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は　

じ　

め　

に

　

古
來
よ
り
農
耕
を
主
と
す
る
中
國
、
と
り
わ
け
氣
候
の
温
暖
濕
潤

な
長
江
以
南
の
地
域
で
は
、
お
の
ず
と
降
雨
に
對
す
る
關
心
が
高
い
。

そ
れ
を
反
映
す
る
か
の
よ
う
に
、
中
國
語
に
は
雨
に
ま
つ
わ
る
語
彙

が
極
め
て
豐
富
で
あ
る
。
た
と
え
ば
雨
勢
の
強
弱
や
時
間
の
長
短
に

よ
っ
て
、
大
雨
、
急
雨
、
驟
雨
、
細
雨
、
微
雨
、
疏
雨
、
霖
雨
、
淫

雨
…
…
、
あ
る
い
は
降
雨
の
季
節
や
時
刻
に
應
じ
て
、
春
雨
、
梅
雨
、

夏
雨
、
秋
雨
、
朝
雨
、
暮
雨
、
夜
雨
…
…
と
細
か
く
區
分
さ
れ
る
。

こ
の
ほ
か
、
風
雨
、
雲
雨
、
煙
雨
な
ど
の
複
合
語
に
至
る
ま
で
、
そ

の
例
は
實
に
枚
擧
に
勝
え
な
い
。
し
か
も
、
こ
れ
は
單
に
日
常
語
彙

の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
中
國
古
典
文
學
の
領
域
に
お
い
て
も
、

雨
は
多
種
多
樣
な
表
現
の
か
た
ち
を
わ
た
し
た
ち
の
眼
前
に
提
示
す

る
の
で
あ
る
。

　

筆
者
は
、
か
つ
て
「
雨
の
情
景
─
─
陳
與
義
の
詠
雨
詩
と
杜
甫

─
─
」（
以
下
、「
前
稿
」
と
略
称
）
と
題
す
る
論
考
を
發
表
し
、
唐
代

の
杜
甫
（
七
一
二
─
七
七
〇
）
と
南
宋
の
陳
與
義
（
一
〇
九
〇
─
一
一
三

八
）
の
詠
雨
詩
の
特
徴
、
お
よ
び
兩
者
の
影
響
關
係
に
つ
い
て
探
究

し
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
紙
幅
の
制
約
も
あ
り
、
さ
ら
に
掘
り

下
げ
て
檢
討
す
べ
き
事
項
は
少
な
く
な
い
。
そ
の
一
つ
に
雨
と
花
の

イ
メ
ー
ジ
の
組
み
合
わ
せ
に
関
す
る
問
題
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
に

お
い
て
は
、
前
稿
で
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
「
雨
中
の

花
」、
す
な
わ
ち
雨
に
濡
れ
潤
う
艷
麗
な
花
、
あ
る
い
は
雨
に
打
た

れ
傷
つ
く
花
の
詩
的
イ
メ
ー
ジ
を
切
り
口
に
し
て
、
杜
甫
の
創
り
出

し
た
詠
雨
詩
の
表
現
が
陳
與
義
に
よ
っ
て
い
か
に
繼
承
、
再
編
さ
れ

て
い
っ
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

一　

雨
中
の
花
へ
の
ま
な
ざ
し

　

前
稿
の
第
一
章
「『
苦
雨
』『
喜
雨
』
か
ら
詩
作
を
催
す
雨
へ
」
で

①

②

雨
中
の
花

─
─
─
陳
與
義
の
詠
雨
詩
と
杜
甫
（
二
）
─
─

綠　

 

川　

 

英　

 

