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唐
代
別
離
考

迭
別
詩
を
め
ぐ

っ
て

松

崎

治

之

一

唐
詩
を
概
観
す
る
に
、
そ
こ
で
奪
重
さ
れ
た
感
情
、

つ
ま
り
そ
の
リ
リ
シ
ズ
ム

(叙
情
的
な
味
わ
い
)
を
代
表
す
る
も
の
は
、

洋
の
東

西
に
普
遍
的
な
懸
や
愛
で
は
な
く
、
男
同
志
の
厚
い
友
情
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
邊
別
の
詩
に
顯
著
に
描
出
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

(
1
)

(
2
)

む
ろ
ん
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

封
照
的
に
王
維
の

「
酒
ヲ
酌
ン
デ
斐
廼

二
與

フ
」
(七
律
)、
高
適

の

「郎
郵
少
年
行
」

(七
古
)、
杜

(
3
)

(
4
)

甫

の
.「貧
交
行
」
(
七
古
)、
張
謂
の

「
長
安

ノ
主
人
ノ
壁

二
題
ス
」
(七
絶
)
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

交
情
の
輕
薄
さ
を
嘆
い
た
詩

も

な
く
は
な
い
。

だ
が
し
か
し
、
そ
れ
も
友
情
を
信
ず
れ
ば
こ
そ
の
嘆
き
で
あ

っ
て
、
お
お
む
ね
唐
代
の
詩
人
た
ち
の
間
は
、
ー善
意

と
信
頼
に
み
ち
た



深

い
友
情
で
結
ば
れ
て
い
た
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。

そ
れ
は
途
別
、
留
別
、
贈
答
、
尋
訪
な
ど
、
交
遊
の
動
静
を
描
官
し
た
詩
の
多
い
の
が
、
そ
の

一
謹
左
て
あ

っ
て
、
な

か

で
も

途

別
、
留
別
な
ど
に
叙
情
詩
と
し
て
の
佳
作
が
多
い
の
が
、
な
に
よ
り
も
そ
れ
を
裏

つ
け
て
い
よ
う
。

と
に
か
く
、
こ
れ
ら
途
別
、
留
別
な
ど
の
詩
に
、
私
は
唐
代
の
詩
人
た
ち
の
厚
い
友
情
や
、
友
情
の
美
し
さ
を
思

い
知
ら
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
迭
別
、
留
別
の
詩
が
多
く
残
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
封
し
て
は
、
叙
情
詩
の
性
格
か
ら
し
て
、
ま
ず
、
途
別
、
留
別
の
機
會
か
多
か

っ
た
と
い
う
こ
と
が
お
の
ず
と

考

え

ら

れ

る
。だ

と
す
れ
ば
、
送
別
の
機
會
は
な
ぜ
多
か
っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
ま
た
、
そ
の
途
別
の
事
象
を
描
出
し
た
詩
人
た
ち
と
は
具
膿
的
に

如
何
な
る
人
々
か
と
い
う
こ
と
が
連
想
さ
れ
る
。

そ
し
て
そ
の
答
え
と
し
て
は
、
詩
人
た
ち
と
は
、
お
し
な
べ
て
當
時
下
級
の
官
吏
に
終
わ

っ
た
者
が
、
ほ
と
ん
ど

で
あ

っ
た
と
い
う

の
が
、
そ
の
史
的
實
情
て
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
。
も
ち
ろ
ん
、
高
級
な
官
吏
に
ま
て
進
ん
だ
者
と
し
て
王
維
、
元
積
、
白
居
易
な
ど
あ

る

に
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
例
外
的
な
存
在
で
、
詩
人
と
い
え
ば
地
方
官
を
韓

々
と
し
て
い
る
不
遇
者
と
し
て
の
イ
メ
ー
シ
さ
え

與

え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
普
遍
的
な
實
態
で
あ

っ
た
と
こ
ろ
に
そ
れ
ら
迭
別
詩
の
多
産
の
由
來
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
理

解

し
て
い
る
。

且
ハ盟
的
に
は
、
下
級
官
吏
で
あ
る
詩
人
た
ち
は
、
そ
う
し
た
不
蓮
な
事
情
か
ら
、
旅
を
す
る
機
會
も
多
く
、
そ
れ

に
と
も
な

っ
て
邊

唐
代
別
離
考
ー
途
別
詩
を
め
ぐ
っ
て
ー

113



申
國
文
學
論
集
第

十
三
號

別
詩
が
作
ら
れ
る
契
機
も
、
お
の
ず
と
多
か
つ
た
と
い
う
セ
オ
リ
ー
も
成
立
す
る
と
い
う
の
が
、
私
の
途
別
詩
、
留
別
詩
の
多
く
残
さ

141

れ

て
い
る
こ
と
に
封
す
る

一
つ
の
認
識
て
あ
り
、
見
解
て
あ
る
。

さ
ら
に
、
か
れ
ら
詩
人
た
ち
は
、
既
存
の
貴
族
階
級
に
樹
し
て
、
新
興
の
地
主
階
級
出
身
の
官
吏
と
し
て
、

一
種

の
連
帯
感
を
と
も

な
う
友
情
に
よ

っ
て
結
ば
れ
て
い
た
と
い
う
思
い
が
強
い
。

だ
か
ら
邊
別
の
詩
も
、

軍
な
る
惜
別
の
詩
で
は
な
く
、

友
情
の
謹
と
し

て
、
そ
の
眞
情
を
表
明
す
る
も
の
て
あ

っ
た
。

ま
た
、
詩
人
が
官
吏
で
あ

っ
た
が
た
め
に
、
詩
を
官
吏
社
會
の
中
て
、
社
交
の
具
に
供
す
る
場
合
が
多

か

っ
た
。
そ
こ
て
お
の
ず
と

詩

の
内
容
も
公
的
な
性
格
を
帯
び
る
場
合
が
多
く
、
邊
別
の
宴
席
も
、
往
々
に
し
て
公
的
な
改
ま

っ
た
場
と
な

っ
た
。

さ
て
、
改
ま

っ
た
公
的
な
場
て
あ
れ
ば
こ
そ
、
詩
人
た
ち
は
そ
こ
て
の
嚴
粛
な
惜
別
の
行
爲
を
丁
重
に
受
け
と
め
た
。

し
た
か

っ
て
、
そ
の
よ
う
な
心
情
が
多
く
の
す
ぐ
れ
た
作
品
を
う
み
だ
し
、
迭
別
詩
の
様
式
を
つ
く
り
あ
げ
て

い
っ
た
も
の
と
推
察

さ
れ
も
す
る
。

こ
の
拙
稿
て
は
、
唐
代
の
離
別
詩
の
中
て
も
、
途
別
に
か
か
わ
る
セ
レ
モ

ニ
ー

(様
式
)
と
、

逞
別
の
詩
に
見
ら
れ

る
詩
風
に
つ
い

て
論
述
し
、
詩
人
の
氣
質
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
み
た
い
と
思

っ
て
い
る
。

二

 

ま
ず
、
途
別
、
離
別
の
さ
い
の
慣
習
的
セ
レ
モ
ニ
ー
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
ど
こ
の
民
族
に
も
あ
ろ
う
。
旅
立
つ
人
の
道
中
で

の
無
事
、
平
安
を
所
る
氣
持
を
、
途
る
人
が
な
ん
ら
か
の
行
爲
て
示
す
こ
と
は
、
人
々
の
素
朴
な
善
意
の
あ
ら
わ
れ
て
、
人
間
な
れ
ば



ご
そ
の
所
爵
で
も
あ
る
。

わ
が
國
で
も
、
「
馬
の
鼻
向
け

(饒
)」
〈十
巻
本
字
類
抄
〉
や
、
「
馬
の
鼻
を
立
て
な
お
す
」
と
い
う
、
旅
の
門
出
に
、
行
路
の
安
全
を

所

っ
て
、
そ
の
旅
立
つ
方
向

へ
乗
馬
の
鼻
を
向
け
て
や
る
と

い
っ
た
途
る
人
の
厚
意
を
示
す
所
爲
が
あ
る
。そ
れ
は
王
朝

(平
安
)
の
昔

(
5
)

か
ら
文
献
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、

そ
の
黙
に
つ
い
て
唐
代
途
別
詩
の
中
で
絶
唱
と
い
わ

れ
て
い
る
王
維

(盛
唐
)
の

「元
二
ノ
安
西

二
使

ス
ル
ヲ
迭
ル
」
と

い
う
七
絶
を
素
材
と
し
て
論
述
し
て
み
よ
う
。う

る
お

滑
城
朝
雨
混
輕
塵

客
舎
青
青
柳
色
新

勧
君
更
墨

一
杯
酒

西
出
陽
關
無
故
人

溜
旧城
ノ
朝
雨
趣
仙塵
ヲ
温
一シ

客
舎
青
青
柳
色
新
タ
ナ
リ

君

二
勧

ム
更

二
壷
ク
セ

一
杯
ノ
酒

西
ノ
カ
タ
陽
關
ヲ
出
ヅ
レ
バ
故
人
無
カ
ラ
ン

詩
題
は
、
『
王
右
丞
集
』
を
は
じ
め
、
明
の
陸
時
雍
の

『
詩
鏡
』
、

同
じ
く
明
の
卓
明
卿
の

『唐
詩
類
苑
』
、

清
の
王
漁
洋
の

『
唐
人

萬
首
絶
句
選
』
な
ど
で
は
、
「
迭
元
二
使
安
西
」
に
作
り
、
宋
の
郭
茂
情
の

『
樂
府
詩
集
』
、
清
の
彰
定
求
等
が
編
集
し
た

『
全
唐
詩
」
』

同

じ
く
清
の
衝
塘
退
士
の

『唐
詩
三
百
首
』
な
ど
に
は
、
「
滑
城
曲
」

と
記
さ
れ
、
『白
氏
文
集
』
に
は
、
「
陽
關
ト

と
記
載
さ
れ
、

さ

ら
に
宋
の
魏
慶
之
の

『詩
人
玉
屑
』
で
は
、
王
維

「
贈
別
」
と
な

っ
て
い
る
。

そ
し
て

『樂
府
詩
集
』
(巻
八
十
)
の

「
滑
城
曲
」

の
注
に
は
、
i
l

「清
城

一
二
陽
關
ト
日
ヒ
、
王
維
ノ
作
ル
所

ナ
リ
。
本
人
ノ
安

西

二
使

ス
ル
ヲ
途
ル
詩

ニ
シ
テ
、
後

二
途

二
歌

ハ
ル
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

唐

代
別
離
考

-
邊

別
詩
を

め
ぐ

っ
て
ー

■5
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し
た
が

っ
て
、
「
途
元
二
使
安
西
」
が
、
こ
の
詩
の
本
來
の
題
で
あ

っ
た
が
、

詩
が

一
端
、
鵬世
に
出
る
と

一
世
を
風
靡
し
、
樂
府
と

し

て
歌
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
詩
題
も

「
滑
城
曲
」
・
「
陽
關
曲
」
と
樂
府
的
な
題
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
「贈

別
」
は
、
廣
義
の

一
般
的
な
呼
構
と
考
え
ら
れ
る
。
よ

っ
て
こ
の
詩
の
場
合
、
『
王
右
丞
集
』
に
も
と
つ
い
て
、
「
邊
元
二
使
安
西
」
と

す

る
の
が
委
當
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
實
際
迭
別
の
さ
い
、
宴
席
で
樂
曲
に
あ
わ
せ
て
歌
わ
れ
、
そ
の
う
た
い
方
が
、
結
句
の

「
西
ノ
カ
タ
陽
關
ヲ
出
ヅ

レ
バ
故

人
無
カ
ラ
ン
」
を
三
度
く
り
か
え
し
て
歌
う
と
こ
ろ
か
ら
、
俗
に

「陽
關
三
畳
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
詩

は
、
元
二

(人
物
に
つ
い
て
は
不
明
)
と
い
う
友
人
が
、
陽
關
と
い
う
關
所
を
通

っ
て
、

安
西
都
護
府
に
官

命
で
使
い
す
る
の

を
、
王
維
が
長
安
か
ら
そ
の
北
西
郊
に
あ
る
滑
城
ま
で
見
迭

っ
て
行
き
、
そ
の
滑
城
で

一
夜
邊
別
の
宴
を
催
し
、
共
に
宿
泊
し
、
翌
朝

い
よ
い
よ
挟
を
分
つ
さ
い
の
情
景
を
歌

っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
滑
城
の
町
に
降
る
朝

の
春
雨
は
、
路
上
の
砂
ぼ

こ
り
を
し

っ
と
り
と
ぬ
ら
し
、
旅
館
の
前
の
柳
は
、
雨
に
ぬ
れ
て
、
ひ
と
し
お

緑
の
色
が
あ
ざ
や
か
で
あ
る
。
さ
あ
君
よ
、

も
う

一
杯
こ
の
酒
を
飲
み
ほ
し

て
く
れ
。

こ
れ
か
ら
西
の

は
て
の
陽
關
を
出
た
な
ら

ば
、
親
し
い
友
も
い
な
い
こ
と
だ
ろ
う
か
ら
。

と
く
に
前
半
二
句
の
描
爲
は
デ
リ
ケ
ー
ト
な
色
彩
感
畳
に
裏
打
ち
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
も
ち
、
「
朝
雨
」
と
い
い
、
「
輕
塵
ヲ
泡
シ
」

