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ド
誇
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元
好
間
『
論
詩
絶
句
』

「
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
東
ア
ジ
ア
研
究
叢
書
」
第
回
加

一
九
八
二
年
四
八
二
頁

文
業
の
出
護
割
に
あ
っ
て
ま
ず
詩
論
を
世
に
問
う
た
詩
人
と
は
、
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一
睡
い
か
な
る
詩
人
だ
っ
た
ろ
う
。
そ
う
い
う
詩
人
は
、
少
な
く
と

も
中
園
に
は
多
く
な
い
。
す
ぐ
れ
た
詩
人
は
同
時
に
す
ぐ
れ
た
批
評

家
で
も
あ
る
べ
き
だ
か
ら
、
確
乎
た
る
詩
論
を
有
す
こ
と
白
瞳
に
、

も
ち
ろ
ん
疑
問
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

た
だ
、
そ
の
こ
と
と
、
詩

論
を
世
に
問
う
こ
と
、
そ
れ
も
出
護
思
に
於
い
て
行
な
う
こ
と
と
は
、

恐
ら
く
全
く
別
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
詩
論
を
お
お
や
け

に
す
る
こ
と
は
、
自
身
の
理
想
を
示
す
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
世
の
詩

離
を
も
正
す
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

元
好
聞
が
「
論
詩
コ
一
十
首
」
を
書
い
た
の
は
二
十
八
歳
の
折
で
あ



る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
彼
が
金
末
の
文
壇
に
登
場
し
、
金
靭
詩
の

組
決
算
と
し
て
の
道
を
歩
み
だ
そ
う
と
し
た
頃
で
も
あ
っ
た
。
彼
は
、

文
業
の
ほ
ぼ
出
護
貼
に
あ
っ
て
詩
論
を
世
に
問
う
た
、
中
園
で
も
稀

な
詩
人
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
文
皐
全
瞳
に
も
、
こ
の
一
事
に
象
徴
さ

れ
る
一
つ
の
顛
著
な
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
な
に
よ
り
、
彼
が
極
め

て
意
識
的
な
記
述
者
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
鋭
敏
な
自
意
識
の

持
ち
主
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
自
意
識
は
、
自
己
を
顕
在
化
さ
せ

る
の
で
は
な
く
、
停
統
の
中
に
自
己
を
埋
波
さ
せ
、
自
身
の
姿
を
俸

統
や
時
代
に
よ
っ
て
隠
蔽
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
自
意
識
で
あ
っ
た
。

遺
山
は
、
「
耳
晴
元
土
口
墓
誌
銘
」
(
文
集
巻
二
十
ご
と
い
う
文
章
の
中
で

自
身
の
性
格
を
分
析
し
、

し
た
が

て
以
て
物
に
掬
う
」
と
記
述
し
て
い
る
が
、
こ
の
「
己
を
屈
し
て
以

「
予
は
則
ち
矯
柾
過
直
、
率
ね
己
を
屈
し

て
物
に
街
う
」
と
は
、
車
に
彼
の
性
格
の
み
な
ら
ず
、
停
統
の
縮
瞳

や
世
間
の
目
を
過
剰
に
意
識
し
た
彼
の
文
事
全
瞳
に
も
あ
て
は
め
得

る
特
徴
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
彼
の
文
撃
の
難
し
さ
は
こ
の
貼
に
あ

る
。
彼
は
、
讃
者
に
封
し
細
心
の
注
意
を
は
ら
っ
た
記
述
者
で
あ
る
。

彼
は
な
か
な
か
本
心
を
あ
か
さ
な
い
。

「
論
詩
三
十
首
」

そ
し
て
、

も
決
し
て
そ
の
例
外
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

書

評

こ
の
作
品
は
、
青
年
ら
し
い
攻
撃
性
や
瑞
々
し
い
才
気
燦
護
が
横

溢
し
て
よ
い
時
期
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

彼
は
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
。
攻
撃
性
や
才
気
燦
護
を
露
に
す
る
こ
と

lま

彼
の
自
意
識
が
許
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

遺
山
は
、
「
小
亨

集
引
」
(
文
集
巻
三
十
六
)
と
い
う
文
章
の
中
で
、

初
鼠
干
の
折
の
自
戒

十
数
箇
僚
を
列
し
て
「
讐
敵
誘
傷
を
矯
す
な
か
れ
:
・
:
正
人
端
士
の

道
わ
ざ
る
所
を
箆
す
な
か
れ
」
と
記
述
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
彼
の

「
論
詩
三
十
首
」

自
意
識
の
あ
り
方
で
も
あ
っ
た
。

一
世
目
一
世
自
の
論

貼
が
時
に
不
明
瞭
な
の
は
、
第
一
に
こ
の
貼
に
原
因
が
あ
る
だ
ろ
う
。
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彼
は
恐
ら
く
、
満
々
た
る
野
心
と
攻
撃
的
な
意
園
を
も
っ
て
こ
の
作

品
を
書
い
た
筈
で
あ
る
。

で
な
け
れ
ば
、

一
種
ど
ん
な
詩
人
が
文
業

の
出
護
貼
に
あ
っ
て
詩
論
を
お
お
や
け
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
だ
ろ

う
。
た
だ
彼
は
、
停
統
的
な
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ

を
巧
み
に
カ
今
ラ
ー
ジ
ュ
ず
る
老
猪
さ
を
己
に
備
え
て
い
た
の
で

あ
る
。
遺
山
に
封
し
、
愛
情
と
裏
腹
な
複
雑
な
思
い
を
禁
じ
得
な
い

の
は
恐
ら
く
私
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
が
、
私
は
こ
の
作
品
に
、
遺
山

の
心
奥
の
暗
い
陰
轄
を
見
る
よ
う
な
気
が
し
て
、
賓
は
あ
ま
り
愛
着

を
感
じ
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
連
作
に
何
ら
か
の
興
味
を
感
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じ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
作
品
が
、
攻
撃
的
な
意
圃
を
恐
ら
く

秘
め
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
金
末
の
文
問
子
拭
況
を
何
が
し
か
停
え
る
と

考
え
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
守
田
Z

叶

ESaE-
者
自
同
，

E

氏
に
よ
る

f
p
v
E芦
田

O
Z
H
M
C国
同
a

伺
可

に
、
も
し
依
貼
が
あ
る
と

す
れ
ば
正
に
こ
の
黙
で
は
あ
る
ま
い
か
。
氏
は
、
金
靭
文
事
の
謹
言

者
と
い
う
覗
貼
を
こ
の
作
品
の
解
樺
に
全
く
あ
て
は
め
て
い
な
い
。

遺
山
が
意
圃
し
た
よ
う
に
、
停
統
の
本
流
か
ら
し
か
こ
の
作
品
を
見

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
私
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
遺
山
の
術
数
に
は

ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。

「
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
東
ア
ジ
ア
研
究
叢
書
」

第
三
十
三
加
と

本
書
は
、

し
て
刊
行
さ
れ
た
、
元
好
問
「
論
詩
絶
句
三
十
首
」
の
恐
ら
く
最
も

長
大
な
注
樟
書
で
あ
る
。
前
言
・
本
論
・
註
・
索
引
・
遺
山
の
略
俸
・
引

用
原
文
一
賢
・
そ
の
他
二
三
の
小
論
を
含
め
、

五
百
頁
に
も
わ
た
る

意
欲
作
で
、
し
か
も
そ
れ
ら
付
録
に
い
た
る
ま
で
氏
の
誠
賓
さ
が
い

き
と
ど
い
た
な
か
な
か
の
好
著
で
あ
る
。
関
係
分
野
の
研
究
者
に
は

一
請
を
お
奨
め
し
た
い
。

た
だ
私
に
は
、
前
述
の
弱
黙
が
惜
し
ま
れ

て
な
ら
な
い
。

こ
の
黙
に
つ
い
て
の
氏
の
立
場
は
、
次
の
言
葉
に
要
約
さ
れ
る
だ

ろ
h

つ。
問
題
を
複
雑
に
し
て
い
る
の
は
、
元
好
聞
が
こ
の
「
論
詩
三
十

首
」
を
、
お
お
や
け
の
議
論
の
た
め
で
な
く
、
個
人
的
な
理
由

に
よ
っ
て
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
貼
で
あ

る
。
こ
の
力
作
を
彼
が
同
時
代
人
に
示
し
た
と
い
う
誼
擦
は
ど

」
に
も
な
い
の
で
あ
る
。
(
前
言
、
打
頁
)

だ
が
、
氏
の
こ
の
意
見
は
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
し
遺
山
が

こ
の
作
品
を
僅
底
に
納
め
、
終
生
世
に
問
う
こ
と
を
し
な
か
っ
た
と

す
れ
ば
、
第
三
十
首
に
い
う

-156ー

揺
樹
批
蜂
自
費
狂

書
生
技
寵
愛
論
量

ゆ
る

樹
を
揺
が
す
此
蜂

自
ら
狂
を
費
ゆ

書
生
の
技
擾

論
量
を
愛
す

と
い
う
騨
解
は
、
少
な
く
と
も
全
く
無
意
味
に
な
る
。
そ
れ
に
、
こ

の
作
品
に
は
「
丁
丑
の
歳
、

二
郷
の
作
」
と
か
、

「
柳
子
厚
は
音
の

謝
蜜
運
、
陶
淵
明
は
唐
の
白
楽
天
」
と
い
っ
た
原
註
が
数
箇
所
付
さ

れ
て
い
る
が
、

」
の
原
註
は
、

一
睡
誰
が
何
の
た
め
に
付
け
た
と

い
う
の
だ
ろ
う
。

「
論
詩
三
十
首
」

の
こ
う
し
た
原
註
が
遺
山
自
身

の
手
に
な
る
と
い
う
確
謹
は
も
ち
ろ
ん
な
い
が
、

'
-
J
-

、

み
J

ふ，，

『
遺
山
先

生
文
集
』

に
付
さ
れ
た
原
註
を
仔
細
に
検
討
し
、

「
初
撃
家
還
請
書



山
雑
詩
」
に
「
繋
舟
は
先
大
夫
謹
書
の
所
」
・
「
賦
瓶
中
雑
花
詩
」
に

「
予
は
未
聞
の
杏
花
を
絶
愛
す
」
と
い
っ
た
註
が
あ
る
こ
と
を
考
慮

「
論
詩
三
十
首
」

す
る
な
ら
ば
、

の
原
註
も
恐
ら
く
は
彼
自
身
の
手

に
な
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
「
丁
丑
の
歳
」
に
こ
の
作
品
が
お
お
や

け
に
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
遺
山
が
護
者
を
予
想
し
、
若
書
き

の
習
作
で
あ
る
こ
と
を
故
意
に
印
象
づ
け
、
論
黙
の
不
明
瞭
な
詩
に

自
註
を
付
け
た
こ
と
、
疑
問
の
徐
地
は
な
い
。
遺
山
ほ
ど
意
識
的
な

記
述
者
が
、
お
お
や
け
に
す
る
つ
も
り
の
な
い
詩
稿
を
死
後
に
ま
で

残
し
た
と
は
考
え
難
い
し
、
詩
論
と
は
本
来
、
自
分
自
身
の
た
め
だ

け
に
書
く
も
の
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
も
こ
の
作
品
は
、
同
時
代
の
議
論
と
い
く
つ
か
の
重
複
賠
を

も
つ
。
そ
の
最
も
重
要
な
も
の
は
、
こ
の
作
品
が
、
首
時
行
な
わ
れ

①
 

た
「
愛
古
」
と
「
近
古
」
の
論
を
背
景
に
も
つ
こ
と
で
あ
る
が
、
そ

れ
ば
か
り
か
、
『
掃
潜
志
』
巻
八
に
い
う

お
よ
そ
作
詩
は
和
韻
を
難
し
と
属
す
。

:
・
嘗
て
雷
希
顔
・
元

裕
之
と
詩
を
論
ず
。
元
云
わ
く
「
和
韻
は
古
に
あ
ら
ず
、
震
す

こ
と
勉
強
た
る
を
要
す
」
と
。
:
:
:

②
 

と
は
、
す
で
に
小
栗
英
一
氏
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、

「
論
詩
三
十

書

許

首
」
第
二
十
一
首
と
同
様
の
論
を
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
。
和
韻
に

か
か
わ
る
問
題
が
嘗
時
の
関
心
事
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
ほ
か
王

若
虚
『
津
南
詩
話
』
巻
中
の

才
識
東
坂
の
如
き
も
、
亦
た
波
蕩
し
て
こ
れ
に
従
う
を
菟
れ
ず
。

集
中
の
次
韻
は
一
一
一
の
一
に
幾
し
。
:
:
:
蘇
公
を
し
て
こ
れ
無
か

ら
し
め
ば
、
そ
の
古
人
を
去
る
こ
と
何
ぞ
遠
か
ら
ん
や
。

と
い
う
記
述
に
よ
っ
て
も
確
認
で
き
る
筈
で
あ
る
。

ま
た
、
第
二
十
四
首
は
、
氏
も
指
摘
さ
れ
る
、
遁
り
、
遺
山
の
師
の

一
人
王
中
立
の
意
見
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
も
の
で
あ
向
。
ま
た
、
第
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十
四
首
は
、

『
津
南
遺
老
集
』
巻
二
十
七
の
次
の
記
述
と
、

恐
ら
く

摂
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

管
寧
・
華
散
、
共
に
園
菜
を
鋤
す
。
地
に
金
あ
る
を
見
る
。
寧

は
鋤
を
舵
い
て
瓦
石
と
異
な
ら
ず
。
款
は
捉
え
て
こ
れ
を
働
つ
。

世
は
み
な
寧
を
優
と
し
款
を
劣
と
す
。
予
、
謂
え
ら
く
、
心
術

を
以
て
こ
れ
を
観
れ
ば
、
固
よ
り
世
の
論
ず
る
所
の
如
し
。
そ

の
人
情
に
近
か
ら
ず
、
物
理
を
蓋
さ
ざ
る
に
至
り
て
は
、
則
ち

相
い
去
る
こ
と
亦
た
幾
も
無
し
。
畢
寛
、
金
玉
と
瓦
石
と
、

量
に
別
か
る
る
無
き
者
な
ら
ん
や
。
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ま
た
、
第
二
十
七
首
に
い
う