樹
京
都
大
学
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雨
中
の
花
（
緑
川
）

も
ま
と
め
た
通
り
、
後
漢
末
か
ら
魏
晉
の
時
期
に
な
る
と
、
雨
そ
の

も
の
を
直
接
の
主
題
と
し
た
文
學
作
品
が
よ
う
や
く
登
場
す
る
。
い

ず
れ
も
農
事
や
物
候
に
着
眼
し
て
、
災
害
や
困
苦
を
も
た
ら
す
長
雨

を
愁
う
か
、
あ
る
い
は
逆
に
旱
魃
を
終
わ
ら
せ
る
惠
み
の
雨
を
喜
ぶ

と
い
う
立
場
か
ら
う
た
わ
れ
る
。
前
者
は
「
苦
雨
」
も
し
く
は
「
愁

霖
」、
後
者
は
「
喜
雨
」
と
題
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
基
本
的
に
は

雨
を
め
ぐ
っ
て
悲
喜
い
ず
れ
か
の
心
情
を
表
出
す
る
の
が
定
型
化
し

て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
唐
代
以
前
の
雨
を
主
題
と
し
た
詩
賦
を
通
覽
し
て
み

る
と
、
興
味
深
い
現
象
に
氣
づ
く
。
苦
雨
／
喜
雨
の
類
型
に
も
と
づ

く
作
品
は
建
安
か
ら
南
朝
宋
に
か
け
て
の
時
期
に
集
中
し
て
現
れ
る

が
、
南
朝
後
期
、
こ
と
に
梁
代
以
降
に
な
る
と
、
詠
雨
賦0

の
創
作
が

下
火
に
な
る
一
方
、
詠
雨
詩0

の
ほ
う
は
「
觀
雨
」「
望
雨
」
あ
る
い

は
「
對
雨
」
と
い
っ
た
標
題
を
持
つ
作
品
が
徐
々
に
增
え
、
創
作
が

活
況
を
呈
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
新
し
い
タ
イ
プ
の
詠
雨
詩

は
苦
雨
／
喜
雨
と
い
う
主
題
の
枠
組
み
に
囚
わ
れ
ず
、
雨
そ
の
も
の

を
細
や
か
に
觀
察
し
た
う
え
で
、
そ
こ
か
ら
喚
起
さ
れ
る
思
念
や
情

緒
を
う
た
う
の
を
旨
と
す
る
。
そ
ぼ
降
る
雨
に
包
ま
れ
た
朦
朧
た
る

雰
圍
氣
、
雨
脚
に
反
射
す
る
夕
陽
の
き
ら
め
き
、
雨
音
の
聽
覺
的
側

面
な
ど
、
南
朝
宮
廷
詩
壇
に
お
い
て
は
、
從
前
う
た
わ
れ
な
か
っ
た

新
鮮
な
感
覺
に
よ
る
詠
雨
詩
が
多
く
現
れ
た
。

　

梁
代
か
ら
初
唐
に
か
け
て
の
時
期
、
詩
人
た
ち
は
雨
そ
の
も
の
を

細
緻
に
表
現
す
る
試
み
の
な
か
で
、
雨
に
し
っ
と
り
濡
れ
て
色
鮮
や

か
な
花
の
イ
メ
ー
ジ
に
注
目
し
、
そ
こ
に
新
た
な
美
意
識
を
抱
く
よ

う
に
な
る
。
た
と
え
ば
、

漬
花
枝
覺
重　
　

花
を
漬ひ

た

し
て
枝
は
重
き
を
覺
え

濕
鳥
翻
飛
遲　
　

鳥
を
濕う

る
お

し
て
翻
飛
す
る
こ
と
遲
し

 

（
梁
・
簡
文
帝
「
賦
得
入
階
雨
詩
」）

蝶
濡
飛
不
颺　
　

蝶
は
濡
れ
て
飛
ぶ
も
颺あ

が
ら
ず

花
沾
色
更
紅　
　

花
は
沾う

る
お

い
て
色
更
に
紅
く
れ
な
い

な
り

 

（
梁
・
劉
孝
威
「
和
皇
太
子
春
林
晩
雨
詩
」）

　

こ
の
二
例
（『
芸
文
類
聚
』
巻
二
・
天
部
・
雨
）
は
、
い
ず
れ
も
鳥
や

蝶
が
雨
に
よ
っ
て
飛
翔
を
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
を
い
う
句
に
對
置
さ
れ

③
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た
も
の
。

　