と

い
っ
た
だ
け
で
、
王
維
ら
が
前
日
か
ら
滑
城
ま
で
來
て
、

一
夜
途
別
の
宴
を
開
い
た
こ
と
、
滑
城
に
來
た
日
は
、
晴
天
で
ほ
こ
り
っ

ぽ

い
日
で
あ

っ
た
こ
と
、
そ
れ
が

一
夜
明
け
る
と
朝
方
の
雨
で
し

っ
と
り
ぬ
れ
て
す
が
す
が
し
い
感
じ
に
攣
わ

っ
た
こ
と
、
す
べ
て
の

も

の
が
新
鮮
で
み
ず
み
ず
し
い
中
で
、
ひ
と
き
わ
目
立

っ
て
い
る
の
が
柳
の
緑
の
色
彩
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
讃
み
こ
ま
れ
、
そ
の
す
が

116



す
が
し
い
氣
分
が
、
「
新
」
の

一
字
で
的
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
新
鮮
で
美
し
い
柳
の
描
爲
は
、

迭
別
、

離
別
と
い
う
哀
愁
の
様

相

を
可
能
な
か
ぎ
り
の
佳
麗
さ
で
表
現
せ
ね
ば
や
ま
ぬ
と
い
っ
た
王
維
の
詩
作
精
神
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
か
。
そ

の
た
め
に
遠
く
塞

外

に
赴
く
元
二
の
う
ら
が
な
し
い
心
情
を
い
っ
そ
う
か
き
た
て
て
い
る
し
、
さ
ら
に
は
後
半
二
句
の
友

へ
の
呼
び
か
け
の
詩
句
が
、
し

み
じ
み
と
し
た
友
情
を
溢
れ
る
よ
う
に
傳
え
て
、
人
の
心
を
ゆ
さ
ぶ
り
、
と
り
こ
に
す
る
。
こ
こ
に
は
悲
肚
な
身
ぶ
り
や
悲
痛
な
訴
え

も
な
く
、
た
だ
別
離
の
哀
感
が
、
じ
わ
じ
わ
と
人
の
心
に
し
み
こ
ん
で
く
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
分
析
、
鑑
賞
を
通
し
て
、
迭
別
の
さ
い
の
慣
習
や
方
式
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
様
に
三

つ
の
事
象

に
整
理
さ
れ
る
。

第

一
に
、
旅
立
ち
、
つ
ま
り
途
別
の
時
期
は
、
春
が
普
通
で
あ

っ
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
。

第
二
に
、
族
立
つ
人
が
、
親
し
い
友
や
知
人
の
場
合
、
出
獲
地
を
旅
立
つ
人
と
見
迭
る
人
と
が

一
緒
に
族
立
ち
、

一
目
行
程
の
町
や

村

ま
で
出
向
き
、
そ
こ
で
と
も
に
宿
泊
し
、
迭
別
の
酒
を
汲
み
か
わ
し
、
翌
朝
そ
こ
で
挟
を
わ
か

つ
た
と
い
う
こ
と
。

第
三
に
、
挟
を
わ
か
つ
さ
い
に
、
見
迭
る
人
が
、
旅
立

つ
人
に
封
し
て
、
楊
柳
の
枝
を
折

っ
て
手
向
け
る
と
い
う
風
習
が
あ

っ
た
と

い
う
こ
と
。

こ
れ
ら
三
つ
の
事
象
が
、
傳
統
的
な
途
別
詩
か
ら
勘
案
さ
れ
る
迭
別
の
さ
い
の
普
遍
的
な
セ
レ
モ
ニ
ー
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
第

一
の
事
象
で
あ
る
春
と
い
う
時
期
に
つ
い
て
は
、
使
者
と
し
て
族
立
つ
た
り
、
人
事
異
動
で
韓
勤
す
る
と
い

っ
た
公
的

(
6
)

な
場
合
、
春
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
王
昌
齢

(盛
唐
)
の

「芙
蓉
櫻

ニ
テ
辛
漸
ヲ
迭
ル
」
(七
絶
)
で
は
、

友
人
の
辛
漸
が
洛
陽
に
蹄
る
の
を
王
昌
齢
が

「
寒
雨

(氷
雨
)」

の
季
節
に
見
途

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
多
分
私
的
な
場
合
と
判
断
さ
れ

る
こ
と
が
、
逆
に
そ
の
こ
と
を
裏
づ
け
る

一
謹
左
で
も
あ
る
。
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次
に
、
第
二
の
事
象
と
第
三
の
事
象
は
、

い
ず
れ
も
見
迭
る
人
の
厚
意
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
二
重
に
示
さ
れ
た
手
厚
い
善
意
の
意
思

表
示
と
い
え
よ
う
。

だ
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
手
厚

い
善
意
に
み
ち
た
セ
レ
モ
ニ
ー
の
原
因
は
、
何
に
由
來
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
樹
し
て
は
、
皮
相
な
見
解
で
は
あ
る
が
、
魏
の
曹
植
の

『
慰
志
賦
』
に
見
え
る

「
哀
シ
キ

ハ
永
絶
ヨ
り
哀

シ
キ

ハ
莫
ク
、
悲

シ
キ

ハ
生
別
離

ヨ
リ
悲

シ
キ

ハ
莫

シ
」
を
は
じ
め
、
北
齊
の
顔
之
推
撰
に
な
る

『
顔
氏
家
訓
』
巻
二

ρ
風
操
第
六
の

「別

レ
ハ
搬
ク
・

會

フ

コ
ト
難

ケ

レ
バ
、

古
人

(別
離
ヲ
)
重

ン
ズ
…

己

と
か
、
杜
甫

(盛
唐
)
の

『
衛
八
垂

二
駐

断
)
(
五
古
)
の
冒
頭
句

「
人

生

相
見
ザ
ル
コ
ト
、
動

モ
ス
レ
バ
参
ト
商
ト
ノ
如

シ
」
な
ど
と
い
っ
た
僻
句
の
意
義
が
連
想
さ
せ
ら
れ
る
が
、
た
し
か
に
、
、中
國
の
古

代

.
中
世
の
人
々
に
と

っ
て
途
別
、
離
別
と
い
う
事
象
は
、
族
立
つ
人
と
見
迭
る
人
と
の
永
別
を
意
味
す
る
實
態
が
、
あ
ま
り
に
も
普

遍

的
な
現
象
で
あ

っ
た
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
た
再
會
に
野
す
る
切
な
る
願
い
を
表
示
し
た
丁
重
な
所
爲
で
あ

っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
て
な
ら

ぬ
。も

ち
ろ
ん
、
以
上
の
三

つ
の
慣
習
的
事
象
を
同
時
に
作
品
に
並
存
さ
せ
て
い
る
例
は
ま
れ
で
あ
る
。
そ
の
貼
で
も
、
王
維
の

「
元
二

ノ
安
西

二
使
ス
ル
ヲ
迭

ル
」
七
絶
は
、
そ
の
三
つ
の
事
象
を
兼
ね
そ
な
え
た
迭
別
詩
の
テ
ィ
ピ
カ
ル

(典
型
的
)
な
も

の
と
い
え
よ
う
。

ち
な
み
に
、
そ

の
例
を
二

・
三
ひ
ろ

っ
て
迭
別
の
セ
レ
モ
ニ
ー
の

一
端
を
披
涯
し
で
み
よ
う
。

(
8
)

①
李
白

(盛
唐
)
の

「
黄
鶴
櫻

ニ
テ
孟
浩
然
ノ
廣
陵

二
之
ク
ヲ
途
ル
」
(七
絶
)
の
場
合
は
、

起

・
承
句
の

「
故
人
西
ノ
カ
タ
黄
鶴
櫻

ヲ
僻

シ
、
姻
花
三
月
揚
州

二
下
ル
」
に
、
第

一
、
第
二
の
事
象
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。

ず
で
に
引
用
し
て
い
る
②
王
昌
齢

(盛
唐
)
の

「芙
蓉
櫻

ニ
テ
辛
漸
ヲ
迭
ル
」
(七
絶
)
の
詩
な
ど
は
、

第
二
の
事
象
の
み
の
そ
れ
で
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あ

る
。
具
膿
的
に
は
、
友
の
辛
漸
が
洛
陽
に
蹄
る
の
を
、

王
昌
齢
か
江
寧

(南
京
)
か
ら

一
緒
に
こ
の
芙
蓉
櫻
ま
て
見
途

っ
て
き
て
、

こ
の
櫻
に
と
も
に

一
泊
し
て
、
翌
朝
辛
漸
と
別
れ
た
い
き
さ
つ
か
、
前
牛
の

「寒
而
江

二
連
ナ
ノ
テ
、
夜
呉

二
入
ル
。
平
明
客
ヲ
迭

ソ

テ
楚
山
孤
ナ
リ
」
と
い
う
句
中
の

「呉

二
入
ル
」
と

「
平
明
客
ヲ
邊

ソ
テ
」

の
語
句
で
明
示
さ
れ
て
い
る
。

(
9
)

③
楊
亘
源

(中
唐
)
の

「
折
楊
柳
」
(七
絶
)
て
は
、
邊
る
者
、
途
ら
れ
る
者
の
心
情
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
表
現
せ
ず
、
柳
に
託
し
て
さ
ら

り

と
歌
い
流
し
て
い
る
の
が
印
象
的
て
あ
る
。
こ
の
詩
て
は
、
起

・
承
句
て
第
三
事
象
を

「
水
邊
ノ
楊
柳
緑
煙

ノ
糸
、
馬
ヲ
立
テ
君
ヲ
煩

ハ
ノ
テ

一
枝
ヲ
折
ル
」
と
明
示
し
て
い
る
。

こ
こ
で
、
わ
が
國
の
古
典
に
見
え
る

「
弓
の
鼻
向
け
」
に
相
當
す
る
第
三
の
事
象
て
あ
る
楊
柳
の
枝
を
折
る
行
爲
と
、
そ
の
折

っ
た

枝

を
旅
立
つ
人
に
、
見
途
る
人
が
手
向
け
た
と
い
う
慣
習
の
由
來
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
論
及
し
て
み
よ
う
。

「柳

の
枝
を
手
折
る
」
と
い
う
事
象
は
、
古
く

『詩
経
』
の
齊
風

・
東
方
未
明
篇
の
第
三
章
に
見
え
る

「
柳
ヲ
折

リ
テ
圃

二
奨

ス
レ

バ
、
狂
夫
モ
星
盟

タ
リ
」
が
記
載
さ
れ
た
も
の
の
最
初
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
漢
代
に
は
、
族
立
つ
人
を
見
途

っ
て
、
長
安
か
ら
覇
橋
ま
て
來
て
、
柳
の
枝
を
折

っ
て
贈
別
し
、
再
會
を
約
し
た
故
事
が
、

六
朝
無
名
氏
の
遺
作
て
あ
る

『
三
輔
黄
圖
』
(長
安
の
古
蹟
に
つ
い
て
の
書
)
巻
六
に
、
「
覇
橋
、

在
長
安
東
。
跨
水
作
橋
。
漢
人
迭
客
到

此

橋
、
折
柳
賂
別
」
と
、
記
し
て
あ
る
か
ら
、
柳
の
枝
を
折

っ
て
旅
立
つ
人
に
手
向
け
る
行
爲
は
、
漢
代
以
來
の
風
習
で
あ
る
こ
と
は

す

で
に
立
詮
ず
み
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
柳
の
枝
を
折
る
事
象
が
、
『
折
楊
柳
』
と
い
う
餅
句
を
う
み
だ
し
、

柳
の
枝
を
贈

っ
て
別
れ
た
こ
と
か
ら
、

そ
れ
が

「
途
別
の
曲
」
の
名
稽
と
も
な

っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
魏

・
脅

・
南
北
朝
に
は
、
樂
府
の
題
と
し
て
頻
出
す
る
よ
う

に
な
る
が
、
當
時
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と
し
て
は
、
主
に
戦
争
時
の
苦
痛
、
悲
哀
の
情
を
吐
露
し
た
曲
の
感
を
呈
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
勤
に
つ
い
て
、
南
朝
の

『
宋
書
』

五
行
志
に
は
、
「
五
行
志
日
、
巫日
太
康
末
、
京
洛
爲
折
楊
柳
之
歌
、
其
曲
有
兵
革
苦
辛
之
餅
」
と
、
記
載
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
が
唐
代
に
な
る
と
、
詩
の
世
界
の
中
て
楊
柳
は
迭
別
、
離
別
を
象
徴
す
る
、
人
に
身
近
か
な
植
物
と
し
て
親

