓
攜
絲
竹
　
　
　
　
　
　
　
　
東
山
の
小
妓
　
糸
竹
を
携
ふ
︒

家
裏
樂
天
　
村
裏
謝
安
石
　
　
　
　
　
家
裏
の
楽
天
か
　
村
裏
の
謝
安
石
な
る
か
︒

冒
頭
の
「
陶
陶
兀
兀
」
と
は
『
晋
書
』
劉
伶
伝
の
「
雖
陶
兀
昏
放
︑
而
機
應
不
差
（
陶
兀
昏
放
た
り
と
雖
も
︑
機
応
差
は
ず
）」
に
基

づ
く
︒
私
は
劉
伶
の
よ
う
に
酒
を
飲
ん
で
︑
ぼ
ん
や
り
し
た
中
に
日
々
の
生
活
を
楽
し
ん
で
い
る
︒
飲
酒
は
私
に
と
っ
て
理
想
郷
で
あ

る
︒
世
の
中
の
名
利
を
争
う
こ
と
に
意
味
は
な
い
︒
雪
月
風
花
の
美
を
享
受
す
る
に
は
︑
こ
れ
が
一
番
な
の
で
あ
る
︒
人
生
の
楽
し
み

も
悲
し
み
も
邯
鄲
の
一
夢
の
よ
う
に
短
い
︒
の
ん
び
り
と
白
居
易
の
よ
う
に
閑
適
詩
を
書
き
︑
謝
安
の
よ
う
に
歌
妓
の
奏
で
る
音
楽
に

耳
を
傾
け
る
べ
き
だ
︒
世
事
を
放
擲
し
て
お
酒
を
心
ゆ
く
ま
で
飲
め
と
勧
め
て
い
る
︒
こ
の
内
容
は
劉
禹
錫
「
竹
枝
詞
」
の
内
容
と
大

き
く
異
な
る
も
の
の
︑
人
生
を
謳
歌
し
よ
う
と
す
る
点
に
お
い
て
は
共
通
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒
劉
禹
錫
「
竹
枝
詞
九
首
」
其
七
に
︑

次
の
よ
う
に
あ
る
︒

瞿
塘
嘈
嘈
十
二
灘
　
此
中
道
路
古
來
難
　
　
　
瞿
塘
嘈
嘈
た
り
　
十
二
灘
︑
此
中
の
道
路
　
古
来
難
し
︒

長
恨
人
心
不
如
水
　
等
閑
平
地
起
波
瀾
　
　
　
長
く
恨
む
　
人
心
は
水
に
如
か
ず
︑
等
閑
に
平
地
に
波
瀾
を
起
こ
す
を
︒

こ
こ
で
は
世
の
中
の
険
し
さ
を
嘆
く
︒
こ
れ
は
其
一
の
「
爭
名
爭
利
休
休
莫
︑
雪
月
風
花
︑
不
醉
怎
生
得
」
に
同
じ
く
︑
世
情
に
対

す
る
慨
嘆
で
あ
ろ
う
︒
な
お
︑
黄
庭
堅
の
詞
「
鷓
鴣
天
・
西
塞
山
邊
白
鷺
飛
」
の
末
二
句
「
人
間
底
是
無
波
處
︑
一
日
風
波
十
二
時
（
人

間
底
ぞ
是
れ
波
無
き
処
あ
ら
ん
︑
一
日
の
風
波
十
二
時
）」
は
間
違
い
な
く
劉
禹
錫
の
こ
の
「
長
恨
人
心
不
如
水
︑
等
閑
平
地
起
波
瀾
」
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句
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
ほ
か
︑彼
は
後
に
戎
州
に
左
遷
さ
れ
た
期
間
に
︑「
跋
馬
忠
玉
詩
曲
字
」と
い
う
文
章
を
作
っ
て
い
る
︒

馬
忠
玉
翰
墨
︑
頗
有
勁
氣
︑
似
李
西
臺
︑
但
少
妍
耳
︒
︙
︙
至
其
作
樂
府
長
短
句
︑
能
道
人
意
中
事
︑
宛
轉
愁
切
︑
自
是
佳
作
︒

 
 