詳
周
子
金
陵
猫
有
説

金
陵
(
王
安
石
)
を
翠
ぶ
を
詳
む
は
猶
お
説

有
り

寛
持
何
罪
慶
欧
梅

党
に
何
の
罪
を
将
て

(
欧
陽
修
・
梅

欧
梅

桑
臣
)
を
慶
す
る
や

も

新
法
議
を
忌
避
し
、

欧
陽
修
・
梅
尭
巨
の
詩
を
無
覗
し
績
け
た

同
時
代
人
に
向
け
て
の
言
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
事
柄

は
、
遺
山
が
同
時
代
の
意
見
を
参
照
し
た
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
同

時
代
に
封
し
極
め
て
意
識
的
に
議
論
を
展
開
し
た
こ
と
を
意
味
す
る

筈
だ
が
、
氏
は
、
第
二
十
一
首
や
第
十
四
首
の
解
轄
に
お
い
て
、
そ

れ
ら
同
時
代
的
背
景
を
知
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
恐
ら
く
故

意
に
省
略
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
時
代
の
動
向
を
見
定
め
た
後
に

無
関
係
と
判
断
す
る
の
な
ら
ま
だ
し
も
、
は
じ
め
か
ら
論
及
し
て
い

な
い
の
は
一
瞳
ど
う
し
た
わ
け
だ
ろ
う
。
文
翠
史
全
瞳
を
術
服
し
な

が
ら
、
議
論
の
淵
源
を
さ
ぐ
り
そ
の
来
歴
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
論
詩
三
十
首
」
を
文
事
批
評
史
の
正
統
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る

氏
の
努
力
は
わ
か
ら
ぬ
で
な
い
が
、
こ
の
作
品
を
正
確
に
諌
む
上
で
、

同
時
代
的
背
景
が
無
視
し
得
な
い
こ
と
、
他
の
作
家
と
何
ら
愛
り
な

ぃ
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
一
万
好
聞
は
研
究
の
特
に
立
ち
遅
れ
た
金
靭
と

い
う
時
代
に
生
ま
れ
た
作
家
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
う
し
た
背
景

に
つ
い
て
の
考
察
が
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
に
等
閑
に
付
さ
れ
て
き
た
の

で
あ
る
。
翁
方
綱
・
宗
廷
輔
・
郭
紹
虞
等
の
注
轄
が
す
で
に
備
わ
っ
た

今
日
の
我
々
が
注
目
す
べ
き
は
、
ま
ず
そ
の
貼
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
の
上
遺
山
は
、
今
日
我
々
に
停
え
ら
れ
た
金
靭
文
撃
の
ほ
と
ん
ど

す
べ
て
を
検
閲
し
た
、
金
朝
全
睦
の
巨
大
な
謹
一
百
者
で
も
あ
っ
た
。

彼
の
文
事
と
同
時
代
の
か
か
わ
り
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
現
存
す
る

金
制
明
文
撃
の
性
格
を
知
る
上
で
も
、
重
要
な
作
業
の
一
つ
な
の
で
あ

-158ー

る
。
氏
が
こ
の
黙
へ
の
配
慮
を
全
く
お
こ
た
っ
て
い
る
の
は
意
外
で

あ
り
、
ま
た
残
念
で
な
ら
な
い
。

氏
の
議
論
の
特
徴
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
議
論
の
淵
源
を

さ
ぐ
り
、
そ
の
正
脈
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
論
詩
三
十
首
」
の

各
首
を
文
事
批
評
史
の
正
統
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に

示
さ
れ
た
氏
の
博
皐
に
は
敬
服
の
ほ
か
な
い
が
、
若
干
の
問
題
を
感

じ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
各
語
棄
の
用
例
を
さ
ぐ
り
、
先

人
の
様
々
な
解
揮
を
紹
介
し
、
そ
の
後
に
白
読
を
掃
納
す
る
と
い
う

極
め
て
堅
賓
な
方
法
を
氏
が
採
用
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し



た
作
業
の
結
果
、
遺
山
の
語
会
の
民
の
意
味
や
連
作
全
憶
の
流
れ
が

正
確
に
捉
え
ら
れ
た
と
は
、
必
ず
し
も
思
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

A
ノ。

た
と
え
ば
、
遺
山
が
李
商
憶
に
論
及
し
た
次
の
一
一
一
首
を
み
て
み
よ

O
第
三
首

業
下
風
流
在
菅
多

社
懐
猶
見
披
査
歌

風
雲
若
恨
張
華
少

温
李
新
盤
奈
繭
何

O
第
十
二
首

望
帝
春
心
托
社
鵠

佳
人
錦
琵
怨
華
年

詩
家
組
愛
西
昆
好

濁
恨
無
人
作
鄭
筆

O
第
二
十
八
首

古
雅
難
将
子
美
親

精
純
全
失
義
山
員

論
詩
寧
下
浩
翁
拝

書

評

鄭
下
の
風
流

菅
に
在
り
て
多
し

社
懐

猶
お
「
依
壷
歌
」
に
見
る

風
雲

若
し
張
華
に
少
な
き
を
恨
ま
ば

温
李
の
新
聾

爾
を
奈
何
せ
ん

望
帝
の
春
心

杜
鵠
に
托
し

佳
人

総錦
て葱
西に
昆華
の年
好iを
し怨
きむ
を
愛
す

詩
家

濁
だ
恨
む

人
の
郷
築
を
作
す
無
ぎ
を

古
雅

子
美
の
親
し
き
を
終
り
難
し

精
純

論
詩
は
寧全
ろく
浩義
翁山
にの
下会員
りを
て失
奔な
さう
ん
も

未
作
江
西
祉
裏
人

未
だ
江
西
枇
裏
の
人
と
は
作
ら
じ

こ
の
三
首
に
つ
い
て
の
氏
の
解
揮
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
第
三
首
。

遺
山
が
亙
日
詩
を
評
債
し
た
の
は
、
建
安
の
詩
精
神
を
縫
承
し
た

か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
五
日
詩
は
あ
る
程
度
の
「
児
女
の
情
」

(
国

g
z
B
E
Z
E
B
-
-
o
s
pロ仏

HO自
己
ユ
5
0
5
0己
Oロ
田
)
を

も
っ
て
い
る
が
、
と
い
っ
て
晩
唐
の
そ
れ
ほ
ど
明
瞭
な
も
の
で

仁
、
、

J
Jャ
P
L
V

と
遺
山
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
見
落
さ
れ

て
き
た
重
要
な
黙
は
、

「
社
懐
」
や
「
風
雲
の
気
」
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遺
山
が
、

(FOHo-n
回
目
】
町
広
)

だ
け
を
詩
の
主
題
と
考
え
た
の
で
な
い
と

い
う
黙
で
あ
る
。

「
見
女
の
情
」
を
詩
に
不
適
切
な

遺
山
は
、

素
材
と
考
え
た
の
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
感
情
の
表
出
は
極
端

な
方
向
に
容
易
に
む
か
い
、
そ
う
な
れ
ば
「
吐
懐
」
ほ
ど
に
人

を
高
揚
さ
せ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
が
、
と
い
っ
て
、
詩
の
重

要
な
主
題
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
。

(
必
頁
)

第
十
二
首

遺
山
は
こ
こ
で
、
相
互
に
闘
連
し
あ
う
二
つ
の
こ
と
を
述
べ
て
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第
三
十
八
班

い
る
。
第
一
に
、
李
商
憶
の
詩
は
極
め
て
特
殊
な
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
よ
り
深
く
鑑
賞
す
る
た
め
に
は
「
鄭
築
」
が
必
要
だ
と