次
に
擧
げ
る
北
齊
・
劉
逖
「
對
雨
有
懷
（
雨
に
對
し
て
懷
う
有
り
）

詩
」（『
藝
文
類
聚
』
卷
二
）
は
、
北
朝
の
作
品
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
雨

に
對
す
る
纖
細
な
把
握
は
南
朝
の
も
の
と
比
べ
て
何
ら
遜
色
が
な
い
。

ま
た
、
朝
の
心
地
よ
い
雨
を
前
に
し
て
隱
逸
へ
の
志
向
を
表
す
と
い

う
結
構
も
、
南
齊
・
謝
朓
「
觀
朝
雨
（
朝
雨
を
觀
る
）」
詩
（『
文
選
』

卷
三
〇
）
と
類
似
す
る
。

重
輪
宵
犯
畢　
　

重
輪　

宵
に
畢ひ

つ

を
犯
し

行
雨
旦
浮
空　
　

行
雨　

旦あ
し
た

に
空
に
浮
か
ぶ

細
落
疑
含
霧　
　

細
や
か
に
落
つ
る
は
霧
を
含
む
か
と
疑
い

斜
飛
覺
帶
風　
　

斜
め
に
飛
ぶ
は
風
を
帶
ぶ
る
か
と
覺
ゆ

濕
槐
仍
足
綠　
　

槐
え
ん
じ
ゅ

を
濕
し
て
仍な

お
綠
を
足
し

沾
桃
更
上
紅　
　

桃
を
沾
し
て
更
に
紅
を
上く

わ

う

無
由
似
玄
豹　
　

玄
豹
に
似
る
に
由よ

し

無
き
も

縱
意
坐
山
中　
　

意
を
縱

ほ
し
い
ま
ま

に
し
て
山
中
に
坐
せ
ん

　

「
重
輪
」
は
月
の
周
圍
に
生
ず
る
暈
、
光
の
輪
。「
畢
」
は
畢
宿
。

雨
を
つ
さ
か
ど
る
星
で
、
二
十
八
宿
の
一
つ
、
白
虎
七
宿
に
屬
す
る
。

『
詩
經
』
小
雅
・
漸
漸
之
石
に
「
月　

畢
に
離か

か

り
、
滂
沱
た
ら
し

む
」
と
い
う
よ
う
に
、
月
が
畢
宿
の
区
域
に
入
る
の
は
雨
が
降
る
徴

候
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
果
た
し
て
月
夜
の
明
け
た
翌
朝
、
濛
濛
た

る
小
糠
雨
が
斜
め
に
降
り
注
ぎ
、
あ
た
り
を
優
し
く
包
み
こ
む
。
こ

う
し
た
無
限
の
淨
福
感
を
如
實
に
示
す
の
が
第
五
・
六
句
「
槐
を
濕

し
て
仍
お
綠
を
足
し
、
桃
を
沾
し
て
更
に
紅
を
上
う
」
で
あ
り
、
槐

樹
と
桃
花
と
い
う
植
物
の
具
體
名
を
伴
い
な
が
ら
、
綠
と
紅
の
鮮
や

か
な
色
彩
を
き
わ
立
た
せ
る
。
末
尾
に
は
、
終
南
山
の
黑
豹
が
自
分

の
紋
樣
を
美
し
く
す
る
た
め
、
餌
も
食
べ
ず
に
じ
っ
と
霧
雨
の
な
か

に
身
を
隠
し
た
と
い
う
典
故
（『
列
女
傳
』
賢
明
伝
・
陶
荅
子
妻
）
を
用

い
、
こ
の
雨
の
中
に
身
を
潛
め
隱
棲
し
た
い
と
い
う
願
い
を
述
べ
て

詩
を
結
ぶ
。

　

こ
の
詩
に
お
い
て
は
、
春
雨
に
濡
れ
た
花
の
美
し
さ
が
詩
人
の
隱

逸
志
向
や
淸
淨
な
も
の
に
對
す
る
憧
れ
を
喚
起
す
る
も
の
と
し
て
效

果
的
に
は
た
ら
い
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
雨
と
花
の
イ

メ
ー
ジ
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
そ
れ
自
體
は
、
西
晉
の
張
協
「
雜
詩