馬
忠
玉
の
翰
墨
︑
頗
る
勁
気
有
り
︑
李
西
台
に
似
︑
但
だ
妍
を
少
く
す
る
の
み
︒
︙
︙
其
の
楽
府
長
短
句
を
作
る
に
至
り
し
て

は
︑
能
く
人
の
意
中
の
事
を
道
ひ
︑
宛
轉
愁
切
に
し
て
︑
自
ら
是
れ
佳
作
な
り
︒ 

 
 

（「
跋
馬
忠
玉
書
詩
曲
字
」『
黄
庭
堅
全
集
』
別
集
巻
十
二
）

こ
こ
で
は
や
は
り
黄
庭
堅
は
友
人
馬
忠
玉
の
詞
を
「
能
道
人
意
中
事
」
と
い
う
言
葉
で
高
く
評
価
す
る
の
で
あ
る
︒

黄
庭
堅
は
友
人
の
晏
幾
道
の
た
め
の
「
小
山
詞
序
」（『
黄
庭
堅
全
集
』
正
集
巻
十
五
）
で
︑

余
少
時
間
作
樂
府
︑
以
使
酒
玩
世
︒
道
人
法
秀
獨
罪
余
以
筆
墨
勸
淫
︑
於
我
法
中
當
下
犁
舌
之
獄
︒

 
 

余
　
少
き
時
　
間
に
楽
府
を
作
り
て
︑
以
て
酒
を
使
ひ
世
を
玩
ぶ
︒
道
人
法
秀
独
り
余
の
筆
墨
を
以
て
淫
を
勧
む
る
を
罪
し
︑

我
を
法
の
中
に
於
い
て
当
に
犁
舌
の
獄
に
下
る
べ
し
と
せ
り
︒

と
青
年
時
代
の
艶
詞
を
法
秀
か
ら
叱
責
さ
れ
た
こ
と
を
回
顧
し
て
い
る
︒
黄
庭
堅
の
詞
集
に
は
現
在
も
青
年
期
の
艶
詞
を
容
易
に
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
黄
庭
堅
は
元
豊
七
年
（
一
〇
八
四
）
に
泗
州
の
僧
伽
塔
で
「
発
願
文
」
を
書
き
︑
酒
色
と
肉
食
を
断

つ
誓
い
を
立
て
る
︒
そ
し
て
元
祐
四
年
（
一
〇
八
九
）
に
は
︑
詩
詞
唱
和
の
重
要
な
相
手
で
あ
っ
た
蘇
軾
が
都
開
封
を
離
れ
て
杭
州
に

出
守
し
︑
ま
た
黄
庭
堅
自
身
も
眼
病
を
罹
い
︑
さ
ら
に
元
祐
六
年
（
一
〇
九
一
）
に
は
母
が
死
去
し
︑
彼
は
三
年
間
の
服
喪
に
入
っ
た

た
め
に
詩
詞
創
作
の
筆
を
断
っ
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
三
年
の
服
喪
期
を
終
え
て
間
も
な
く
︑
黔
州
に
左
遷
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
左
遷
地

で
最
初
の
詩
こ
そ
が
本
稿
に
挙
げ
た
「
竹
枝
詞
二
首
」
な
の
で
あ
っ
た
︒

あ
ら
た
め
て
黄
庭
堅
の
黔
州
時
代
三
年
間
の
詩
と
詞
の
数
量
を
見
て
み
よ
う
︒
詩
は
二
十
一
首
で
︑
現
存
す
る
一
八
七
八
首
の
わ
ず

か
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
詞
は
二
十
九
首
で
︑
現
存
す
る
詞
約
一
九
〇
首
の
約
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
︒
も

し
前
述
の
七
首
の
「
竹
枝
詞
」
を
詞
と
し
て
算
入
す
れ
ば
そ
の
比
率
の
差
は
更
に
大
き
く
な
る）
10
（

︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
黔
州
滞
在
中
の
黄

庭
堅
は
︑
詞
に
対
す
る
興
味
が
特
に
深
か
っ
た
と
い
え
る
︒

黄
庭
堅
は
劉
禹
錫
「
竹
枝
詞
九
首
」
に
最
上
の
敬
意
を
払
い
︑
現
地
の
風
俗
の
描
写
や
内
面
に
ひ
そ
む
自
ら
の
心
の
声
を
表
出
さ
せ