い
う
こ
と
、
第
二
に
、
李
商
憶
の
詩
に
「
鄭
婆
」
が
必
要
だ
と

す
れ
ば
、

そ
れ
は
彼
の
詩
の
不
完
全
さ
・
暖
昧
さ
を
物
語
る
と

い
う
こ
と
、

の
二
つ
で
あ
る
。

た
だ
、
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
遺
山

が
彼
の
詩
に
評
債
を
輿
え
な
か
っ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は

t

、O

J
J

一y
v

遺
山
は
、

李
商
隠
の
詩
が
「
精
純
」
・
「
員
」
と
い
う
一
言

葉
で
要
約
で
き
る
す
ぐ
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
彼
の

模
倣
者
が
「
精
純
」
・
「
員
」
を
継
承
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
、

第
二
十
八
首
で
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
川
頁
)

第
二
十
八
首

「
古
雅
」

と
は

戸
口
仲

-
A
Z
O
O円

n-mH由
回
目
口
四
日
刊
∞
伊
ロ
ロ
白

O
H
n
O
H
t

目
立

E
訟
の
意
で
、
こ
の
語
を
用
い
て
杜
甫
に
近
づ
く
こ
と
の

難
し
さ
が
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
李
商
隠
は
「
精
純
」

(
2
・

F
5
Q
匂
ロ
門
広
三
と
い
う
表
現
で
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、

「
精
純
」
の
用
例
と
し
て
は
、
『
列
女
停
』
「
貞
順
停
」
・
『
顔
氏

家
訓
』
・
謝
僅
「
高
松
賦
」
な
ど
を
翠
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(m

頁

(
こ
こ
に
示
し
た
詳
の
す
べ
て
は
、
氏
の
意
を
く
ん
で
の
意
課

で
あ
る
。
)

」
れ
ら
の
解
揮
は
、
そ
れ
ぞ
れ
を
み
る
な
ら
ば
、
み
な
あ
り
得
べ

き
解
樺
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
私
に
は
、
第
三
首
に
於
い
て
遺
山
が

「
見
女
の
情
」
を
是
認
し
た
と
は
思
え
な
い
し
、
ま
た
、
第
二
十
八

首
「
精
純
」
の
語
注
も
必
ず
し
も
充
分
な
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
、

語
注
が
必
要
な
の
は
「
古
雅
」
の
方
で
な
か
っ
た
か
と
思
う
の
で
あ

る

「
児
女
」
と
は
、

調
印
う
ま
で
も
な
く
「
お
ん
な
こ
ど
も
」
の
謂

S
-
t

、

ふ
ム
・
刀

「
見
女
の
態
を
昂
し
て
、
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樵
悼
し
て
賎
貧
を
悲
し
む
こ
と
な

か
れ
」
(
「
北
極
賊
李
観
」
)
と
韓
愈
が
李
離
に
宛
て
た
よ
う
に
、

'--
の

語
は
本
来
、
中
園
の
傍
統
文
皐
で
は
よ
い
意
味
に
用
い
ら
れ
る
も
の

で
は
な
い
。

遺
山
が
李
商
憶
を
評
債
し
た
の
は
、

彼
の
詩
が
一
見

「
見
女
の
情
」
に
見
え
な
が
ら
、
賞
は
そ
う
で
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

で
な
け
れ
ば
、
な
に
ゆ
え
「
鄭
築
」
が
必
要
と
な
ろ
う
か
。
ま
た
、

丸ー

の

「
古
雅
」
に
し
て
も
、
こ
れ
は
堕
に
古
典
的
と
い
う
意
味
で
な
く
、

恐
ら
く
「
漢
謡
貌
什
」
(
第
一
首
)
・
な
い
し
『
詩
経
』
風
雅
の
世
界
を

指
し
た
に
違
い
な
い
。
し
か
も
こ
の
一
一
一
首
は
、
遺
山
の
李
商
隠
観
の

み
な
ら
ず
、

「
論
詩
三
十
首
」
全
瞳
の
流
れ
を
把
握
す
る
上
で
、

極



め
て
大
き
な
役
割
を
果
す
も
の
で
あ
る
。

私
見
を
述
べ
て
敢
て
氏
に
異
議
を
提
出
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
は

遺
山
の
歴
史
観
に
も
闘
興
す
る
重
要
な
問
題
が
含
ま
れ
る
。

遣
山
が
李
商
憶
を
極
め
て
高
く
評
債
し
た
こ
と
は
、
第
二
十
八
首

の
「
精
純
」
と
い
う
語
に
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
の
「
精
純
」
と
い

う
語
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
何
よ
り
、
第
二
十
六
首

金
入
洪
燈
不
厭
頻

金
は
洪

那?惇
ん，~

ぞ入
織 る
塵も
を
%4 
Jι 

る
を
計
ら
ん

頻
を
一
朕
わ
ず

精
員
那
計
受
織
塵

精
員

蘇
門
果
有
忠
臣
在

肯
て
坂
詩果
百 し
態 て
の忠
新巨
にの

放E在
わ る
ん有
やら

{;f 

蘇
門

肯
放
坂
詩
百
態
新

が
参
照
さ
れ
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
遺
山
は
こ
こ
で
、
東
坂
の

詩
の
鍛
え
ら
れ
た
美
し
さ
と
、
そ
れ
が
蘇
門
の
誰
に
も
綴
承
さ
れ
な

か
っ
た
こ
と
を
、
「
新
」
と
い
う
概
念
を
ま
じ
え
な
が
ら
封
照
的
に
展

閉
し
た
が
、
こ
の
第
二
十
六
首
に
い
う
「
金
入
洪
燈
不
厭
頻

精
員

那
計
受
織
塵
」
と
は
、
「
櫨
」
と
「
精
」
の
縁
語
関
係
、
「
精
員
」
と

「
精
純
」
の
類
似
性
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
「
精
純
」
と
ほ
ぼ
同
様

の
内
容
を
換
言
し
た
も
の
に
他
あ
る
ま
い
。

つ
ま
り
「
精
純
」
と
は
、

東
坂
詩
を
も
貫
通
し
た
詩
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
り
、
員
の
「
新
」
も

書

許

こ
の
「
精
純
」
な
く
し
て
は
生
ま
れ
得
な
い
、
詩
情
の
鍛
え
ら
れ
た

純
粋
さ
を
指
す
の
で
あ
る
。

一
方
、
「
古
雅
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
は
、
「
精
純
」
と
の
封
照
を

や
は
り
東
城
を
論
じ
た
「
東
城
詩
雅
引
」
(
文

集
巻
三
十
六
)
の
次
の
文
章
を
参
照
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

考
慮
す
る
な
ら
ば
、

五
言
以
来
、
六
朝
の
謝
陶
・
唐
の
陳
子
目
的
・
章
臆
物
・
柳
子
厚
は

最
も
風
雅
に
近
し
と
震
す
。
:
:
:
近
世
の
蘇
子
謄
、
陶
柳
二
家

を
紹
愛
し
、
極
め
て
そ
れ
詩
の
至
る
所
、
誠
に
ま
た
陶
柳
の
亜

た
り
。
然
れ
ど
も
評
者
は
、
向
お
そ
の
能
く
陶
柳
に
似
る
も
、

風
俗
の
移
す
所
と
局
ら
ざ
る
能
わ
ざ
る
を
以
て
、
恨
む
可
し
と

潟
す
。
夫
れ
、
詩
は
子
謄
に
至
り
て
す
ら
且
つ
近
古
た
る
能
わ

ざ
る
の
恨
み
あ
り
。
後
人
の
望
む
所
な
し
。
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要
約
し
て
言
う
な
ら
ば
す
な
わ
ち
、
(
東
梗
は
「
精
純
」
・
「
新
」
で
は