し
ま
れ
て
い
っ
た

も

の
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
楊
柳
の
枝
が
旅
立
つ
人
の
道
中
の
無
事
と
安
全
に
樹
す
る
所
り
を
こ
と
よ
せ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
か

っ
た
の
か
と
い

う

こ
と
に
つ
い
て
論
及
し
て
み
よ
う
。

そ
の
い
わ
れ
と
し
て
、
四
種
類
の
解
繹
が
通
説
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

第

一
の
説
は
、
「
柳
」
は
音
が

「留
」
と
通
じ
る
こ
と
か
ら
、

縁
起
を
か
つ
ぐ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
。

つ
ま
り

「柳
」
と
い
う
文
字

そ

の
も
の
に
言
霊
的
な
力
を
認
め
、
旅
立

つ
人
の
生
命
の
在
留
を
假
託
し
た
も
の
で
あ
る
。

『樂
府
詩
選
』
に
お
い
て
、
余
冠
英
氏
は
、
「
柳
」
は
音
が

「留
」
と
通
じ
る
の
で
、
「
折
柳
」
は

「
留
客
」

の
意
味
と
い
う
。
要
す

る
に
、
柳
を
折
る
の
は
、
迭
る
者
が
族
立

つ
者
を
引
き
留
め
る
と
い
う
働
き
が
あ

っ
て
、
旅
立
つ
人
が
自
分
で
柳
を
折
る
場
合
は
、
惜

別

の
意
志
表
示
て
あ
る
と
い
う
。

第
二
の
説
は
、
柳
の
枝
を
輪
に
し
て
贈

っ
た
風
習
に
樹
し
て
は
、
柳
の
枝
を
輪
に
す
る
と
、
は
ね
か
え

っ
て
す
ぐ
も
と
に
も
ど
る
の

で
、
別
れ
て
も
す
ぐ
再
會
で
き
る
と
い
う
心
情
を
そ
の
柳

の
柔
軟
な
資
質
に
託
し
た
も
の
で
あ
る
。

い

よ
う

(
10

)

わ
力

例
え
ば
、
張
喬

(晩
唐
)
の

「
維
揚
ノ
故
人

二
寄

ス
」
(
七
絶
)
の
超
句
に
は

「離
別
河
邊

二
柳
條
ヲ
結
ヌ
」
と
、
「
離
別
河
邊

二
柳
條

ヲ
縮
ブ
」
の
二
通
り
の
讃
解
が
あ
る
。
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繹
清
潭
氏
は
、
『
三
膣
詩
』
の
繹
注
で
、
「
縮
」
を

「わ
が
ぬ
」
と
訓
讃
し
、
「
枝
を
環
の
形
に
ワ
ガ
ネ
ル
な
り
。

環
は
還
な
り
。

早

く
還
ら
れ
よ
と
の
意
を
寓
す
」
と
、
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
さ
れ
て
、
環
還
音
通
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
村
上
哲
見
氏
は
、
同
じ
く

『
三
髄
詩
』

の
課
注
の
解
説
に
お
い
て
、
「
紺
」
は
む
す
ぶ
、
つ
な
ぐ
。
手
折

っ
た
枝
を
た
わ
め
て
結
ぶ
の
で
あ
ろ
う
」
と
、
さ
れ
て
、

(11
)

む
す

な

わ
ん

温

庭
笥

(晩
唐
)
の

「折
楊
柳
」
(七
絶
)
の
韓
句

「如
今
縮
ビ
テ
同
心
結
ヲ
作
ス
」
を
例
謹
と
し
て
あ
る
。
結
局
、
縮

は
還
で
あ

っ
て
、

速
還
の
意
で
あ
る
黙
で
は
、
二
者
同

一
で
あ
る
。

第
三
の
説
は
、
柳
の
枝
、
と
く
に
し
だ
れ
柳
は
細
く
長
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
柳
の
長
い
枝
に

『
長
相
思
』
と
い
う
人
の
思
い
を
慰

わ
せ
て
使
用
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

つ
ま
り
柳
の
枝
を
折
る
の
は
、
長
く
い
つ
ま
で
も
人
を
思
う
と
い
う
情

を
こ
め
る
も
の
で

あ
り
、
こ
れ
を
折

っ
て
族
立
つ
人
に
贈
れ
ば
、
そ
の
旅
人
を
長
く
思
う
意
味
に
な
る
と
い
う
。

(
12
)

な

孟
郊

(中
唐
)
の

「折
楊
柳
」
(五
古
)
の
九

・
十
句
に

「言

フ
莫
カ
レ
短
枝

ノ
條
、
叩中

二
長
ク
相

ヒ
思

フ
有
リ
」
と
、
あ
る
が
、
こ

れ
は
そ
れ
を
明
示
す
る

一
例
で
あ
る
。

第
四
の
説
は
、
柳

の
枝
を
同
心
結
に
し
て
、
友
人
や
懸
人
に
贈
れ
ば
、
同
心
の
誓
を
示
す
こ
と
に
な
り
、
友
人
に
封
し
て
は
、
友
情

の
不
攣
を
表
わ
し
、
懸
人
に
封
し
て
は
、
凝
艇
劾
持
た
ぬ
告
白
と
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
翰
鱒

-

さ
て
、
柳
の
枝
を
折

っ
て
族
人
に
贈
る
の
は
、
漢
代
以
來
の
風
習
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
漢
の
頃
か
ら
柳
の

長

い
枝
に
こ
と
よ
せ
て
、
『
長
相
思
』
の
心
情
を
託
し
た
り
、

枝
を
曲
げ
て
同
心
結
と
し
て
、

旅
人
に
贈

っ
た
か
ど
う
か
は
根
擦
希
薄

と

い
つ
た
感
を
ま
ぬ
が
れ
ぬ
。

し
た
が

っ
て
前
述
し
た
四
種
類
の
通
説
も
、
時
流
の
中
で
、
そ
の
意
義
づ
け
が
付
加
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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つ
ま
り
、
當
時

(古
代

.
中
世
)、

旅
人
の
道
中
に
樹
す
る
危
機

・
恐
怖

・
不
安
は
深
刻
な
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
族
に
は
生
命
を

保
障
す
る
も
の
が
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
人
間
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
そ
う
い
う
危
機
や
恐
怖
に
封
し
て
、
何
物
か
に
す
が
り

た

い
と
い
っ
た
人
の
ひ
弱

い
心
根
が
、
い
つ
の
ま
に
か
前
述
の
四
つ
の
通
説
の
よ
う
な
楊
柳

へ
の
心
情
の
假
託
を
う

み
だ
し
て
い
っ
た

(
14
)

も

の
で
あ
ろ
う
。

し
て
み
る
と
、
楊
柳
と
迭
別
と
の
か
か
わ
り
は
、
人
間
に
身
近
な
植
物
に
不
安

・
恐
怖
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
旅
の
無
事
安
全
を
託
す

る
と
い
う
素
朴
な
所
り
の
心
情
が
そ
の
稜
端
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が

っ
て
、
前
述
し
た

「
折
柳
」
は

「留
客
」
を
意
味
す
る
と
い
う
第

一
の
通
説
と
、
旅
立
つ
人
の

「
速
還
」

の
意
味
を
も

つ
第

二

の
通
説
な
ど
が
、
柳
の
枝
を
手
折

っ
て
旅
人
に
贈
る
風
習

の
獲
鮮
時
に
う
み
だ
さ
れ
た
素
朴
な
心
情
で
あ

っ
た
と
理
解
す
る
の
が
自

然

で
は
あ
る
ま
い
か
。

極
論
で
は
あ
る
が
、

「
楊
柳
」
を
身
近
な
植
物
と
し
て
の
親
密
感
か
ら
、
い
つ
の
ま
に
か
依
頼
で
き
る
神
秘
な
植
物
に
見
た
て
、
生

活

の
中
で
無
事
、
平
安
を
託
せ
る
植
物
と
し
て
の
と
り
あ

つ
か
い
を
、
い
わ
ば
自
然
獲
生
的
に
庶
民
的
な
信
仰
の
中
か
ら
う
み
だ
七
て

い

っ
た
と
い
う
の
が
、
素
朴
に
し
て
輩
純
な
事
實
で
あ

っ
た
ろ
う
と
推
論
す
る
も
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
ま
た
、
贈
ら
れ
た
柳
の
枝
は
、
旅
人
自
身
に
と

っ
て
、
不
安
定
な
心
の
鎭
静
剤
と
し
て
、
魔
除

・
護
符
の
代
用
と
な

っ
た

も

の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
推
理
も
う
み
だ
さ
れ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
楊
柳
と
魔
除

・
護
符
の
か
か
わ
り
は
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
を
私
は
、
す
で
に
引
用
し
前
述
し
て

い
る

『詩
経
』
齊
風

・
東
方
未
明
篇
の
第
三
章
の
前
半
二
句
を
根
擦
に
な
る
素
材
と
し
て
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
b
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折
柳
奨
圃

狂
夫
星
盟

不
能
辰
夜

不
夙
則
莫

柳

ヲ
折

リ

テ
圃

二
奨

ス

レ
バ

、

狂

夫

モ
盟

盟

タ
リ

。

辰

夜

ス

ル

コ
ト
能

ハ
ズ

、

夙

カ

ラ
ザ

レ

ハ
則

チ
莫

シ
。

弱
く
柔
か
い
柳
の
木
を
折

っ
て
菜
園
の
ま
か
き
を
作

っ
た
と
こ
ろ
て
、
盗
人
を
ふ
せ
ぐ
盆
に
は
な
る
ま
い
と
思
う
が
、
そ
れ
て
も

愚
か
な
も
の
か
、
そ
れ
を
見
た
ら
葉
園
に
踏
み
入
る
こ
と
を
た
め
ら
う
て
あ
ろ
う
。

毛
傳
で
は
、
「柳
ヲ
折
リ
テ
藩

ノ
圃
ト
爲

ス
モ
禁
ズ
ル
ニ
盆
ナ
ン
」
と
い
う
が
、

た
し
か
に
柳
の
枝
ぐ
ら
い
で
は
、

盗
難
予
防
と
し

て

は
、
大
し
て
役
に
も
た
た
ぬ
て
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
菜
園
に
人
の
侵
入
す
る
の
を
防
ぐ

一
つ
の
方
法
と
し
て
、
柳
の
枝
を
折

っ
て
ま
が
き
と
す
る
行
爲
は
素
朴
な
か
た

ち
て
の
自
分
の
も
の
に
鞠
す
る
防
衛
手
段
に
ち
が
い
な
い
。
い
や
、
む
し
ろ
精
神
的
に
自
己
を
安
堵
さ
せ
る
所
爲
と

い
っ
た
方
か
い
い

か
も
し
れ
な
い
。

し
た
が

っ
て
、
自
己
を
安
堵
さ
せ
る
た
め
の
方
便
と
し
て
柳
の
枝
を
使
う
も
の
て
も
あ

っ
た
と
見
れ
ば
、
そ
こ
に
柳
の
枝
を
魔
除

・

護

符
と
み
な
す
端
緒
も
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

結
局
、
中
國
の
古
代

.
中
世
に
お
い
て
は
、
楊
柳
は
た
だ
そ
こ
に
生
え
て
い
た
だ
け

の
景
物
と
し
て
の
樹
木
で
は
な
く
、
人
間
の
離

別

の
情
を
謹
明
す
る
た
め
の
象
徴
と
し
て
の
機
能
さ
え
も

っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

最
後
に
、
「仁
遠
カ
ラ
ノ
ヤ
。
我
レ
仁
ヲ
欲

ス
レ
バ
、
斯

二
仁
至
ル
」
と
い
う
箴
言
が
、
『
論
語
』
述
而
篇
に
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に

唐
代
別
離
考
ー
途
別
詩
を
め
ぐ
っ
て
ー
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人

の
道
の
實
践
に
關
す
る
古
く
か
ら
の
要
請
て
、
途
別
の
さ
い
の
そ
れ
は
、
楊
柳
を
折

っ
て
贈
る
と
い
う
行
爲
に
お
い
て
、
そ
の
セ
レ

モ

ニ
ー
は
完
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
だ
れ
し
も
の
無
事

へ
の
欲
求
や
所
り
に
は
じ
ま
り
、
だ
れ
し
も
が
氣
輕
に
や
れ
る
身

近

な
楊
柳
と
の
か
か
わ
り
の
上
て
、
生
盾
上
の
信
仰
と
し
て
根
づ
い
て
い
っ
た
も
の
て
あ
ろ
う
と
い
う
の
が
、
私
の
把
握

て
あ
り
持
論

て
あ
る
。
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次
に
唐
代
の
途
別
詩

に
見
え
る
詩
風

(読
み
ぶ
り
.
傾
向
)
に
つ
い
て
管
見
を
論
逮
し
て
み
よ
う
。

唐
代
途
別
詩
の
詩
風
に
は
、
二
種
類
の
傾
向
か
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
一
つ
は
、
唐
代
詩
人
の
ユ
ニ
ー
ク