て
い
る
こ
と
（
道
人
意
中
事
）
に
深
く
感
銘
を
受
け
た
︒
そ
し
て
「
竹
枝
詞
」
七
首
の
中
で
︑
こ
の
「
風
俗
」
と
「
道
人
意
中
事
」
と
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を
自
ら
の
創
作
の
指
針
と
し
た
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
劉
禹
錫
「
竹
枝
詞
九
首
」
へ
の
評
価
を
契
機
と
し
て
黄
庭
堅
は
「
竹
枝
詞
」

を
製
作
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
黔
州
左
遷
以
降
の
文
学
活
動
の
新
た
な
一
面
を
見
つ
け
出
し
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
︒

四
　
竹
枝
詞
と
地
域

こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
︑
黄
庭
堅
の
「
竹
枝
詞
」
は
地
域
的
色
彩
を
強
く
持
っ
た
作
品
群
で
あ
る
︒
黄
庭
堅
は
黔
州
に
赴
い

て
︑
現
地
の
歌
謡
を
聞
き
︑
唐
代
の
劉
禹
錫
を
手
本
と
し
て
「
竹
枝
詞
」
を
創
作
し
た
︒
つ
ま
り
︑「
竹
枝
詞
」
の
創
作
と
「
黔
州
」
と

い
う
土
地
は
︑
密
切
に
関
連
し
て
お
り
︑「
地
域
の
変
化
」
は
そ
の
重
要
な
一
要
素
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
︒

例
え
ば
︑
黔
州
滞
在
期
間
︑
黄
庭
堅
に
は
『
白
氏
文
集
』
の
巻
十
と
巻
十
一
の
詩
を
節
録
或
い
は
改
変
し
た
「
謫
居
黔
南
十
首
」
と

い
う
一
連
の
詩
作
が
あ
る
︒
白
居
易
の
原
詩
は
主
に
忠
州
（
現
重
慶
市
忠
県
）
に
左
遷
さ
れ
て
い
た
時
期
の
作
品
で
あ
り
︑
忠
州
は
黄

庭
堅
の
左
遷
地
黔
州
と
は
わ
ず
か
一
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
し
か
離
れ
て
い
な
い
︒
左
遷
と
い
う
境
遇
と
︑
実
際
の
左
遷
地
が
近
い

と
い
う
こ
と
か
ら
︑
黄
庭
堅
は
白
居
易
の
忠
州
詩
を
強
く
意
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
同
じ
よ
う
に
︑
地
域
と
し
て
の
忠
州
や
黔
南

は
︑
そ
の
創
作
活
動
お
い
て
も
重
要
な
要
素
を
占
め
て
い
る
︒
黄
庭
堅
は
そ
の
地
を
実
際
に
訪
れ
た
で
あ
ろ
う
古
人
と
心
の
中
で
会
話

し
︑
そ
の
上
で
そ
の
場
所
で
作
っ
た
古
人
の
詩
を
意
識
し
て
い
る
様
子
が
窺
わ
れ
る
︒
例
と
し
て
哲
宗
の
元
符
三
年
（
一
一
〇
〇
）
戎

州
左
遷
時
に
書
い
た
「
與
王
觀
復
書
」
を
見
て
み
よ
う
︒

觀
杜
子
美
到
夔
州
後
詩
︑
韓
退
之
自
潮
州
還
朝
後
文
章
︑
皆
不
煩
繩
削
而
自
合
矣
︒

 
 

杜
子
美
の
夔
州
に
到
り
て
後
の
詩
︑
韓
退
之
の
潮
州
よ
り
朝
に
還
れ
る
後
の
文
章
を
観
る
に
︑
皆
縄
削
に
煩
わ
さ
れ
ず
し
て
自

ら
合
せ
り
︒   

（「
與
王
觀
復
書
」『
黄
庭
堅
全
集
』
正
集
巻
十
九
）

杜
甫
の
夔
州
で
の
詩
と
︑
韓
愈
の
潮
州
で
の
作
品
と
繋
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
黄
庭
堅
は
古
人
の
創
作
活
動
を

土
地
に
結
び
つ
け
て
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
二
つ
の
例
を
挙
げ
る
︒