十
首
」
其
の
三
（『
文
選
』
卷
二
九
）
に
も
す
で
に
「
騰
雲　

煙
を
涌わ
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雨
中
の
花
（
緑
川
）

か
す
に
似
て
、
密
雨　

絲
を
散
ら
す
が
如
し
。
寒
花　

黄
采
を
發
し
、

秋
草　

綠
滋
を
含
む
」
と
い
う
先
行
例
が
見
え
る
も
の
の
、
や
は
り

梁
代
の
頃
に
な
っ
て
明
確
に
現
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。
唐
代
に
入
る

と
、
こ
の
種
の
表
現
は
完
全
に
定
着
し
、
虞
世
南
「
發
營
逢
雨
應
詔

（
營
を
發
し
て
雨
に
逢
う　

詔
に
應
ず
）」
詩
（『
初
學
記
』
卷
二
・
天
部
・

雨
）
に
「
隴
麥　

霑う
る
お

い
て
逾い
よ

い
よ
翠
な
り
、
山
花　

濕
い
て
更
に

燃
ゆ
」、
唐
の
太
宗
「
詠
雨
詩
」（『
初
學
記
』
卷
二
）
に
「
雁
は
濕
い

て
行
に
次
無
く
、
花
は
霑
い
て
色
更
に
鮮
や
か
な
り
」
と
い
う
の
は
、

ま
さ
に
同
工
異
曲
の
妙
で
あ
ろ
う
。

二　

雨 

に 

潤 

う 

花

　

唐
代
に
お
け
る
詠
雨
詩
創
作
は
、
杜
甫
の
そ
れ
が
質
量
と
も
に
突

出
し
て
い
る
。
そ
の
表
現
の
特
徵
や
文
學
史
上
の
意
義
に
つ
い
て
は
、

從
來
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
前
稿
も
ま
た
こ
の

問
題
を
考
察
し
た
一
つ
の
試
み
で
あ
り
、
杜
甫
が
苦
雨
／
喜
雨
と
い

う
類
型
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
、
農
事
や
物
候
の
範
圍
を
超
え
て
、
戰

亂
な
ど
の
時
事
問
題
、
ひ
い
て
は
社
會
全
體
の
運
命
に
ま
で
關
心
を

推
し
廣
げ
た
こ
と
、
ま
た
特
に
晩
年
、
夔
州
時
期
以
後
の
作
品
に
お

い
て
は
、
苦
々
し
い
自
嘲
を
伴
い
つ
つ
、
詩
人
の
内
面
と
外
界
と
が

融
合
す
る
高
度
に
象
徴
化
さ
れ
た
雨
の
世
界
を
創
り
出
し
た
こ
と
な

ど
を
明
ら
か
に
し
た
。
以
下
、
本
章
お
よ
び
次
章
で
は
、
杜
詩
に
見

え
る
雨
中
の
花
の
諸
相
を
取
り
上
げ
、
前
稿
の
缺
を
い
さ
さ
か
補
い

た
い
。

　

雨
に
濡
れ
潤
う
花
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
梁
代
以
降
、
次
第
に
定
着
し