あ
り
得
た
と
し
て
も
)
、

さ
す
が
に
「
古
」
(
な
い
し
「
古
雅
」
)
に
は

容
易
に
到
達
し
得
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
「
古
」

が
詩
経
や
建
安
の
詩
に
示
さ
れ
た
詩
の
理
想
を
指
す
こ
と
、
い
う
ま

で
も
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
引
用
と
第
二
十
六
首
と
を
参
照
す
れ
ば
、

遺
山
が
宋
詩
全
睦
を
い
か
に
考
え
て
い
た
か
も
端
的
に
見
て
と
れ
る



中
闘
い
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半
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第
三
十
入
所

だ
ろ
う
。
第
二
十
六
首
・
第
二
十
八
首
に
示
さ
れ
た
遺
山
の
見
解
と

は
、
江
西
詩
汲
の
人
々
が
「
古
雅
(
詩
の
理
想
)
」
に
到
達
し
得
な
か

っ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
、
李
商
隠
・
東
坂
の
「
精
純
」
・
「
新
」
に
も
到
ら

な
か
っ
た
こ
と
を
い
う
こ
と
、
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
遺
山
の
目
標

は
、
究
極
的
に
は
「
古
雅
」
に
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
観
貼
か
ら
第
三
首
を
見
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に

も
ほ
ぼ
同
様
の
論
理
を
親
察
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
第
一
一
一

首
で
重
要
な
の
は
、
杜
市
と
李
商
憶
の
闘
係
が
そ
の
ま
ま
建
安
七
子

と
張
華
の
関
係
に
置
き
か
え
ら
れ
て
い
る
貼
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
杜

甫
が
建
安
の
風
骨
の
瞳
現
者
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
張
華
・
李
商
憶

は
そ
の
周
違
で
「
精
純
」
・
「
新
」
を
成
就
し
た
人
な
の
で
あ
る
。
遺

山
は
張
華
を
極
め
て
高
く
評
債
し
た
。

だ
が
張
華
は
、

『
詩
品
』
に

「
見
女
の
情
多
く
し
て
風
雲
の
気
少
な
し
」
と
評
さ
れ
た
よ
う
に
、

建
安
の
詩
風
を
完
全
に
継
承
し
た
人
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
と
同
様
、
李
商
隠
も
、
杜
甫
や
建
安
の
理
想
を
そ
の
ま
ま
継
承
護

展
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
も
李
商
憶
は
、
「
漢
諸
説
什
」

の
位
界
か
ら
張
華
以
上
に
遠
く
隔
た
っ
た
、
遥
か
後
世
の
人
で
あ
っ

'
-
o
 

J
J
P
 

彼
が
「
漢
謡
説
什
」
の
「
古
雅
」
に
回
掃
し
得
ず
、

「
児
女
の

4情

自
身
の
行
情
の

の
如
き
詩
風
に
逃
避
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
精
純
」
を
保
ち
、

「
新
」
を
切
り
ひ
ら
い
た
こ
と
は
歴
史
的
な
宿

命
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
遺
山
は
、
そ
う
し
た
思
い
を
第
三
首
「
風

温
李
新
聾
奈
爾
何
」
と
い
う
表
現
に
託
し
た
の
で

雲
若
恨
張
華
少

は
あ
る
ま
い
か
。

張
華
・
温
李
に
劃
す
る
「
見

つ
ま
り
第
三
首
は
、

女
の
情
」
と
い
う
諜
解
を
正
し
、
あ
わ
せ
て
、
詩
の
最
盛
期
に
生
ま

れ
得
ず
、
特
殊
な
詩
風
に
向
う
こ
と
に
よ
っ
て
「
精
純
」
を
保
っ
た

異
才
の
悲
劇
を
、
こ
の
三
人
の
詩
人
の
中
に
見
ょ
う
と
し
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
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し
た
が
っ
て
、
第
十
二
首
に
い
う
「
西
昆
」
は
、
明
ら
か
に
李
商

「
西
昆
」
の
一
語
を
検
討
し
て
『
西
昆

④
 

酬
唱
集
』
の
詩
人
達
を
指
す
可
能
性
も
半
ば
認
め
て
お
ら
れ
る
が
、

憶
そ
の
人
を
指
す
。

氏
は
、

そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。

「
鄭
婆
」
が
必
要
な
の
は
、

李
商
隠
の
詩
が

不
完
全
だ
か
ら
で
は
な
く
、
ま
た
、
遺
山
が
李
商
憶
を
仰
検
し
た
か

ら
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、

一
見
「
児
女
の
情
」
に
見
え
る
彼

の
詩
の
、

「
比
」
や
「
輿
」

を
員

明
ら

第 か

句 す
のる
-， 1:こ
怨 め
」 な

は③の
、で

あ

る

で
な
け
れ
ば
、
第
一
句
の
「
托
」
、

首
全
瞳
に
何
ら
貢
献
し
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。



遺
山
は
、
こ
こ
に
示
し
た
と
類
似
し
た
論
理
を
、
「
陶
然
集
詩
序
」

(
文
集
巻
三
十
七
)
と
い
う
文
章
の
中
で
次
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
。

吾
が
飛
卿
(
楊
鴻
・
陶
然
集
の
著
者
)
の
迫
琢
功
夫
の
太
過
し
き
を

病
と
す
る
者
あ
り
。

予

」
れ
に
樺
し
て
日
わ
く
、
「
詩
の
極

致
は
、
以
て
天
地
を
動
か
し
、
鬼
神
を
も
感
ぜ
し
む
可
し
。

蓋
し
、
秦
以
前
は
民
俗
醇
厚
に
し
て
、
先
王
の
津
を
去
る
こ

と
未
だ
遠
か
ら
ず
。
質
の
勝
れ
ば
則
ち
野
た
る
の
み
。
故
に
、

口
を
障
に
し
て
文
を
成
し
、
合
理
を
潟
す
を
害
さ
ず
。
今
世
の

口
を
庫
に
し
て
成
さ
ば
、
適

小
夫
賎
婦
、
心
に
満
ち
て
護
し
、

だ
以
て
筒
臆
を
汚
す
に
足
る
の
み
。

か
た
じ
け
な

を
一
陣
く
す
べ
け
ん
や
。
故
に
文
字
以
来
、
詩
を
難
し
と
箆
す
。

説
晋
以
来
、
復
古
を
難
し
と
震
す
。
唐
以
来
、
規
矩
準
縄
に
合

す
る
は
尤
も
難
し
。
夫
れ
、
事
に
因
り
て
以
て
陳
鮮
し
、
鮮
は

迫
切
せ
ず
し
て
意
濁
り
至
る
は
、
初
め
難
し
と
局
さ
ず
。
後
世

は
、
難
か
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
の
難
た
り
。
古
律
歌
行
、
篇
章
操