自
予
謫
居
黔
州
︑
欲
屬
一
奇
士
而
有
力
者
︑
盡
刻
杜
子
美
東
西
川
及
夔
州
詩
︑
使
大
雅
之
音
久
湮
没
而
復
盈
三
巴
之
耳
︒

 
 

予
黔
州
に
謫
居
せ
し
よ
り
︑
一
奇
士
の
力
有
る
者
に
属
し
て
︑
尽
く
杜
子
美
の
東
西
川
及
び
夔
州
の
詩
を
刻
し
︑
大
雅
の
音
の
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久
し
く
湮
没
せ
し
も
の
を
し
て
復
た
之
を
三
巴
に
盈
た
さ
ん
と
欲
す
︒   

（「
刻
杜
子
美
巴
蜀
詩
序
」『
山
谷
集
』
巻
十
六
）

丹
棱
楊
素
翁
︑英
偉
人
也
︒
︙
︙
聞
余
欲
盡
書
杜
子
美
兩
川
夔
峡
諸
詩
︑刻
石
藏
蜀
中
好
文
喜
事
之
家
︒
素
翁
粲
然
向
余
請
從
事
焉
︒

 
 

丹
棱
楊
素
翁
︑
英
偉
の
人
な
り
︒
余
尽
く
杜
子
美
の
両
川
夔
峡
の
諸
詩
を
書
し
︑
石
に
刻
み
て
蜀
中
の
好
文
喜
事
の
家
に
蔵
せ

し
め
ん
と
欲
す
を
聞
く
︒
素
翁
粲
然
と
し
て
余
に
向
ひ
て
従
事
す
る
を
請
ふ
︒   （「
大
雅
堂
記
」『
黄
庭
堅
全
集
』
正
集
巻
十
六
）

黄
庭
堅
は
杜
甫
の
巴
蜀
詩
を
全
部
書
写
し
た
こ
と
か
ら
︑
黄
庭
堅
は
杜
甫
の
巴
蜀
詩
を
特
に
好
み
︑「
大
雅
の
音
」
つ
ま
り
理
想
的
な

詩
と
し
て
尊
重
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒
そ
し
て
黔
州
で
の
黄
庭
堅
は
︑
劉
禹
錫
や
白
居
易
や
杜
甫
の
詩
を
特
に
重
要
視
し
た
︒

こ
の
よ
う
な
彼
自
身
の
強
い
意
識
は
彼
の
詩
風
の
変
化
に
も
強
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
で
あ
ろ
う
︒
本
稿
で
は
︑
そ
の
中
で
も
特
に
「
竹

枝
詞
」
を
手
が
か
り
と
し
て
︑
黔
州
と
い
う
地
を
契
機
と
し
た
黄
庭
堅
の
詩
風
（
詞
風
）
の
変
化
を
論
じ
た
︒
左
遷
期
間
の
詩
を
研
究

す
る
に
は
︑
本
稿
が
試
み
た
よ
う
に
地
域
の
情
況
や
作
者
の
心
態
の
変
化
に
着
目
す
る
こ
と
は
大
変
重
要
で
あ
る
︒
黄
庭
堅
の
詩
風
の

変
化
と
左
遷
地
と
の
関
連
を
今
後
も
堀
り
下
げ
て
ゆ
き
た
い）
11
（

︒

注

（
１
）  

黄
庭
堅
は
元
祐
元
年
（
一
〇
八
六
）
か
ら
元
祐
六
年
（
一
〇
九
一
）
に
か
け
て
都
の
開
封
で
『
神
宗
実
録
』
の
編
纂
に
参
与
し
て
い
た
︒

（
２
）  

加
藤
国
安
「
杜
甫
と
竹
枝
歌
」（『
文
化
』
東
北
大
学
︑
四
三
巻
一
・
二
号
（
秋
夏
）
参
照
︒
な
お
︑
清
代
の
詞
譜
『
歴
代
詩
餘
』『
欽
定

詞
譜
』『
詞
律
』
な
ど
に
よ
れ
ば
︑
竹
枝
詞
は
十
四
字
二
句
で
押
韻
が
二
平
韻
ま
た
は
二
仄
韻
の
も
の
も
存
在
し
た
︒