(独
自
)
な
詩
風
と
思
わ
れ
る
が
、

別
離
に
あ
り
か
ち
な
め
め
し

い
感
傷
を
こ
ば
み
、
雄

々

し
く
別
れ
よ
う
と
い
っ
た
ま
す
ら
お
ぶ
り

(男
性
的
な
詩
風
)
が
そ
れ
て
あ
る
。

い
ま

一
つ
は
、
傳
統
的
な
樂
府
の
情
緒

(温
柔
敦
厚
)
を
歌

っ
た
余
情
ゆ
た
か
な
詩
風
が
そ
れ
て
あ
る
。

そ
し
て
二
者
に
共
通
な
詩
想
と
し
て
は
、

第

一
に
、
酒
を
勧
め
、
旅
立
つ
友
の
冶
魂
を
慰
安
し
た
り
、
族
先
の
危
機
に
封
し
て
い
ま
し
め
た
り
す
る
友
情
の
表
出
が
あ
る
こ
と
。

第
二
に
、
情
を
の
へ
る
の
に
景
の
描
宵
に
力
を
霊
く
し
、
景
の
美
し
さ
、
明
る
い
華
や
か
さ
が
、
そ
れ
と
は
裏
腹

に
情
の
世
界
を
い

っ
そ
う
し
み
じ
み
と
し
た
も
の
に
し
、
つ
ま
り
、
情
の
世
界
が
景
の
中
に
、
ひ
そ
か
に
刻
み
こ
ま
れ
、
薫
じ
こ
め
ら
れ
、
そ
れ
が
詩
句

の
外
に
余
韻
余
情
と
し
て
揺
曳
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。



こ
れ
ら
の
詩
想
が
唐
代
逸
別
詩

の
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ

(
主
調
低
音
)
と
も
呼
ぶ
へ
き
も
の
て
、

讃
者
を
魅
了
す
る
最
大
の
そ
し
て
普

遍
的
な
要
因
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
唐
代
詩
人
特
有
の
雄
々
し
さ
を
主
張
す
る
筆
法
で
描
寓
さ
れ
る
邊
別
詩
は
何
に
起
因
す
る
も
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
を

解
明
す
る
た
め
に
、
こ
こ
に
唐
代
詩
人
の
氣
風
と
は
封
照
的
な
前
代
南
北
朝
の
途
別
に
關
す
る
意
識
を
代
表
す
る
も

の
と
し
て
、
北
齊

の
顔
之
推
の
撰
に
な
る

『
顔
氏
家
訓
』
巻
二
、
風
操
第
六
に
、

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ふ
く
む
好
個
の
資
料
が
見
ら
れ
る
の
で
、
ち
な
み
に
引

用
し
参
照
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
別

易
會

難

・
古

人
所

重

;

江

南
饒

迭

・
下
泣

言
離

。

有

王

子
侯

・
梁

武

帝

弟

・
出

爲

東

郡

・
與

武

帝

別

・
帝

日

・・

『
我

年

已
老

・

與
汝

分

張

,
甚

以
側

愴

』

。
敷

行

涙

下

。

侯

途

密

雲

・
報

然

而
出

。

坐

此
被

責

・
瓢

鋸

舟

渚

・

一
百

許

日

・
卒

不

得

去

。

北

間

風

俗

,

不
屑

此

事

・
岐

路

言
離

・
歓

笑

分
首

。

然

人

性
自

有

少

涕

涙

者

・
腸

難

欲

絶

・
目

猫

欄

然

;
如

此
之

人

・
不

可
強

責

。
」

(
別
れ
は
、
容
易

な
の
に
、
会
う

の
は
至
難

て
あ
る

の
て
、
昔

の
人

は
別
離

を
大
切

に
し
た
。
江
南
地
方

て
は
、
旅
立

つ
人
を
見

途
る
場

合
、
涙

を

流

し
て
、
別
れ

の
挨
拶
を

い

っ
た
。
侯

の
爵
位
を
も

っ
た
帝

に
係
累

の
あ
る
君
か
お
ら
れ
た
。
君

は
梁

の
武
帝

の
弟

君
て
あ

っ
た
。
時

に
弟
君
は
、

都

か
ら
東
方

の
郡

に
赴
任
さ
れ

る
こ
と

に
な

っ
た
の
て
、
兄

の
武
帝

の
も
と

に
別
れ

の
挨

拶
に
出
か
け
ら
れ
た
。
す

る
と
帝

は

『
わ

し
も
、
も
う
年

じ
や
、
お
前
と
別
れ
る

の
は
と

て
も
悲

し
く
て

つ
ら
い
』
と

い

っ
て
、
さ

め
ざ

め
と
涙
を
流
さ
れ
た
。
と

こ
ろ
か
、
弟

君

の
方

は
、
や
る

せ
な

い
気

持

て
胸

か
し
め

つ
け
ら

れ
は
す

る
も

の
の
、
涙
を
流
す
ま

て
に
は
い
た
ら
ず
、
き
ま
り
わ
る
げ

に
顔

を
赤
ら

め
て
退
出
さ
れ
た
。
し

か
し
な
が
ら
、

弟
君

は
、

こ
の
こ
と

の
た
め
に
と
が

め
ら
れ
、
帝

の
気
分
を
害
し
て
し
ま
い
、
舟

つ
き
場

で
ぶ
ら

ぶ
ら
と
百

日
ば

か
り
さ
れ
て

い
た
が

、
結
局
任

地

へ
赴

か
れ

る
こ
と

は
許
さ
れ
な
か

っ
た
・
1
さ

て
・
北
方

の
風
習

て
は
・

こ
う
し
た
別
れ
方
を

い
さ
ぎ

よ
し
と

し
な

い
・
騰

融

や
・
「
さ
よ
う
な
ら
」

と

い

っ
て
、
笑

い
な
か
ら
別
れ
る
も

の
て
あ
る
。
な
る
ほ
ど
人

は
生

ま
れ

つ
き

、
涙

の
少
な

い
体
質

の
者
も
あ
ろ
う
。
心
て
は
、
悲

し
い
思

い
を
し

て
い
て
も

、
眼

は
明

る
く

か
が
や
き
。
涙

に
く
も
る

こ
と

の
な

い
人
だ

っ
て
い
る
は
ず

て
あ

る
。

こ
う
し
た
体
質

の
人
に
対
し
て
、
涙

を
流
す

よ
う

責

め
る
の
は
、
無
理
な
話

て
あ
る
。
)

砦
-
邊
別
詩
を

め
ぐ

っ
て
ー
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一
讃
す
る
に
、
人
は
ひ
と
た
び
別
れ
る
と
、
再
び
會
う
の
は
至
難
の
こ
と
て
あ
る
。
だ
か
ら
古
人
は
別
離
を
重
ん
じ
大
切
に
し
た
。

宜
な
る
か
な
で
、
別
離
は
な
に
よ
り
も
人
の
心
を
傷
め
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
大
切
に
野
庭
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
て
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
心
情
が
、
古
來
逡
別
の
詩
を
頻
出
し
、
名
作
を
う
み
だ
す
契
機
と
な

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

唐
詩
て
も
、
こ
の
趣
旨
と
全
く
同
じ
心
清
を
①
杜
甫

(盛
唐
)
は
、
「衛
八
庭
士

二
贈

ル
」
(
五
古
)
の
冒
頭
て
、
「
人
生
相
見
ザ
ル

コ
ト
、

(
15
)

動

モ

ス

レ
バ

参

ト
商

ト

ノ
如

シ
」

と

い

い
、

②

は

た

ま

た

別
離

の
感

情

を

、

「
李

白

ヲ

夢

ム
」

(
五
古
)

の
冒

頭

で

、
「
死

別

ハ
已

二
聲

ヲ

和

メ
ド
モ
・
生
別

ハ
常

二
簾

タ
り
」
と
吐
露
し
て
い
る
。
③
李
商
階

(晩
唐
)
は
、
「無
題
」
(七
律
)
の
冒
頭
て
、
「
相
見
ル
時

ハ
難
ク
、

ま

(
16
)

(17
)

別

ル
ル
モ
亦
タ
難

シ
」
と
い
う
し
、
④
干
武
陵

(晩
唐
)
に
い
た

っ
て
は
、
「
勧
酒
」
(五
絶
)
の
結
句
で
、
「
人
生
別
離
足
ル
」
と
い
い
、

人
生
に
別
離
が
遍
在
す
る
も
の
て
あ
れ
ば
、
嘆
く
よ
り
明
る
く
飲
ん
で
別
れ
よ
う
と
ひ
ら
き
な
お
っ
た
感
慨
は
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。

畢
寛
、
別
離
を
奪
重
し
、
大
切
に
し
た
理
由
は
、
以
上
の
『顔
氏
家
訓
』
の
僻
句
や
唐
詩
の
詩
句
が
示
唆
す
る
と
こ
ろ
に
つ
き
よ
う
。

さ
ら
に
、

つ
き

つ
め
て
考
え
た
場
合
、
杜
甫
が

「李
白
ヲ
夢

ム
」
の
冒
頭
て
封
比
的
に
指
摘
し
て
い
る

「
死
別
」

と

「生
別
」
と
い

う

二
つ
の
離
別
に
封
す
る
感
情

は
ど
う
て
あ
ろ
う
か
。

こ
の
詩
を
見
る
か
ぎ
り
て
は
、
「
死
別
」

の
悲
し
さ
は
も
と

よ

り
深
く
人
を
涙

に
沈
ま
せ
る
か
、
時
か
そ
の
悲
し
み
を
し
だ
い
に
う
す
め
て
く
れ
る
。
し
か
し
、
「
生
別
」
は

心
の
痛
み
が
清
え
る
と
い
う
こ
と
が
な

い
と
い
う
感
慨
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
ま
る
て

『楚
僻
』
・
九
歌
に
見
ら
れ
る
、

悲
莫
悲
号
生
別
離

悲

ン
ミ

ハ
生
別
離

ヨ
リ
悲

シ
キ

ハ
莫
ク
、

樂
莫
樂
号
新
相
知

樂
ン
ミ
ハ
新
相
知

ヨ
リ
樂
シ
キ

ハ
莫

シ
。

て
あ

っ
て
、
人
生
に
お
け
る
友
と
の
出
會
い
は
無
上
の
樂
し
み
て
あ
る
か
、
逆
に
友
と
離
別
し
て
生
き
る
こ
と
は
こ
の
上
な
い
悲
し
み

126



を
生
む
も
の
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
生
別
離
と
い
う
こ
の
上
な
い
悲
哀
の
感
情
が
、
迭
別
の
詩
を
う
み
だ
す
わ
け
で
あ
る
。

杜
牧

(晩
唐
)
は

「贈
別
」
(七
絶
)
の
冒
頭
で
、
こ
う
し
た
悲
し
み
の
極
黙
老
も
い
え
る
感
情
を
、
「
多
情

ハ
卸
ッ
テ
似
タ
リ
、
総
べ

(
18
)

テ
無
情
ナ
ル
ニ
」
と
描
爲
し
て
い
る
が
、
別
れ
に
さ
い
し
て
涙
ひ
と

つ
こ
ぼ
さ
な
い
作
者
の
冷
淡
な
態
度
が
連
想
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は

別
れ
が
悲
し
く
な
い
か
ら
で
は
な
い
。
逆
に
別
れ
が
あ
ま
り
に
悲
し
い
か
ら
で
あ
る
。
感
情
の
高
揚
が
極
黙
に
達
す
る
と
人
は
か
え

っ

て
無
感
動
な
状
態

の
よ
う
に
、
無
表
情
に
な
る
こ
と
が
あ
る
と
い
っ
た
鏡
く
人
間
の
内
面
を
と
ら
え
た
表
現
で
あ
る
が
、
こ
の
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス

(逆
説
)
の
み
ご
と
さ
は
、
晩
唐
と
い
う
唐
詩
の
完
成
期
の

一
つ
の
結
晶
で
も
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
う
し
た
生
別
離
の
悲
哀
を
表
現
す
る
の
に

『
顔
氏
家
訓
』
で
は
、
江
南
の
人
は
涙
を
流
し
て
、
惜
別
の
情
を
示
し
、
北
方

の
人
は
、
涙
を
流
す
な
ん
て
い
さ
ぎ
よ
し
と
せ
ず
、
岐
路
で
笑

っ
て
別
れ
る
と
い
う
が
、
南
北
の
風
土
の
違
い
の
如
く
、
南
北
人
の
氣

、

風

の
違

い
が
顯
著
で
あ

っ
て
面
白

い
。

そ
の
江
南
の
人

々
が
涙
を
流
し
て
、
惜
別
の
情
を
表
明
す
る
様
式
は
、
す
な
お
な
人
情
に
も
と
つ
く
善
意
の
表
現

で
あ

っ
て
、
め
め

し
い
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
人
間
の
美
的
な
行
爲
の
謹
左
で
、
批
判
の
封
象
と
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
唐
代
の
迭
別
詩
を
概
観
す
る
と
、
ま
る
で