て
ゆ
き
、
杜
甫
の
詩
に
も
散
見
す
る
が
、
そ
の
表
現
は
さ
ら
に
洗
練

さ
れ
、
時
と
し
て
あ
る
種
の
陰
影
を
含
む
。
た
と
え
ば
、
七
律
「
曲

江
對
雨
（
曲
江
に
て
雨
に
對
す
）」（『
詳
註
』
卷
六
）。

城
上
春
雲
覆
苑
牆　
　

城
上
の
春
雲　

苑
牆
を
覆
い

江
亭
晩
色
靜
年
芳　
　

江
亭
の
晩
色　

年
芳
靜
か
な
り

林
花
著
雨
燕
脂
落　
　

林
花　

雨
を
著つ

け
て　

燕
脂
落
ち

水
荇
牽
風
翠
帶
長　
　

水
荇　

風
に
牽
か
れ
て　

翠
帶
長
し

龍
武
新
軍
深
駐
輦　
　

龍
武
の
新
軍　

深
く
輦
を
駐と

ど

め

芙
蓉
別
殿
謾
焚
香　
　

芙
蓉
の
別
殿　

謾み
だ

り
に
香
を
焚
く

何
時
詔
此
金
錢
會　
　

何
れ
の
時
か
此
の
金
錢
の
會
を
詔

み
こ
と
の
りし

暫
醉
佳
人
錦
瑟
傍　
　

暫
く
佳
人
錦
瑟
の
傍
ら
に
醉
わ
ん

④
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こ
の
詩
は
乾
元
元
年
（
七
五
八
）、
杜
甫
が
左
拾
遺
の
官
職
を
授
か

り
、
都
の
長
安
に
在
っ
た
と
き
の
作
。
肅
宗
の
新
政
權
に
加
わ
り
、

朝
會
參
列
の
榮
に
浴
し
て
い
た
が
、
當
初
の
意
氣
軒
昂
と
し
た
躍
動

感
は
消
え
、
次
第
に
詩
人
の
憂
鬱
や
頽
唐
が
詩
に
う
た
わ
れ
る
よ
う

に
な
る
。「
江
上
の
小
堂　

翡
翠
巢
く
い
、
苑
邊
の
高
塚　

麒
麟
臥

す
。
細
や
か
に
物
理
を
推
せ
ば
須

す
べ
か
ら

く
行
樂
す
べ
し
、
何
ぞ
用
い
ん　

浮
名
も
て
此
の
身
を
絆つ

な

ぐ
を
」（「
曲
江
二
首
」
其
の
一
、『
詳
註
』
卷

六
）、「
飮
を
縱
に
し
て
久
し
く
人
の
共
に
弃
つ
る
に
判ま
か

せ
、
朝
す
る

に
懶
な
る
は
眞
に
世
と
相
い
違
う
。
吏
情
更
に
覺
ゆ　

滄
洲
の
遠
き

を
、
老
大
悲
傷
し
て
未
だ
衣
を
拂
わ
ず
」（「
曲
江
對
酒
」
詩
、『
詳

註
』
卷
六
）
な
ど
、
杜
甫
に
は
珍
し
く
投
げ
や
り
に
歡
樂
を
求
め
る

自
暴
自
棄
の
氣
分
は
、
こ
の
時
期
な
ら
で
は
の
基
調
と
言
っ
て
よ
い
。

背
後
に
は
、
新
帝
肅
宗
を
推
し
戴
く
勢
力
と
上
皇
玄
宗
を
と
り
ま
く

勢
力
と
の
對
立
と
い
う
、
複
雜
に
絡
み
合
っ
た
政
治
情
況
が
影
を
落

と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

清
人
の
錢
謙
益
に
よ
れ
ば
、「
此
れ
亦
た
上
皇
南
内
を
懷
う
の
詩

な
り
」、
す
な
わ
ち
長
安
に
還
御
し
た
玄
宗
が
南
内
（
興
慶
宮
）
に
退

居
し
、
半
ば
軟
禁
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
に
寓
意
し
た
詩
。
後

半
四
句
に
つ
い
て
は
、
親
近
の
宿
衛
た
る
龍
武
軍
が
か
つ
て
の
よ
う

に
遊
幸
に
つ
き
從
う
こ
と
も
な
く
、
玄
宗
は
夾
城
を
通
っ
て
曲
江
の

芙
蓉
園
に
出
か
け
る
こ
と
も
か
な
わ
ず
、
開
元
年
閒
の
昔
、
百
官
に

宴
錢
を
下
賜
し
た
盛
大
な
う
た
げ
の
開
催
な
ど
も
は
や
望
む
べ
く
も

な
い
、
と
説
明
す
る
。

　