向
お
采
詩
の
官
の
求
取

引
、
吟
一
詠
一
識
謡
、
調
調
怨
嘆
と
、
詩
の
目
は
既
に
康
く
、
し
か

も
詩
許
詩
品
、
詩
説
詩
式
、
ま
た
謹
む
に
勝
う
べ
か
ら
ず
。
大

概
、
凡
近
を
股
棄
し
、
塵
騒
を
操
雪
し
、
盤
勢
を
騎
駕
し
、
陣

書

評

敵
を
破
砕
し
、
怪
幾
多
』
囚
鎖
し
、
幽
秘
を
軒
諮
し
、
今
古
を
寵

絡
し
、
造
化
を
移
奪
す
る
を
以
て
工
と
痛
す
。
鈍
滞
僻
権
、
演

露
浮
操
、
狂
縦
淫
麻
酔
、
詑
誕
現
砕
に
し
て
、
陳
腐
を
病
と
帰
す

こ
ま
や
か

も
、
事
髪
も
遺
恨
無
し
。
『
老
去
し
て
漸
く
詩
律
に
細
な
り
』
、

お
わ

『
佳
句
の
法
、
如
何
』
、
『
新
詩
改
め
罷
り
て
自
ら
長
吟
す
』
、

や

『
語
、
人
を
驚
か
さ
ず
ん
ば
死
す
と
も
休
ま
じ
』
と
は
杜
少
陵

『
好
句
は
仙
の
似
く
換
骨
に
堪
う
、
陳
言
は
賊
の

の
語
な
り
。

如
く
心
を
経
る
莫
し
』
と
は
醇
許
昌
の
詩
な
り
。
『
乾
坤
に
清
気

有
り
、
散
じ
て
詩
人
の
牌
に
入
る
、
千
人
蔦
人
中
、
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一
人
雨
人

の
み
知
る
』
と
は
貫
休
師
の
語
な
り
。
『
看
て
尋
常
の
似
き
も
最

も
奇
胸
、
成
し
て
容
易
の
如
き
も
卸
て
顛
難
』
と
は
宇
山
翁
の

そ
こ
な

語
な
り
。
『
詩
律
は
巌
に
傷
え
ば
寡
思
に
近
し
』
と
は
唐
子
西
の

官
文
に
於
い
て
寮
泣
に
至

ら
ず
。
惟
だ
作
詩
の
み
極
め
て
難
し
。
苦
だ
悲
吟
す
る
こ
と
累

五
日
h

ム
h
y

。

ユ一一口
J

J

F

J

子
西
ま
た
言
う
、
『
吾
、

目
、
僅
か
に
白
か
ら
篇
を
成
す
。
初
め
讃
み
し
時
は
未
だ
蓋
ず

し
ぼ
ら

ベ
き
慮
を
見
ず
。
姑
く
置
く
の
後
数
日
、
取
り
て
謹
む
。
便
ち

き

づ
暇
賓
の
百
出
す
る
を
費
ゆ
。
机
ち
復
た
悲
吟
す
る
こ
と
累
日
、

反
復
改
定
す
。
こ
れ
を
前
作
に
比
ぶ
れ
ば
梢
や
加
う
る
有
り
。
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後
数
日
、
復
た
取
り
て
謹
む
。
庇
病
復
た
出
づ
。
凡
そ
此
の
如

き
こ
と
数
回
、
乃
ち
敢
て
人
に
一
部
す
。
然
れ
ど
も
伯
仲
に
工
た
る

お
も
え

こ
と
能
わ
ず
』
と
。
李
賀
の
母
調
ら
く
、
賀
は
必
ず
心
を
幅
出

や

し
て
乃
ち
己
む
と
。
過
論
に
非
ざ
る
な
り
:
:
:
」
。

こ
こ
に
あ
る
の
も
、
後
世
の
詩
人
が
い
か
に
困
難
な
状
況
に
あ
る
か
、

意
を
正
確
に
停
え
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
程
、
鮮
が
い
か
に
内
容
か
ら

議
離
し
て
晦
淀
に
陥
っ
て
し
ま
う
か
と
い
う
、
李
商
憶
論
で
輿
え
ら

れ
た
と
ほ
ぼ
同
様
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
詩
人
が
意
と
鮮
の
議
離
に
と

ら
わ
れ
れ
ば
と
ら
わ
れ
る
程
、
ま
た
、
詩
人
が
異
才
で
あ
れ
ば
あ
る

程
、
そ
の
詩
は
一
見
「
児
女
」
の
詩
に
似
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ

が
そ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
後
世
の
異
才
に
興
え
ら
れ
た
宿
命
で
あ
り
、

遺
山
の
友
人
の
中
で
は
楊
鴻
が
、
そ
の
宿
命
に
最
も
忠
賓
な
詩
人
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
李
商
憶
に
論
及
し
た
三
首
に
見
ら
れ
る
彼
の
問
題
意
識

は
、
要
約
し
て
い
え
ば
、
詩
の
理
想
と
そ
の
歴
史
的
衰
退
、
な
ら
び

に
衰
退
期
に
お
け
る
詩
人
の
あ
り
方
と
い
う
三
つ
の
要
素
に
還
元
す

る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

」
の
三
つ
の
要
素
は
、

「
論
詩
三
十

首
」
全
瞳
を
術
撤
す
る
最
も
重
要
な
鍵
で
あ
り
、
こ
の
連
作
の
様
々

な
部
分
に
あ
て
は
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
陳
子
昂

沈
宋
横
馳
翰
墨
場

を
論
じ
た
第
八
首
も
決
し
て
そ
の
例
外
で
は
な
い
。

沈
宋

横
馳
す

翰
盟
申
一
の
場

風
流
初
不
媛
輝
梁

論
功
若
準
卒
呉
例

合
著
黄
金
鏡
子
昂

風
流

初
よ
り
費
梁
を
慶
さ
ず

合3論
に 功
黄
金
を
し
て
子

を
鋳
す

"" 
し

若
し
卒
呉
の
例
に
準
ず
れ
ば

こ
の
詩
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
翁
方
綱
が
、
東
城
「
金
門
寺
中
見
李

五
代
文
章
墜
劫
双

西
蓋
輿
二
銭
唱
和
四
紹
旬
、
戯
用
其
韻
政
之
」
詩
第
四
首

昇
卒
格
力
未
全
回

故
知
前
輩
宗
徐
灰

数
首
風
流
到
玉
牽

五
代
の

力文
を章
格む
す劫
も 茨
未に
だ 堕
全ち
回
せ

ず
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昇
卒

故
に
知
る

前
輩
は
徐
肢
を
宗
と
し

数
首
の
風
流

玉
基
一
に
到
る
の
み
な
る
を

と
の
関
連
を
指
摘
す
る
と
い
う
極
め
て
す
ぐ
れ
た
注
揮
を
興
え
て
い

る
が
、
そ
う
し
た
注
揮
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
陳
子
昂
の
出
現
が
建

安
の
理
想
へ
の
回
婦
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
が
唐
詩
の
員
の
は
じ
ま
り

を
告
げ
た
こ
と
を
論
じ
る
こ
と
、
明
ら
か
で
あ
る
。
氏
の
見
解
も
全

く
同
様
で
あ
る
が
、
た
だ
氏
は
、
翁
方
綱
の
指
摘
の
員
の
意
味
(
つ

ま
り
、
唐
初
と
宋
初
の
歴
史
的
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
)
を
充
全
に
理
解
し