『
顔
氏
家
訓
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
北
方
の
人
の
よ
う
に
、
生
別
離

の
悲
し

み
を
、
見
迭
る
人
は
、
旅
立
つ
人
に
酒
を
勧
め
る
こ
と
で
い
や
し
、
旅
立
つ
人
の
消
魂
の
心
情
に
樹
し
て
は
酒
を
飲
ま
せ
る
こ
と
で
、

愁

を
清
さ
せ
よ
う
と
す
る
雄

々
し
い
行
爲
が
見
ら
れ
る
。
惜
別
の
情
は
、
涙
を
流
し
て
別
れ
る
江
南
の
人
と
同
じ
よ
う
に
深

い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
別
れ
の
涙
を
こ
ば
む
姿
勢
が
そ
こ
に
は
歴
然
と
存
在
・す
る
。

唐
代
別
離
考
ー
邊
別
詩
を
め
ぐ
っ
て
ー
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そ

れ

で

は
、

唐

代

迭

別

詩

に
見

ら
れ

る
涙

を

こ
ば

み
、

雄

々
し

い
離

別

を

友
情

の
あ

か

し

と
す

る
詩

句

を

選

出

引

用

し

て
、

そ

の

ユ

ニ
ー

ク

な

實

態

を

た

ど

っ
て

み

よ

う

o

①

ま
ず

初

唐

で

は
王

勃

の

「
杜

少

府

ノ
任

二
蜀

州

二
之

ク

ヲ
迭

ル
」

(
五
律
)

の
尾

聯

「
爲

ス
無

カ

ラ

ン
、

岐

路

二
在

リ

テ
、

兜

女

ト

共

二
巾

ヲ
浩

ス

ヲ
」

(
も
う
や

め
よ
う
、
別
れ
道
で
女
子
供

の
よ
う

に
手
巾

を
涙
で
ぬ
ら
す
よ
う
な
こ
と

は
。)

②

盛

唐

で

は
、

王

昌

齢

の

「
芙

蓉

櫻

ニ
テ

辛

漸

ヲ
邊

ル
」

(
七
絶
)

の
韓

結

句

「
洛

陽

ノ
親

友

如

シ
相

問

バ
バ

、

一
片

ノ
泳

心

玉
壷

二

在

リ

ト
」

(
洛
陽

の
親
友

が
も
し
わ
た
し

の
こ
と
を

た
ず

ね
た
ら
、

ど
う

か
、

清

ら
か
な
氷
が

一
つ
白

玉

の
壼

の
中

に
あ
る
よ
う
な
心
境

で
わ
た
し
は

居

る
と
答
え

て
ほ
し
い
と

。)

と
う
だ
い

(19
)

た
れ
ひ
と

し

③

同

じ
く

盛

唐

高

適

の

「
董

大

二
別

ル
」

(
七
絶

)

の
繭
∵

結

句

、
「
愁

フ

ル
莫

カ

レ
前

路

二
知

己
無

キ

ヲ
、
天

下

誰

人

力

君

ヲ
識

ラ
ザ

ラ

ン
」

(
行

く
先

に
知

己
が

な
い
な
ど
と
心
配
な
さ
る
な
。
天
下
到
る
処
、
誰

一
人
君
を
知

ら
な
い
者

は
な
い
の
だ

か
ら

、
心
丈
夫

に
旅
立

ち
た
ま
え

。)

(
20

)

し
よ
う
ち
ん
ま

さ

④

盛

唐

李

白

の

「
友

人

ノ
蜀

二
入

ル

ヲ
迭

ル
」

(
五
律

)

の
尾

聯

、
「
升

沈

鷹

二
已

二
定

マ
ル
ベ

シ
、

必
ズ

シ

モ
君

平

二
間

ハ
ザ

ラ

ン
」

(
ど
う
せ
人

の
世

の
浮
沈

は
前
も

っ
て
き
ま

っ
て
い
る

に
ち
が

い
な

い
。
く
よ
く
よ
し
て
も
始

ま
ら
ぬ
。

成
都

の
嚴
君
平

に
占

っ
て
も

ら
う

ま
で
の
こ
と

も
な

い
だ
ろ

う

。
)

ゆ

(21
)

さ

た

や
す

⑤

盛

唐

李

順

の

「
魏

萬

ノ
京

二
之

ク

ヲ
迭

ル
」

(
七
律

)

の
尾

聯
、

「
是

レ
長

安

ハ
行

樂

ノ
虚

、

室

シ
ク
歳

月

ヲ

シ
テ
蹉

毘

タ

リ
易

カ

ラ

シ

ム

ル
莫

カ

レ
」

(
長
安

は
、
何
と
し
て
も
遊

楽

の
地
だ
。
君
よ
貴
重

な
時
間

を
空

し
い
も

の
に
し
な

い
よ
う
気
を

つ
け
ら
れ
よ
。
)

(
22

)

ま
さ

し

り
ん

⑤

中

唐

韓

愈

の

「
北

極

李

観

二
贈

ル
」

(
五
古
)

の
最

後

の
四

句

、
「
方

二
金

石

ノ
姿

ト
爲

リ

テ
、

萬

世

維

隣

ス

ル

コ

ト
無

カ

ラ

ン
、

見

女

ノ
態

ヲ
爲

シ
テ
、

憔

惇

シ
テ
賎

貧

ヲ
悲

シ

ム

コ
ト
無

カ

レ
」

(今

か
ら
は
金

石
の
よ
う

に
固
く
結
び

つ
い
て
、

い
つ
ま
で
も
友
情
を
変
色
さ
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せ
た
り
す
り

へ
ら
し
た
り
し
な

い
よ
う
に
し
よ
う
。
女

子
供

の
よ
う
な

め
め
し
い
態
度

で
、
し

お
た
れ
な
が
ら
貧
賎

を
な
げ

く
こ
と

は
な
い
よ
。)

⑦

晩

唐

陸

亀

蒙

の

「
別

離

」

(
五
律
)
、

晩

唐

の
詩

人

な

が

ら

、

剛

直

で

意

志

堅

固

な

雄

々
し
さ

が

全
髄

に

み
な

ぎ

っ
て

い

る
。

「丈
夫
涙
無
キ
ニ
非
ズ
、
離
別
ノ
間

二
灘
ガ
ズ
、
創

二
債

・
テ
樽
酒

・郵

シ
・
遊
子
ノ
顔
ヲ
爲
ス
ヲ
恥
ズ
・
蝋
蛭

各

手
ヲ
肇

と

と

(
23
)

バ
、
肚
士
疾
ク
腕
ヲ
解
ク
、
思
フ
所

ハ
功
名

二
在
リ
、
離
別
何
ゾ
嘆
ズ
ル
ニ
足
ラ
ン
」
(ま
す
ら
お
と
て
涙
の
な
い
者
で
は
な
い
。
た
だ
そ
れ

を
別
離
の
さ
い
に
流
さ
ぬ
だ
け
で
あ
る
。
剣
に
伎
っ
て
樽
酒
を
傾
け
、
旅
ゆ
く
者
の
め
め
し
い
顔
な
ど
す
ゐ
の
を
恥
じ
る
。
毒
蛇
に
一
た
び
手
を
か
ま

れ
た
ら
、
壮
士
は
す
ぐ
に
そ
の
腕
を
切
り
と
る
と
い
う
。
男
た
る
者
、

一
旦
功
名
を
志
し
た
か
ら
に
は
、

一
時
の
別
れ
な
ど
、
な
ん
で
悲
し
む
こ
と
が

あ
ろ
う
。)

以
上
、
友
を
迭
る
さ
い
の
こ
れ
ら
の
詩
句
は
、
趣
き
の
ち
が
い
は
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
慷
慨
悲
壮
な
調
べ
で
あ
り
、
意
氣
軒
昂

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
男
性
的
な
詩
風
が
、
同
じ
系
譜
に
屡
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ま
た
明
ら
か
で
あ
る
。

官
吏
で
も
あ

っ
た
か
れ
ら
詩
人
た
ち
の
こ
う
し
た
氣
概
は
、
い
わ
ば
唐
帝
國
の
も
つ
覇
氣
に
由
來
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
に
か

く
、
南
朝
の
め
め
し
い
氣
風
を

一
掃
し
た
感
じ
で
、
唐
詩
の
蜀
自
性
を
そ
こ
に
見
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
雄
々
し
い
氣
風
は
、
ど
う
し
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
そ
の
起
因
す
る
根
擦
を
、
王
勃

(初
唐
)
の

「杜
少
府
ノ
任

二
蜀
州

二
之
ク
ヲ
途
ル
」
(五
律
)
の
詩
句
中
の
言
葉
が
、

そ
れ
を

と
き
あ
か
す
素
材
で
も
あ
る
と
考
え
る
。

城
…闘
輔
二
二泰

城
關
…三
泰
ヲ
輔
ト
シ

風
煙
望
五
津

風
煙
五
津
ヲ
望
ム

唐
代
別
離
考

-
途
別
詩
を

め
ぐ

っ
て
ー
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與
君
離
別
意

同
是
宙
遊
人

海
内
存
知
己

天
涯
若
比
鄭

無
爲
在
岐
路

児
女
共
冶
巾

君
ト
離
別
ノ
意

同
シ
ク
是

レ
宙
遊

ノ
人

海
内
知
己
ヲ
存
ス
レ
バ

天
涯
モ
比
鄭

ノ
若

シ

爲
ス
無
カ
ラ
ン
岐
路

二
在
リ
テ

兜
女
ト
共

二
巾
ヲ
浩

ス
ヲ

端
的
に
い
え
ば
、
右
の
五
律
の
前
聯
と
後
聯
の
四
句
に
雄
々
し
い
氣
風
を
う
み
だ
す
理
由
が
包
含
さ
れ
て
い
る
と
推
考
す
る
も
の
て

あ
る
。

い
う
ま
て
も
な
く
、
こ
の
部
分
は
五
律
の
規
則
に
從

っ
て
、
封
句
で
吟
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
類
似
の
事
柄

を
く
り
か
え
す
退

屈
な
封
句
を
さ
け
、
上
句
か
ら
下
句

へ
と
論
理
を
直
線
的
に
つ
な
ぐ
、
い
わ
ゆ
る
流
水
封
を
用
い
て
い
る
た
め
、
流
動
的
な
な
め
ら
か

さ
を
獲
揮
し
て
、

す

っ
き
り
し
た
も
の
が
感
じ
と
ら
れ
る
部
分
て
も
あ
る
O

そ
れ
は
、
「
こ
こ
て
君
と
別
れ
る
わ
た
し
の
氣
持
は
、
君

も
わ
か
っ
て
く
れ
る
て
あ
ろ
う
。
わ
た
し
も
去
り
ゆ
く
君
の
氣
持
が
よ
く
わ
か
る
。
と
い
う
の
も
、
二
人
と
も
同
じ
宙
遊
の
人
、

つ
ま

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

り
、
各
地
を
流
れ
歩
く
族
暮
ら
し
の
役
人
の
身
の
上
だ
か
ら
、
お
互
い
に
別
れ
の
悲
し
い
こ
と
は
よ
く
わ
か
り
合

っ
て
い
る
は
ず
だ
。

だ

か
ら
廣
い
天
下
に
眞
に
理
解
し
合
え
る
友
人
が
い
る
か
ぎ
り
、
た
と
え
身
は
大
空
の
涯
に
離
れ
て
い
よ
う
と
も
、
鄭
り
あ
わ
せ
に
住

ん
て
い
る
よ
う
な
も
の
て
は
な
い
か
」
と
、
い
っ
た
ぐ
あ
い
て
あ
る
。
そ
こ
に
は
何
の
感
傷
も
見
ら
れ
な
い
。
蜀
州

へ
の
赴
任
に
氣
の

す
す
ま
ぬ
友
人
の
旅
立
ち
を
男
ら
し
く
か
ら

っ
と
歌
い
あ
げ
て
い
る
と
い
っ
た
感
じ
て
あ
る
。
こ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
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だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
離
別
に
饗
し
て
薄
情
で
あ

っ
た
り
、
諦
観
覗
し
た
そ
れ
で
は
決
し
て
な
い
。

そ
れ
を
私
は
、
宙
遊
の
人
と
し
て
、
同
じ
運
命
に
あ
る
者
が
、
し
ば
し
ば
く
り
か
え
さ
れ
る
離
別
の
膣
験
の
中
か
ら
生
み
だ
し
た
強

い
連
帯
の
意
識
か
ら
出
た
言
葉
で
は
な
か
ろ
う
か
と
把
握
す
る
も
の
て
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
こ
れ
は
強
が
り
の
言
葉
で
も
な
く
、
お
互
い
に
い
た
わ
り
合
う
言
葉
て
も
な
い
。
い
や
お
う
な
し