（
３
）  

黄
庭
堅
の
詩
は
『
黄
庭
堅
詩
集
注
』（
二
〇
〇
七
年
︑
中
華
書
局
）
を
参
照
︑
本
書
に
は
『
山
谷
詩
集
注
』『
山
谷
外
集
詩
注
』『
山
谷
別

集
詩
注
』『
黄
庭
堅
詩
集
補
遺
』
の
四
つ
の
部
分
が
あ
る
︒
文
と
詞
は
『
黄
庭
堅
全
集
』（
二
〇
〇
一
年
︑
四
川
大
学
出
版
社
）
を
参
照
︑

該
書
は
正
集
︑
外
集
︑
別
集
︑
続
集
︑
補
遺
の
五
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
る
︒

（
４
）  

鬼
門
は
死
者
の
門
の
意
︒
任
淵
の
『
山
谷
詩
集
注
』
に
よ
る
と
︑
峡
州
（
現
湖
北
省
宜
昌
市
）
に
あ
っ
た
関
所
の
名
︒
蛇
倒
退
・
胡
孫

愁
の
具
体
的
な
場
所
は
不
詳
で
あ
る
が
︑
范
成
大
が
巴
東
で
作
っ
た
詩
に
「
蛇
倒
退
」「
胡
孫
愁
」
の
詩
が
あ
り
︑
湖
北
省
恩
施
市
と
重
慶

市
彭
水
県
間
の
一
帯
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
︒
こ
れ
ら
は
何
れ
も
三
峡
地
帯
か
ら
黔
州
に
至
る
ま
で
の
道
中
の
地
名
で
あ
る
︒
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（
５
）  

『
劉
禹
錫
全
集
編
年
校
注
』（
陶
敏
・
陶
紅
雨
校
注
︑
二
〇
〇
三
年
︑
岳
麓
書
社
）
巻
五
︒

（
６
）  

浅
見
洋
二
「『
夢
中
得
句
』
を
め
ぐ
っ
て
」（
同
氏
著
『
中
国
の
詩
学
認
識
』︑
創
文
社
︑
二
〇
〇
八
年
︑
そ
の
五
八
九
～
六
一
五
頁
参
照
︒

（
７
）  
例
え
ば
︑
北
宋
前
期
の
柳
永
に
「
聽
杜
宇
聲
聲
︑
勸
人
不
如
歸
去
」（「
安
公
子
」）
と
あ
る
︒

（
８
）  
「
楊
柳
枝
」
は
唐
の
教
坊
曲
︒
も
と
楽
府
の
横
吹
曲
に
「
楊
柳
枝
」
が
あ
り
︑
こ
の
古
い
曲
名
に
借
り
た
新
た
な
メ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
︒
村

上
哲
見
「
楊
柳
枝
考
」（『
宋
詞
研
究
・
南
宋
編
』
二
○
○
六
年
︑
創
文
社
）
参
照
︒
白
居
易
︑
劉
禹
錫
な
ど
に
作
が
あ
る
︒

（
９
）  

「
九
日
從
宋
公
戲
馬
台
集
送
孔
令
」
詩
︑『
文
選
』
巻
二
十
所
収
︒

（
10
）  

七
言
絶
句
の
平
仄
と
常
に
同
じ
で
あ
る
竹
枝
詞
は
︑
黄
庭
堅
の
詩
集
に
収
め
ら
れ
る
が
︑
歌
或
い
は
詞
の
性
質
を
持
つ
曖
昧
な
詩
体
で

あ
る
︒
実
は
清
代
の
詞
譜
（『
歴
代
詩
餘
』『
欽
定
詞
譜
』『
詞
律
』
な
ど
）
に
も
「
竹
枝
」
を
収
録
し
て
︑
詞
と
見
な
し
て
い
る
︒

（
11
）  

黄
庭
堅
晩
年
の
詩
風
に
つ
い
て
は
︑
莫
礪
鋒
「
論
黄
庭
堅
詩
歌
創
作
的
三
個
階
段
」（『
文
学
遺
産
』
一
九
九
五
年
第
三
期
）
参
照
︒
晩

年
の
黄
庭
堅
は
壮
年
時
代
と
は
異
な
り
︑
独
特
な
詩
風
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
が
論
及
さ
れ
て
い
る
︒