て
お
ら
れ
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
。

ま
た
、
第
十
六
首

切
切
秋
最
高
古
情

高
古
の
情

切
切
た
る
秋
最

燈
前
山
鬼
涙
縦
横

鑑
湖
春
好
無
人
賦

鑑燈
湖前
のの
春 山
は鬼
好i
し涙
き縦
も横
人た
の り
賦
す
無
し

爽
岸
桃
花
錦
浪
生

爽
岸
の
桃
花

錦
浪
を
生
ず

は
、
前
半
の
秋
と
後
宇
の
春
と
を
封
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
辞
の

⑥
 

晦
泣
に
苦
悩
す
る
詩
人
像
と
、
李
白
に
代
表
さ
れ
る
詩
の
理
想
と
が

象
徴
的
に
一
不
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
氏
は
、
李
賀
論
と
い
う
停
統

的
解
揮
に
従
っ
て
お
ら
れ
、
私
も
そ
の
黙
に
特
に
異
議
は
な
い
が
、

⑦
 

た
だ
、
李
賀
の
模
倣
者
に
封
す
る
否
定
的
な
論
と
す
る
氏
の
説
に
は

容
易
に
承
服
し
か
ね
る
も
の
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
遺
山
が
「
寓
古
」

を
否
定
的
な
意
味
で
使
う
筈
は
な
く
、
第
一
句
・
第
二
句
で
論
貼
が

か
わ
っ
た
と
も
思
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
春
と
秋
と
が
封
照

さ
れ
た
意
固
に
つ
い
て
は
、
「
太
白
仙
才
・
長
吉
鬼
才
」
と
い
う
宋
人

⑧
 

の
言
以
上
に
積
極
的
な
理
由
が
用
意
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
柳
宗
元
を
論
じ
た
第
二
十
首

謝
客
風
容
映
古
今

謝
客
の
風
容

古
今
に
映
ず

書

評

護
源
誰
似
柳
州
深

朱
絃
一
梯
遺
一
音
在

却
是
嘗
年
寂
実
心

設
源

誰
か
柳
州
の
深
き
に
似
ん

朱
絃
一
携

遺
一
音
在
り

却
て
是
れ

営
年
寂
実
の
心

は
、
意
の
「
精
純
」
(
す
な
わ
ち
「
護
源
」
の
深
さ
)

束文

雅

」
そ
が
、
「
古

(
す
な
わ
ち
「
遺
一
音
」
)
に
到
る
最
大
の
道
で
あ
る
こ
と
、

勃
の
歌
」
を
論
じ
た
第
七
首

中
州
寓
古
英
雄
気

也
到
陰
山
救
助
川

也ま中
た州

高
古
英
雄
の
気

陰
山
救
勅
川
に
到
る

は
、
建
安
の
風
骨
が
陰
山
に
到
っ
た
こ
と
、
陸
亀
蒙
を
論
じ
た
第
十
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九
首

高
古
幽
人
在
澗
阿

百
年
孤
憤
寛
如
何

高
古
の
胸
人

澗
阿
に
在
り

百
年
の
孤
償

克
に
如
何

は
、
衰
退
期
の
詩
人
の
宿
命
の
何
た
る
か
を
、
そ
れ
ぞ
れ
論
じ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
ほ
か
、
こ
う
し
た
観
酷
か
ら
論
じ
ら
れ
る
詩
は
三
十
首
中
に

数
多
く
含
ま
れ
る
が
、
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
こ
う
し
た
作
業
を
通

じ
て
、
遺
山
の
文
事
史
親
そ
の
も
の
を
明
ら
か
に
し
、
あ
わ
せ
て
、

自
身
の
時
代
と
そ
の
役
割
を
彼
が
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
か
を



中
園
文
皐
報

第
三
十
八
加

明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
氏
の
絞
速
に
は
、
そ
う
し

た
観
貼
が
稀
薄
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
私
の
思
い
違
い

で
あ
ろ
う
か
。

遺
山
は
、
金
朝
に
到
る
詩
の
歴
史
を
次
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
で

あ
る
。

「
漢
諮
説
什
」

に
よ
っ
て
は
じ
ま
る

ま
ず
、

(
第
一
首
)
。

詩
の
歴
史
は

管
代
に
到
っ
て
陶
淵
明
等
の
す
ぐ
れ
た
詩
人
を
生
み
な

が
ら
(
第
四
首
¥
歴
史
全
睡
は
衰
退
期
に
む
か
い
(
第
三
首
)
、
詩
の

理
想
は
北
上
し
て
中
原
を
は
な
れ
、

陰
山
に
到
る
の
で
あ
る
(
第
七

首)。

詩
の
理
想
は
や
が
て
南
下
し
、
陳
子

六
朝
の
衰
退
期
の
中
、

昂
を
生
む
(
第
八
首
)
。

そ
の
後
、
杜
甫
(
第
十
首
)
・
李
白
(
第
十
五
首
)

-
韓
愈
(
第
十
八
首
)
・
柳
宗
元
(
第
二
十
首
)
と
い
っ
た
継
承
者
を
輩
出

す
る
が
、

詩
は
ま
た
衰
退
期
を
む
か
え
、
李
商
隠
(
第
十
二
首
)
・
李

賀
(
第
十
六
首
)
・
陸
通
蒙
(
第
十
九
首
)
と
い
っ
た
晦
紘
の
異
才
を
生
む

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
五
代
の
衰
退
期
を
経
て
、
や
が

て
宋
代
を
む
か
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
第
二
十
二
首
で

只
知
詩
到
蘇
黄
表

詩
は
蘇
責
に
到
り
て
掻
く
と

只
だ
知
る

治
海
横
流

却
て
是
れ
誰
な
ら
ん

治
海
横
流
却
是
誰

と
い
う
よ
う
に
、
遺
山
は
、
東
城
・
山
谷
が
一
定
の
役
割
を
果
し
た

後
、
文
事
史
は
「
治
海
横
流
」
の
吠
況
に
は
い
っ
た
と
考
え
た
の
で

あ
る
。
彼
が
江
西
詩
涯
に
極
め
て
冷
淡
で
あ
っ
た
こ
と
、
す
で
に
氏

の
説
く
と
お
り
で
あ
る
。

で
は
、
遺
山
は
、
金
朝
詩
に
つ
い
て
は
ど
う
考
え
て
い
た
の
で
あ

ろ
h

つ。も
ち
ろ
ん
彼
は
、

「
論
詩
三
十
首
」

の
中
で
同
時
代
に
直
接
一
言
及

ず
る
こ
と
は
、
終
に
し
な
か
っ
た
。
だ
が
そ
の
こ
と
が
、
こ
の
連
作

の
性
格
を
大
き
く
規
定
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
賓
は
そ
う
で
な
い
。

潰
山
が
こ
こ
で
展
開
し
た
の
は
、
文
事
史
全
瞳
を
概
観
し
、
作
詩
上
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の
様
々
な
問
題
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
く
ま
で
自
身
の
道

を
摸
索
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
同
時
代
に
直
接
言
及
し

な
か
っ
た
の
は
、
過
去
を
概
親
し
焦
軸
'
を
他
に
向
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
よ
り
自
由
に
護
言
す
る
た
め
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