に
背
負
わ
さ
れ
た

唐
代
の
下
級
官
吏
の
宿
命
的
な
悲
哀
感
に
封
す
る
自
畳
の
上
に
立
つ
言
葉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
離
別
を
輕
ん
ず
る

が
ご
と
く
見
え
て
、
實
は
眞
に
離
別
に
泣
く
心
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
雄

々
し
く
悲
肚
で
も
あ

っ
て
・、
い
っ
そ
う
人
の
心
を
打

つ

も

の
て
も
あ
る
と
考
え
た
い
。

と
に
か
く
、
こ
う
し
た
宿
命
的
な
悲
哀
感
に
封
す
る
自
畳
が
あ

っ
た
れ
ば
こ
そ
、
宣
遊
の
人
て
あ
る
か
れ
ら
は
、
途
別
の
行
爲
と
場

所
を
大
切
に
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
く
り
か
え
さ
れ
た
が
故
に
、
多
く
の
迭
別
詩
が
う
み
だ
さ
れ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
地
方
官
を
轄

々
と
旅
暮
ら
し
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
不
遇
さ
が
、
そ
れ
に
と
も
な

っ
て
友
を
う
み
だ
し
、
旅
を
す
る
機
會
も
多
く
し
、
迭
別
詩
を

多
く
う
み
だ
し
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

あ
る
い
は
ま
た
、
既
存
の
貴
族
階
級
に
封
抗
す
る
新
興
地
主
階
級
出
身
の
官
吏
と
し
て
、
お
互
い
に

一
種
の
連
帯
感
を
と
も
な
う
友

情

に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
も
明
白
て
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
途
別
詩
が
、
友
情
の
謹
明
と
し
て
眞
情
を
吐
露
す
る
も
の
で
あ

っ

た
こ
と
も
お
の
ず
と
首
肯
さ
れ
る
。

こ
こ
で
、
雌
々
し
い
詩
を
う
み
だ
し
た
ゆ
え
ん
に
つ
い
て
再
度
整
理
し
て
お
こ
う
。

逸
別
詩
を
つ
く
る
詩
人
た
ち
が
、
新
興
地
主
階
級
の
出
身
て
あ

っ
た
が
故
に
、
既
存
の
貴
族
階
級
の
重
塵
に
封
抗
し
な
が
ら
官
吏
づ

唐
代
別
離
考
-
途
別
詩
を
め
く
っ
て
ー
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と
め
を
す
る
な
か
で
、
同
じ
官
吏
と
し
て
お
の
ず
と
連
帯
の
意
識
が
つ
ち
か
わ
れ
て
友
情
を
は
ぐ
く
ん
で
い
く
と
い
う
素
地
が
あ

っ
た

と
い
う
こ
と
。
さ
ら
に
、
か
れ
ら
は
宙
遊
の
人
と
い
う
不
遇
な
身
分
で
あ

つ
て
、
輔
々
と
し
た
旅
暮
ら
し
の
中
で
、
宿
命
的
な
悲
哀
感

を
自
畳
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
だ
こ
と
。
そ
う
し
た
境
遇
と
意
識
の
中
で
の
途
別
詩
は
、
お
の
ず
と
連
帯
の
意
識
の
表
明
に
な
ら
ざ
る
を

得
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
結
局
、
そ
う
し
た
階
級
的
重
塵
と
、
不
遇
さ
の
中
で
、
お
の
ず
と
雄
々
し
い
氣
風

は

は
ぐ

く
ま

れ
、
高
揚
さ
れ
、
そ
れ
が
ま
す
ら
お
ぶ
り
の
途
別
詩
を
形
成
し
て
い
っ
た
と
い
う
判
断
で
あ
る
。
そ
の
鮎
、
傳
統
的
な
樂
府
の
情
緒
を

歌

つ
た
哀
切
な
ひ
び
き
を
も
つ
迭
別
詩
と

一
線
を
書
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
い
。

そ
れ
で
は
、
傳
統
的
な
樂
府
の
情
緒
を
ふ
ま
え
た
邊
別
詩
と
は
、
ど
う
い
う

ユ
ニ
ー
ク
さ
を
も

っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ

に
封

し
て
、
私
は
邊
別
詩
の
共
通
な
詩
想
の
第
二
に
あ
げ
て
い
る
詩
句
の
言
外
に
哀
切
な
余
韻
余
情
を
揺
曳
さ
せ
て
い
る
詩
が
、

一
つ

の
特

異
性
と
し
て
、
そ
れ
に
柑
當
す
る
も
の
で
あ
る
と
受
け
と
め
て
い
る
。

そ

の
顯
著
な
詩
が
、
す
で
に
第
二
章
で
例
示
し
て
い
る
、
悶①
王
維

(盛
唐
)
の

「
元
二
ノ
安
西

二
使
ス
ル
ヲ
途
ル
」
(七
絶
)
を
は
じ

め
と
し
て
、
同
じ
く
②
王
維
の

「
邊
別
」
(五
絶
)
「山
中
相
邊
り
罷
ミ
、剛日
暮
柴
扉
ヲ
掩

フ
、
春
草
明
年
緑
ナ
ル
モ
、
王
孫
蹄
ル
ヤ
蹄
ラ

(
24
)

れ
い

の
ぞ

よ
う

ザ
ル
ヤ
」
や
、
は
た
ま
た
、
③
王
維
の

「臨
高
壷
、
黎
拾
遺
ヲ
迭
ル
」
(五
絶
)
、
「
相
途
リ
テ
高
毫

二
臨
メ
バ
、
川
原
杏
ト
シ
テ
何
ゾ
極

か
え

や

(
25
)

マ
ラ
ソ
、
日
暮
飛
鳥
還
ル
ニ
、
行
人

ハ
去
ツ
テ
息

マ
ズ
」
な
ど
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
王
維
ら
し
い
静
か
な
境
地
を
示
す
と
と
も
に
、
そ

の
詩
句
は
、
「
邊
別
」
で
は

『楚
僻
』
の
招
隠
士
に
、
「
王
孫
遊
ビ
テ
蹄
ラ
ズ
、

う春
草
生
ジ
テ
萎

々
タ
リ
」

と
あ
る
の
を
ふ
ま
え
、
「臨

高
壷
」
で
魏
の
王
藥
の

『
登
櫻
賦
』
に
、

「
此
ノ
櫻

二
登
ッ
テ
回
望
ス
レ
パ
、
平
原
遠

ク
シ
テ
目
ヲ
極
ム
、
白
日
忽

ト
シ
テ
其
レ
將

二

遠
カ
ラ
ン
ト
ス
、
征
夫
行
イ
テ
息

マ
ズ
」
な
ど
の
句
が
あ
る
の
を
ふ
ま
え
て
、
樂
府
の
情
緒
を
歌
い
あ
げ
、
美
し
く
哀
切
な
詩
を

つ
く
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り
あ
げ
て
い
る
。

さ
て
、
④
李
白
に
も
迭
別
、
留
別

の
詩
が
多
い
が
、
そ
れ
は
李
白
の
放
浪
の
生
涯
か
ら
察
す
る
に
、
族
を
す
る
う
ち
に
は
、
人
と
の

出
會

い
、
人
と
の
別
れ
も
自
然
多
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
美
し
く
も
哀
し
い
離
別
の
情
緒
を
吐
露
さ
せ
る
こ
と
に
な

っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
な
か
で
も
、
「
黄
鶴
櫻

ニ
テ
孟
浩
然
ノ
廣
陵

二
之
ク
ヲ
途
ル
」
(七
絶
)
の
韓

・
結
句

「孤
帆
ノ
遠
影
碧
空

二
蓋
キ
、唯
ダ

見

ル
長
江
ノ
天
際

二
流
ル
ル
ヲ
」
は
、
起

・
承
句
に
見
ら
れ
る
時
は
花
が
す
み
の
三
月
、
往
く
は
揚
州
歓
樂
の
地
、

と
い
つ
た
李
白

一

流

の
は
な
や
か
な
調
子
の
中
で
、
そ
の
恨
望

の
情
は
哀
切
な
離
別
の
余
韻
余
情
を
ひ
と
し
お
感
じ
さ
せ
る
。

は
い

き
つ

へ
ん

ほ
と

り

さ
ら
に
、
⑤
中
唐

・
劉
長
卿

の

「重
ネ
テ
斐
郎
中

ノ
吉
州

二
販

セ
ラ
ル
ル
ヲ
迭
ル
」
(七
絶
)
の

「
猿
暗
キ
客

ハ
散
ズ
暮
江
ノ
頭
、
人

ち
く
し
ん

な

(
26
)

ハ
自

ラ
傷

心

水

ハ

自

ラ
流

ル
、

同

ジ

ク
逐

臣

ト
作

ッ
テ
君

更

二
遠

シ
、

青

山

萬

里

一
孤

舟

」

(
日
暮
れ
時
、

江
亭

で
友

を
見
途

る
人

々
も

帰
り
去
り
、
あ
と

に
は
猿

の
悲

し
げ

に
哺
く
声
が
聞

こ
え

て
く

る
。
そ

し
て
私

は
立
ち
去
り

か
ね
て
、
心
を
傷

め
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
無
情

の
江
水
は

、

人

の
悲

し
み
を

よ
そ

に
悠

々
と
流

れ
去

る
。
さ

て
、
君
も
私
も
同
じ
く
左

遷
さ
れ
る
身
と

な

っ
た
が

、
君

の
ゆ
く
先

は
、
私

の
配
所

よ
り
さ
ら

に
遠

い
。

こ
れ
か
ら
青
山
万
里

の
途
を

、
孤
舟

を
浮

か
べ
て
ゆ

か
れ

る
君

の
心

は
ど
う

で
あ
ら
う
。
)

は
、

前

述

し

て

い

る
王

勃

(
初
唐
)

の

「
同

ジ

ク
宙

遊

ノ
人
」

に
封

し

て
、

「
同

ジ

ク
逐

臣

ト
作

ッ
テ

」

(
同
じ
く
朝
廷
を
逐
わ
れ
る
身

)
と

、

よ
り

棲

愴

な

境

遇

で
あ

り

な

が

ら

、

前

者

に
見

ら

れ

る
連

帯

の
意

識

も

、

雄

々
し

い
男

性

的

な

氣

風

も

希

薄

で

あ

る

。

そ

し

て

見

迭

る
者

も

見

途

ら
れ

る
者

も

、

そ

の

心

は
わ

び

し

さ

に

た
え

ぬ
と

い

っ
た

つ
き

ぬ
余

情

が

、

「
暮

江

ノ
頭

」

や

「
一
孤

舟

」

の
詩

句

で

い

っ
そ

う

強

調

さ

れ

て

い
る

よ
う

に

思

わ
れ

る
。

⑤

晩

唐

に

な
れ

ば

、

ま
ず

杜

牧

の

「
贈

別

」

其

二

(
七
絶
)

の

「
多

情

ハ
却

ッ
テ
総

テ
無

情

ナ

ル

ニ
似

タ
リ

、

唯

ダ
豊

ユ
樽

前
笑

イ

ノ
成

ラ
ザ

ル

ヲ
、

蝋

燭

心

有

り

還

タ
別

レ

ヲ
惜

シ

ミ
、

人

二
替

ッ
テ
涙

ヲ
垂

レ

テ
天

明

二
到

ル
」

(感

じ
や
す

い
心

は
、
万
感
胸

に
迫

ま
る

唐
代
別
離
考

ー
逡

別
詩

を
め
ぐ

っ
て
・1
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と
、
獣
り
が
ち
に
な
り
、
却
っ
て
何
の
感
慨
も
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
杯
を
前
に
し
て
、
笑
お
う
に
も
笑
え
ぬ
。
蝋
燭
に
も
別
れ
を
惜
し
む
心

が
あ
る
の
か
、
人
に
か
わ
っ
て
夜
ど
お
し
涙
を
流
し
て
い
る
よ
。)
は
、
多
情
の
人
と
無
情
で
あ
る
は
ず

の
蝋
燭
と
が
、
別
離
の
場
で
、
そ
の

情

の
あ
り
方
を
逆
輻
さ
せ
た
護
想
は
新
鮮
で
、
離
別
の
哀
愁
を
効
果
的
に
表
わ
し
て
い
る
。

こ
の
蠣
燭
の
擬
人
化
に
は
、
蝋
燭
の
よ
う

な
は
か
な
く
微
細
な
物
に
心
ひ
か
れ
る
晩
唐
詩
人
の
美
意
識
を
背
景
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
に
か
く
、
余
情
と
い
う
よ
り
傳
統
的

な
迭
別
詩
に
、
さ
ら
に
晩
唐
朝
の
技
巧
と
甘
い
情
緒
が
加
味
さ
れ
た
詩
と
い
え
よ
う
。

⑦
最
後
に
同
じ
く
晩
唐
の
章
荘
の

「
古
別
離
」
(七
絶
)
は
、

そ
の
題
が
示
す
よ
う
に
、

別
離
の
詩
の
傳
統
を
ふ

ぎ
え
て
作

っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
た
、
晩
唐
詩
特
有
の
情
緒
を
暗
示
す
る
哀
愁
の
ひ
び
き
を
も
つ
詩
で
も
あ
る
。