彼
は
、
「
論
詩
三
十
首
」
の
績
篇
と
も
い
え
る
「
白
題
中
州
集
後
」

と
い
う
作
品
の
中
で
、
同
時
代
を
暗
示
し
な
が
ら

気
は
俸
に
豪

鄭
下
曹
劉
気
偉
豪

鄭
下
の
曹
劉

江
東
諸
謝
韻
尤
高

江
東
の
諸
謝

韻
は
尤
も
高
し

若
従
華
賓
評
詩
品

若
し
華
と
賓
と
に
従
り
て
詩
口
聞
を
許
せ
ば



未
た
使
ら
ず
し
も

呉
儀
は
錦
砲
を
得
じ

未
使
呉
健
得
錦
抱

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
言
を
信
じ
れ
ば
、
建
安
に
設
す
る
詩
の
理
想

「
治
海
横
流
」
の
中
、

な
る
だ
ろ
う
。
確
か
に
、
金
朝
詩
の
特
徴
は
、
南
宋
の
そ
れ
に
比
較

l土

金
靭
詩
に
よ
っ
て
復
興
さ
れ
た
こ
と
に

す
れ
ば
、
素
朴
さ
を
宗
と
す
る
。
だ
が
そ
れ
が
、
建
安
の
風
骨
と
同

質
で
あ
る
か
、
ま
た
、
遺
山
が
員
に
同
質
と
考
え
た
か
は
、
全
く
別

問
題
で
あ
る
。
文
事
史
に
つ
い
て
あ
れ
程
正
し
い
認
識
を
一
示
し
、
自

身
の
作
品
に
た
ゆ
ま
ぬ
推
敵
を
重
ね
、

一
作
ご
と
に
何
か
し
ら
彫
琢

を
凝
ら
し
て
駄
作
を
ほ
と
ん
ど
残
さ
な
か
っ
た
遺
山
が
、

つ
ま
り
、

き
び
し
い
自
己
規
制
と
正
確
な
批
評
眼
を
自
身
に
課
し
、
常
に
極
め

て
意
識
的
な
記
述
者
で
あ
り
績
け
た
遺
山
が
、
金
朝
詩
こ
そ
建
安
詩

「
陶
然
集
詩
序
」

の
後
継
者
だ
と
本
嘗
に
考
え
た
だ
ろ
う
か
。

に
お

い
て
、
後
世
の
詩
人
の
運
命
を
あ
れ
程
執
劫
に
論
じ
た
遺
山
が
、
北

宋
の
詩
業
と
金
朝
の
詩
業
と
を
比
較
し
て
も
な
お
、

「
錦
砲
」

を
手

に
し
得
る
と
考
え
た
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
の

詳
論
は
必
要
あ
る
ま
い
が
、

た
だ
一
つ
附
言
し
て
お
く
な
ら
ば
、

「
論
詩
三
十
首
」
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
遺
山
は
、
建
安
へ
の
回

舗
の
道
を
自
身
と
同
時
代
に
課
し
た
の
で
あ
り
、
そ
う
提
唱
す
る
こ

書

許

と
に
よ
っ
て
、
彼
の
時
代
の
文
撃
の
嬰
革
を
期
待
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
こ
め
ら
れ
た
意
聞
の
深
さ
、
表
現
の
多
義
性
・
な
い
し
巧
妙

さ
は
、
氏
の
予
想
を
造
か
に
上
廻
る
も
の
で
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

本
書
評
は
、
本
書
を
京
都
大
事
文
周
子
部
に
寄
贈
さ
れ
た
氏
へ
の
返

躍
を
か
ね
る
。
私
が
そ
の
任
で
な
か
っ
た
こ
と
は
氏
の
寛
諒
を
乞
わ

ね
ば
な
ら
な
い
が
、

一
つ
蛇
足
を
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
な
ら
、
私

は
は
じ
め
か
ら
氏
に
挑
戦
す
る
つ
も
り
で
本
書
を
謹
ん
だ
。
な
ぜ
な

ら
、
私
の
妄
言
に
か
か
わ
ら
ず
本
書
の
債
値
は
や
が
て
衆
目
の
認
め

一一167-

る
所
と
な
ろ
う
、
と
す
れ
ば
、
私
は
こ
と
さ
ら
本
書
の
長
所
を
言
う

必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
氏
の
噺
笑
を
費
悟
で
異
論
を
提
出
す
る
こ
と

こ
そ
、
氏
の
誠
賓
さ
に
麿
え
る
唯
一
の
誠
寅
さ
だ
と
考
え
た
か
ら
で

あ
る
。

は
じ
め
に
も
書
い
た
と
お
り
、
私
は
こ
の
作
品
に
あ
ま
り
愛

着
を
感
じ
な
い
。
そ
う
し
た
私
の
思
い
が
本
書
評
に
影
響
し
た
黙
が

あ
れ
ば
お
詫
び
し
た
い
。
遺
山
の
傑
作
は
他
に
も
数
多
く
あ
る
。
そ

れ
ら
多
く
の
傑
作
を
、
本
書
と
同
様
の
誠
賓
さ
を
も
っ
て
氏
が
論
じ

ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
、
ま
た
、
そ
の
日
の
遠
か
ら
ず
お
と
ず
れ
る

」
と
を
信
じ
つ
つ
、
筆
を
摘
く
。
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of Li Shang-yin's language， of the sort found in 

Lines One & Two] ， 

But you need a genius like 

sense of it. 

Yuan's poem would be understood to be a critique of 

early Sung Hsi-k'un style poetry; as such， it should be 

considered together with his criticism of that period's 

poetry expressed in Poem 28， as well as in Poem 22 . 
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Li Ho， according to Yuan in Poem 16， was able to ex-

press sad， eternal sentiments (Line One)， even when 

writing lines about lampside， tearladen mountain ghosts 

(Line Two). But among later writers given to imitating 

Li Ho's unusual diction and strange imagery (like that 

make Cheng Hsuan to 

首長111+<窓
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Yuan tells us in Line Three that poets generally love 

the fine quality of‘Hsi-k'un'西良 verse.There are two 

ways of interpreting this line. One is to understand ' Hsi-

k'un' as referring to the poetry of early Sung‘Hsi-k'un 

style' writers like Yang 1 (947-1020)楊億， Ch'ien Wei-

yen (fl. 1016)銭惟演， and Liu Yun (fl. 1016)劉笥， who 

imitated the verse of Li Shang-yin and Wen T'ing-yun 

(812-870). Their work， collected together by Yang 1 in 

the Hsi-k'附 ch'ou-ch'仰 7gchi西昆酬唱集， is what is usual-

Iy understood by the term. (The term 'Hsi-k'un ' itself 

refers to the K'un-Iun mountains in the West， with the 

association that they are the far-away home of Taoist 

transcendents.) Taking 'Hsi-k'un' in the above sense， 

Lines Three and Four would mean: 

Most poets like Hsi-k'un poetry [which is imitative 

モ子園何時草野
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of Line Two)， is there no one to write about the real， 

external world portrayed so admirably in Li Po's verse 

(Lines Three and Four)? 
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It appears that Yuan Hao-wen五日ds Li Ho's unique 

contribution to poetry acceptable. Yet， as with the poet-

ry of Lu T'ung (Poem 13)， he seems dismayed at its 

infiuence on later poetry. Rather than pursue strange 

imagery and dietion for their own sake (Poem 22)， poets 

of more recent times would do better to emulate the 

more natural imagery of Li PO and Tu Fu， derived from 

direct experience， and described in this poem and in 

Poem 11. 
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