「
晴
煙
漠
々
柳

ハ
墾

・
離
情
ヲ
馨

モ
ス
ル
ナ
ク
酒
劣

.
醐
.
ナ
リ
・
更

二
叢
轡

推

・
テ
雲
外
ヲ
指
サ
セ
バ
、
断
膓
ス
春
色
江
南

二
在

齢

)
(
晴
れ
た
空

に
霞
が
た
な
び

い
て
・
柳

の
糸

は
長
く

た
れ
て
い
る
・

酒
半
ば
た
け
な
わ
に
な

っ
て
も
、

こ
の
別
離

の
情
を
ど
う
し
よ
う
も

な

い
。
そ
こ
で
鞭
を
あ
げ
て
、
は
る
か
行
く
手
を
指
さ
せ
ば
、
断
膓
の
思
い
を
さ
そ
う
春
景
色
が
江
南
の
地
を
お
お
っ
て
い
る
よ
。)

作
者
章
荘
は
、
長
安
に
あ

っ
て
唐
末
の
黄
集
の
齪
に
あ
い
、
弟
妹
を
失
い
、
み
ず
か
ら
も
大
病
を
わ
ず
ら
い
言
語

に
絶
す
る
苦
勢
を

し
た
と
い
う
。
こ
の
詩
は
起
句
に
柳
を
出
し
て
、
迭
別
の
風
習
を
ふ
ま
え
、
承
句
で
酒
宴
で
の
心
情
を
、
離
情
い
か

ん
と
も
す
る
な
く

と

ス
ト
レ
ー
ト
に
表
出
し
、
漸
膓
の
思
い
を
さ
そ
う
江
南
の
風
景
で
結
ん
で
い
る
。
そ
の
景
と
情
の
美
し
さ
と
哀
切
さ
に
は
、
盛
唐
の

詩
風
を
感
じ
さ
せ
な
が
ら
も
、
詞

(詩
余
)
の
余
韻
さ
え
も
ひ
び
か
せ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
樂
府
の
傳
統
を
ふ
ま
え
た
邊
別
詩
に
つ
い
て
総
括
す
る
と
、
い
ず
れ
も
惜
肌
の
情
緒
を
、
そ
の
ま
ま
軍
刀
直
入
に
相

手

に
押
し
つ
け
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を

一
度
自
己
の
内
部
で
燃
焼
さ
せ
、
凝
縮
さ
せ
、
そ
し
て
純
化
さ
せ
て
い
る
が
ゆ
え
に
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い

っ
そ
う
持
績
す
る
感
慨
と
し
て
、
淡
白
に
提
示
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、
離
別
の
哀
愁
は
、
詩
の
最
後
に
い
た

つ
て
高
ま
り
、
美
し
い
哀

切

な
ひ
び
き
を
か
も
し
て
妙
味
も
い
よ
い
よ
深
い
。

唐

代
に
お
い
て
、
迭
別
、
離
別
に
さ
い
し
て
雄

々
し
さ
を
主
張
す
る
途
別
詩
と
、
樂
府
の
傳
統
を
ふ
ま
え
た
途
別
詩
、
こ
の
二
種
類

の
そ
れ
は
初
唐
よ
り
晩
唐
に
い
た
る
ま
で
並
存
す
る
も
の
で
あ
る
。
岬前
者
は
、

初
唐

・
王
勃
の

「杜
少
府
ノ
任

二
蜀
州

二
之
ク
ヲ
邊

ル
」
(五
律
)
よ
り
晩
唐

・
陸
亀
蒙
の

「
別
離
」
(五
律
)
ま
で
が
、

そ
れ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

後
者
は
、

盛
唐

・
王
維
の

「
元
ニ
ノ
安

西

二
使
ス
ル
ヲ
迭
ル
」
(七
絶
)
に
、
僻は
じ
ま

っ
て
晩
唐

・
鄭
谷
の

「潅
上

ニ
テ
友
人
ト
別
ル
」
(七
絶
)
が
、

そ
の

フ
ィ

ナ
ー
レ
を
飾

る
も

の
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
、
後
者
の
最
後
を
飾
る
鄭
谷
の
七
絶

「潅
上

一一
テ
友
人
ト
別
ル
」
は
、
傳
統
的
な
離
別
詩
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
や
感
畳
を

ふ
ま
え
て
い
て

一
種
の
完
成
さ
れ
た
形
で
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
王
維
の

「
元
ニ
ノ
安
西

二
使
ス
ル
ヲ
邊

ル
」

と
相
呼
鷹
す
る
も

の
と

い
つ
た
感
じ
さ
え
す
る
。

揚
子
江
頭
楊
柳
春

揚
子
江
頭
楊
柳
ノ
春

楊
花
愁
殺
渡
江
人

楊
花
愁
殺

ス
江
ヲ
渡
ル
ノ
人
ヲ

敷
聲
風
笛
離
亭
晩

敷
聲
ノ
風
笛
離
亭
ノ
晩

君
向
瀟
湘
我
向
秦

君

ハ

瀟
湘

二
向
ヒ
我

ハ
秦

二
向

フ

パ

ラ
フ
レ
ー
ズ
す
る
ま
で
も
な
い
が
、

こ
の
詩
で
は
、
江
頭
の
楊
柳
は
、
そ
の
枝
を
折

っ
て
旅
立
つ
人
を
見
途

っ
た
と
い
う
漢
代
以

來
の
風
習
、
折
揚
柳
の
行
爲
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
笛
の
音
は
、
離
別
の
曲
、
折
楊
柳
の
旋
律
を
暗
示
さ
え
し
て
い
る
。
さ
ら
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に
夜
、
離
亭
で
酒
を
く
み
か
わ
す
作
者
と
友
と
は
、

一
夜
あ
け
れ
ば
、
南
と
北
の
船
上
に
、
そ
れ
ぞ
れ
わ
が
身
を
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

瀟
湘

(友
)
と
秦
=
長
安

(作
者
)
と
相
い
隔
た
る
こ
と
萬
里
の
地
を
提

示
す
る
の
は
、

再
會
の
不
可
能
な
こ
と
Mの
間
接
的
な
表
示
で

も
あ
る
。
友
の
姓
名
は
、
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
が
か
え

っ
て
、
離
別
の
哀
愁
を
撞
大
さ
せ
て
い
る
。

思
う
に
、
王
維
や
李
白
な
ど
に
よ

っ
て
、
は
ぐ
く
ま
れ
て
き
た
傳
統
的
な
迭
別
詩
の
普
遍
的
な
作
詩
法
は
、
こ
の
晩
唐
の
鄭
谷

の
詩

に
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
受
け
つ
が
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
二
者
の
邊
別
詩
に
見
ら
れ
る
表
現
技
巧
の
特
異
性
に
つ
い
て
再
度
論
述
す
る
と
、

前
者
の
雄
々
し
さ
を
主
張
す
る
邊
別
詩
は
、
旅
立
つ
人
に
野
し
て
常
に
呼
び
か
け
る
よ
う
な
言
い
方
で
、
つ
ま
り
輩
刀
直
入
な
手
法

に
そ

の
ユ
ニ
ー
ク
さ
を
見
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
ス
ト
レ
ー
ト
な
表
現
は
、
や
や
も
す
る
と
、
別
離
を
輕
覗
し
て
い
る
か
に
見

ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
實
は
別
離
に
泣
く
心
理
の
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ

ユ
と
思
わ
れ
る
。

後
者
の
傳
統
的
な
樂
府
の
情
緒
を
歌

つ
た
途
別
詩
は
、
前
半
に
景
が
明
確
に
描
か
れ
、
そ
れ
が
後
半
の
情
の
世
界
、
つ
ま
り
別
離
に

と
も
な
う
哀
愁
の
情
緒
を
よ
り
高
揚
さ
せ
る
機
能
を
は
た
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
前
者
と
は
封
照
的
に
碗
曲
な
表
現
で
あ
る
が

た
め
に
、
い
っ
そ
う
余
韻
余
情

の
効
果
を
獲
揮
し
、
妙
味
の
あ
る
詩
を
生
み
だ
し
て
い
る
。

し
た
が

っ
て
、
李
白
の

「友
人
ヲ
途

ル
」
(
五
律
)
は
、
そ
の
腕
曲
な
表
現
技
巧
の
妙
味
を
鑑
賞
し
う
る
テ
ィ
ピ
カ
ル
な
も
の
の
一
つ

と
思
わ
れ
る
の
で
、
ち
な
み
に
、
引
用
し
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

青

山
横
北
郭

青
山
北
郭

二
横

バ
リ
、

白
水
邊
東
城

白
水
東
城
ヲ
邊
ル
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此
地
一
爲
別

孤
蓬
萬
里
征

浮
雲
遊
子
意

落
日
故
人
情

揮
手
自
薮
去

薫
薫
班
馬
鳴

此
ノ
地

一
タ
ビ
別

レ
ヲ
爲
シ

孤
蓬
萬
里

二
征
ク

浮
雲
遊
子
ノ
意

落
日
故
人
ノ
情

手
ヲ
揮

ッ
テ
藪
ヨ
リ
去
レ
バ

蕾
…々

ト
シ
テ
班
馬
鳴

ク

一
瞥
す
る
に
、
起
聯
が
美
し
い
樹
句
に
な

っ
て
い
る
の
で
、
頷
聯
は
封
を
流
し
、
頸
聯
に
景
と
情
を
か
ね
た
封

句
を
も

っ
て
き
て
、

尾
聯
で
馬
も
別
れ
を
悲
し
ん
で
か
、
う
ら
が
な
し
く

い
な
な
く
と
い
う
。

馬
を
媒
介
と
し
た
娩
曲
な
表
現
で
、
友
と
の
惜
別
の
情
を

一
段
と
高
め
て
い
る
。
つ
き
ぬ
余
情
と
は
こ
れ
で
あ

る
。
し
か
も
そ
れ
が

李
白
ら
し
く
淡
白
に
、

一
氣
呵
成
に
歌
い
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
い
よ
い
よ
滋
味
豊
か
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。

最
後
に
、
以
上
こ
も
ご
も
論
述
し
て
き
た
封
照
的
な
二
者
の
迭
別
詩
が
、
唐
代
迭
別
詩
の
二
大
潮
流
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
提
示
す

る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
ら
の
迭
別
詩
が
、
唐
詩
の
世
界
に
友
情

・
人
情

の
精
華
を
結
晶
さ
せ
た
功
績
は
、邊
別
詩
特
有
の
メ
リ
ッ
ト

(値
打
ち
)

で
あ
ろ
う
と
論
断
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

四

唐
代
別
離
考

1
迭
別
詩

を
め
ぐ

っ
て
=
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唐
代
の
途
別
詩
に
留
意
し
て
き
た
こ
と
か
ら
の
余
得
と
思

っ
て
い
る
か
、
途
別
詩
の
表
現
さ
れ
て
い
る
詩
型
に

つ
い
て
推
考
し
て
お

こ
う
。

も
と
も
と
離
別
と
い
う
も
の
は
、
強
い
感
動
や
心
の
高
揚
を
う
み
や
す
い
も
の
て
あ
る
。
ー
ー
そ
れ
だ
け
に
、
離
別
の
屡
性
て
あ
る

攣
化
、

推
移

へ
の
不
安
や
愛
惜
は
、
詩
的
感
動
の
中
心
と
な

っ
て
詩
作
と
い
う
行
爲
を
容
易
に
し

た
と
考
え
ら
れ

る
。

そ
し
て
さ
ら

に
、
そ
れ
が
唐
代
の
詩
人
た
ち
に
と

っ
て
は
、
日
常
生
活
の
中
て
慣
習
的
な
行
爲
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
普
遍
化
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
て

あ

る
。

し
た
が

っ
て
、
途
別
詩
は
古
膣
詩
て
も
近
膿
詩
て
も
詠
じ
う
る
安
易
な
素
材
て
あ

っ
た
。

だ
と
し
て
も
、
途
別
詩
の
詩
型
に
は
、
七
言
絶
句
に
よ
る
も
の
が
歴
倒
的
に
多

い
。
傳
統
的
な
途
別
詩
に
い
た
っ
て
は
、そ

の
七
絶
の

詩
が
最
も
適
當
な
形
式
て
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
て
は
な
い
と
い
っ
た
感
じ
さ
え
す
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
こ
れ
に
郵
し
て
、
私
は
王

維

の

「
元
二
ノ
安
西

二
使
ス
ル
ヲ
途
ル
」
(七
絶
)
に
、

も
と
つ
い
て

一
考
す
る
に
、

こ
の
詩
が
實
際
迭
別
の
宴
席

で
し
ば
し
ば
愛
唱

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
思
う
時
、
そ
れ
は
七
絶
と
い
う
詩
型
が
、
と
に
か
く
愛
唱
さ
れ
や
す
か
っ
た
と
い
う
の
が
主
要
な
原
因
て
あ

っ
た

ろ
う
と
思
う
も
の
て
あ
る
。

で
は
、
他
の
詩
型
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
五
絶
の
場
合
は
簡
潔
す
ぎ
て
心
情
の
妙
味
や
叙
情
性
の
ひ
ろ
が
り
を
描
き

き
れ
な
い
と
い
う
欠
點
か
あ

っ
た
の
て
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
律
詩
、
排
律
、
古
詩
て
は
、
逆
に
封
句
や
典
故
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
て
、

つ
い
説
明
的
に
な

っ
た
り
、
あ
る

い
は
ま
た
、
長
す

き

て
朗
唱
に
不
向
き
て
あ

っ
た
り
、
作
品
と
し
て
は
す
く
れ
て
い
て
も
、
余
韻
や
余
情
の
欠
落
で
普
及
し
う
る
迭
別
詩
に
は
、
お
そ
ら
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く

な

り

に
く

か

っ
た
と

い
う

こ
と

で

は
あ

る
ま

い
か

。

そ
の
鮎
、
七
絶
の
場
合
、
そ
の
集
約
性
や
象
徴
性
の
面
で
も
、
形
式
そ
の
も
の
が
正
鵠
を
射
て
い
て
、
讃
者
や
聞
き
手
の
感
情
移
入

、
を
容
易
に
し
た
と
い
う
こ
と
と
、
な
に
よ
り
も
そ
れ
が
歌
曲
性
や
樂
曲
性
に
適
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
日
常
的
、
儀
禮
的
な
途
別

詩

を
愛
唱
さ
れ
や
す
い
こ
の
七
絶

の
詩
に
、
お
の
ず
と
定
着
さ
せ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
ぬ
。

註

(
1
)
主
維

「
酌
酒
與
斐
迫
」
i
酌
酒
與

君
君
自
寛

・
人
情
醜
覆
似
波
瀾

6
白

首
相
知
猶
按
劒

・
朱
門
先
達
笑
弼
冠

・
草
色
全
経
細
雨
潟

・

花
枝
欲
動
春
風
寒

・
世
事
浮
雲
何
足
問

・
不
如
高
臥
且
加
餐
。

(
2
)
高
適

「
郡
邸
少
年
行
」
=
耶
邸
城
南
游
侠

子

・
自
衿
生
長
郡
邸
裏

・
千
場
縦
博
家
傍
富

・
幾
庭
報
雌
身

不
死

・
宅
中
歌
笑

日
紛
紛

・

門
外
車
馬
如
雲
屯

・
未
知
肝
謄
向
誰
是

・
令
人
却
憶
平
原
君

・

君

不
見
今
人
交
態
薄

・
黄
金
用
憲
還
疎
索

・
以
妓
感
歎
僻
曹
遊

・

更
於
時
事
無
所
求

・
且
與
少
年
飲
美
酒

・
往
來
射
猟
西
山
頭

・

(
3
)
杜
甫

「
貧
交
行
」
=
翻
手
作
雲
覆
手
而

・
紛
紛
輕
薄
何
須
敷

・
君

不
見
管
飽
貧
時
交

・
此
道
今
人
棄
如
土

・

(
4
)
張
謂

「
題
長
安
主
人
壁

」
ー

世
人
結
交

須
黄
金

・
黄
金

不
多
交

不

深

・
縦
令
然
諾
暫
相
許

・
終
是
悠
悠

行
路

心

・

(
5
)
『
馬

の
鼻

向
け

(饒
)
』
・
『
弓

の
鼻

を
立

て
な
お
す
』

の
具
膿

例

・

「
舟

路
な
れ
ど
も
、
う

ま
の
は
な
む

け
す

。」
〈
土
佐

日
記

〉

「
む
か
し
、
縣

へ
ゆ
く
人

に
、
う
ま

の
は
な
む
け
せ
む
と

て

」

唐
代
別
離
考
ー
途
別
詩
を

め
ぐ

っ
て
ー

〈
伊
勢
物
語

・
四
四
〉

「
み
ち
の
く

に
ま

か
り
け
る
人

に
、
は
な
む
け
し
侍
り
け
る
に

」
〈
新
古
今

・
離
別

・
詞
書

〉

「
御
馬

の
鼻
を
立

て
な

ほ
し
、
都

に
か
え
ら
せ
給

ひ
け

る
。」
〈

亭

瑠
璃

・
出
世
景
清
〉

(
6
)
王
昌
齢

「
芙
蓉
途
辛
漸
」
1
寒
雨
連
江
夜
入
呉

・
平
明
途
客
楚

山

孤

・
洛
陽
親
友
如
相
問

・
一
片
泳
心
在
玉
壼

・

(
7
)
杜
甫

「
賂
衛
八
庭
士
」
1

人
生

不
相
見

・
動
如
参
與
商

・
今
夕
復

何
夕

・
共
此
燈
燭

光

・
少
肚
能
幾
時

。
髪
髪
各
巳
蒼

・
訪
奮
半
爲

鬼

・
驚
呼
熱
中
腸

・
焉
知
二
十
載

・
重

上
君
子
堂

・
昔
別

君
未
婚

・
男
女
忽
成
行

・
恰
然
敬
父
執

・
問
我
來

何
方

・
問
答
未

及
已

・

騙
鬼
羅
酒
漿

・
夜
雨
勇
春

韮

・
新
炊
聞

黄
梁

・
主
稻
會

面
難

・
一

畢
累
十
膓

・
十
膓
亦

不
酔

・
感

子
故
意

長

・
明
日
隔
山
嶽

・
世

事

爾
甚
荘

・

(
8
)
李
白

「
黄
鶴
櫻
途
孟
浩

然
之
廣

陵
」
ー

故
人
西
僻
黄
鶴
棲

・
煙
花

三
月
下
揚
川

・
孤
帆
遠
影
碧
空
蓋

・
唯
見
長
江
天
際
流

・
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(
9
)
楊
互
源

「
折
楊
柳
」
1
水
邊
楊
柳
緑
煙
糸

・
立
馬
煩
君
折

一
枝

・

唯
有
春
風
最
相
惜

・
慰
勲
更
向
手
中
吹

・

(
10
)
張
喬

「
寄
維
揚
故
人
」
ー
離
別
河
邊
縮
柳
條

・
千
山
萬
水
玉
人
遙

・
月
明
記
得
相
尋
慮

・
城
鎖
東
風
十
五
橋

・

(
11
)
温
庭
箔

「
折
楊
柳
」
=
御
阻
青
門
梯

地
垂

・
千
條
金
縷
萬
條
糸

・

如

今
縮
作
同
心
結

・
贈
與
行
人
知
不
知

・

(
12
)
孟
郊

「
折
楊
柳
」
ー
楊
柳
多
短
枝

・
短
枝
多
別
離

吃
贈
遠
累
蓼
折

・
柔
條
安

得
垂

・
青
春
有
定
節

・
離
別
無
定
時

・
但
恐
人
別
促

・

不
怨

來
遅
遅

・
莫

言
短
枝
條

・
中

有
長
相
思

・
朱

顔
與
緑
楊

・
併

在
別
離
期

・

(
13
)
以
上

の
第
三

の
説
と
第
四

の

説

に

つ
い

て
は
、
『八
木
澤

元
氏

の

「
中
國

に
お

け
る

迭

別

の
詩
」

(
霞
城

の
春
ー
中
國
文

學
論
集
ー

)
を
参
照
。

(
14
)
四

つ
の
通
説

の
よ
う
な
楊
柳

に
封
す
る
心
情

の
仮

託
は
、
わ
が
國

の
萬
葉

の
世
界

に
見

ら
れ
る

"
魂

結
び
"

の
信
仰

に
似

て

い
る
。

そ
れ
は
旋
立

つ
人

の
魂
を

つ
な
ぎ
と
め
る
意

義
が
強

く
、
そ

の
魂

が
旅
先

で
遊
離
失
散
し

て
し
ま
わ
な

い
よ
う
に
、
そ
し
て
再
び
出

獲

地
に
も
ど

っ
て
く
る
よ
う

に
約

束
す
る
た
め

の
呪
法

で
あ
る
。

(
15
)
杜

甫

「
夢
李
白

」
ー
死
別
已
呑
聲

・
生
別
常

側
側

・
江
南
潭
属
地

・
逐
客
無
消

息

・
故
人
入
我
夢

・
明
我
長
相
憶

・
恐
非
平
生
魂

・

路
遠
不
可
測

・
魂

來
楓
林
青

・
魂

返
關
塞
黒

・
君
今
在
羅
網

・
何

以
有

羽
翼

・
落

月
渦

屋
梁

・
猶
疑

照
顔

色

・
水
深
波
浪

潤

・
無
使

鮫
龍
得

・

(
16
)
李
商
隠

「
無
題
」
う1
相
見
時
難
別
亦
難

・
東
風
無
力
百
花
残

・
春

舞
到
死
縣
方
壷

・
蝋
炬
成
荻
涙
始
乾

・
曉
鏡
但
愁
雲
髪
改

・
夜
吟

鷹
畳
月
光
寒

・
蓬
山
此
去
無

多
路

・
青
鳥

般
勤
爲
探
看

・

(
17
)
子
武
陵

「
勧
酒
」
1
勧
君
金

屈
眉

・
満
酌

不
須
僻

・
花
畿
多
風
雨

・
人
生
足
別
離

・

(
18
)
杜
牧

「
贈
別

」
ー
多
情

却
似

縛
無
情

・
惟
畳
樽
前
笑

不
成

・
蝋
燭

有

心
還

惜
別

・
替
人
垂
涙
到
天
明

・

(
19
)
高
適

「
別
董
大
」
ー
十
里
黄
雲
白

日
聴

・
北
風
吹
雁
雪
紛
紛

・
莫

愁
前
路
無
知

己

・
天
下
誰
人

不
識
君

・

(
20
)
李
白

「
迭
友

人
入
蜀
」
ー
見
説

筥
叢
路

・
崎
嘔

不
易
行

・
山
從
人

面
起

・
雲
傍

馬
頭
生

・
芳
樹
籠
秦
桟

・
春
流
邊
蜀
城

・
升
沈
鷹
已

定

・
不
必
問
君
平

・

(
21
)
李
順

「
途
魏
萬
之
京
」
ー
朝
聞
遊
子
唱
離
歌

・
昨
夜
微
霜
初
度
河

・
鴻
雁

不
堪
愁
裏
聴

・
雲
山
況
是
客
中
過

・
關
城
曙
色
催
寒
近

・

御
苑
砧
聲
向
晩
多

・
莫
是
長
安
行
樂
庭

・
室
令
歳
月
易
蹉
陀

・

(
22
)
韓
愈

「
北
極
贈
李
観
」
=
北
極
有
翻
羽

・
南
浜
有
沈
鱗

・
川
原
浩

浩
隔

・
影
響
爾
無

因

・
風
雲

一
朝
會

・
攣
化
威

一
身

・
誰
言
道
里

遠

・
感
激
疾
如
碑

・
我
年

二
十

五

・
求
友
昧
其
人

・
哀
歌
西
京
市

・
乃
與
夫

子
親

・
所
尚
荷
同
趨

・
賢
愚
豊
異
倫

・
方
爲
金
石
姿

・

萬
世
無
緬
隣

・
無
爲
見
女
態

・
憔
惇
悲
賎
貧

・

(
23
)
陸
象
蒙

「
別
離

」
ー
丈
夫
非
無

涙

・
不
涯
離
別
聞

・
伎
創
樹
樽
酒
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・
恥
爲
遊
子
顔

・
腹
蛇

一
整
手

・
肚
士
疾
解
腕

・
所
思
在
功
名

・

離
別
何
足
歎

・

(
24
)
王
維

「
迭
別
」
ー
山
中
相
途
罷

・
日
暮
掩
紫
扉

・
春
草
明
年
線

・

王
孫
蹄

不
蹄

・

(
25
)
王
維

「
臨
高
毫
、
迭
黎
拾
遺
」
ー
相
迭
臨
高
豪

・
川
原
杏
何
極

・

日
暮
飛
鳥
還

・
行

人
去

不
息

・

(
26
)
劉
長
卿

「
重

迭
袈
郎
中

疑
吉
州
」
1
猿
暗
客
散
暮

江
頭

・
人
自
傷

心
水
自

流

・
同
作

逐
臣
君
更
遠

・
青

山
萬
里

一
孤
舟

・

(
27
)
童
荘

「
古
別
離
」
ー
晴
煙
漠
漠
柳
甕
舞

・
不
那
離

情
酒
半
酎

・
更

把
玉
鞭
雲
外
指

・
断
膓
春
色
在
江
南

・
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唐
代
別
離
考

ー
邊
別
詩
を

め
ぐ

っ
て
ー