杜
甫
の
玄
宗
に
對
す
る
思
慕
、
開
元
盛
世
へ
の
追
憶
は
婉
曲
に
表

現
さ
れ
て
い
る
が
、
詩
の
前
半
、
曲
江
の
雨
景
を
描
く
部
分
は
す
で

に
そ
う
し
た
凄
涼
た
る
心
情
を
暗
示
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
芙
蓉

園
に
低
く
垂
れ
こ
む
ど
ん
よ
り
と
し
た
雨
雲
。
夕
暮
れ
が
迫
る
な
か
、

明
る
く
麗
ら
か
な
は
ず
の
春
光
は
し
め
や
か
に
靜
寂
で
あ
る
。
そ
れ

で
は
、
續
く
「
林
花　

雨
を
著
け
て
燕
脂
落
ち
、
水
荇　

風
に
牽
か

れ
て
翠
帶
長
し
」
の
二
句
は
、
ど
の
よ
う
に
解
す
る
べ
き
か
。

　

上
句
の
「
燕
脂
」
は
、「
燕
支
」「
胭
脂
」「
臙
脂
」
な
ど
と
も
表

記
し
、
も
と
は
草
本
植
物
の
名
稱
。
別
名
を
「
紅
藍
」（
ベ
ニ
バ
ナ
）

と
い
い
、
そ
の
花
は
女
性
用
化
粧
品
と
な
る
頰
紅
の
原
料
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
「
燕
脂
」
に
よ
っ
て
「
林
花
」
の
紅
色
を
形
容
す
る
と
と

も
に
、
女
性
の
頰
紅
の
意
を
含
め
て
擬
人
的
に
描
い
た
と
理
解
す
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
對
を
な
す
下
句
で
「
水
荇
」
を
「
翠

⑤
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帶
」
に
喩
え
る
の
も
、
梁
・
簡
文
帝
「
傷
美
人
（
美
人
を
傷
む
）

詩
」（『
藝
文
類
聚
』
卷
三
四
・
人
部
・
哀
傷
）
に
「
翠
帶

0

0

は
餘の
こ

ん
の
結

び
を
留
め
、
苔
階
は
故も

と

の
基
を
没
す
」
と
い
う
よ
う
に
、
女
性
の
服

飾
品
を
用
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
二
句
は
表
面
的
に
は

雨
に
濡
れ
る
花
と
風
に
引
っ
張
ら
れ
る
水
草
と
を
描
寫
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
か
つ
て
玄
宗
の
お
供
を
し
て
曲
江
を
訪
れ
た
宮
中
の
美
女

の
イ
メ
ー
ジ
を
そ
こ
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら

に
步
を
進
め
て
言
え
ば
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
末
句
の
「
佳
人
錦
瑟
」

と
對
應
し
、
華
や
か
な
り
し
往
時
の
記
憶
を
呼
び
起
こ
す
も
の
で
も

あ
る
。
江
戸
後
期
の
漢
學
者
、
津
阪
東
陽
が
「
燕
脂
翠
帶　

昔
遊
を

想
像
す
、
佳
人
錦
瑟　

此
に
胚
胎
す
。
太
白
が
『
蘇
臺
覽
古
』
の

〝
楊
柳
新
た
な
り
〟
と
同
一
の
手
段
」
と
注
解
す
る
の
は
、
け
だ
し

慧
眼
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
仇
兆
鰲
注
の
よ
う
に

「
燕
脂
落
」
を
「
燕
脂
濕0

」
に
改
め
る
の
は
、
必
ず
し
も
妥
當
で
は

な
い
。
こ
こ
で
は
、
劉
逖
「
對
雨
有
懷
詩
」
の
よ
う
な
雨
に
濡
れ
た

植
物
の
鮮
や
か
な
色
彩
を
表
す
よ
り
も
、
む
し
ろ
雨
を
身
に
受
け
て

花
の
紅
が
次
第
に
黯
淡
と
な
っ
て
ゆ
く
と
解
す
る
ほ
う
が
、
詩
全
體

に
漂
う
物
憂
げ
な
雰
圍
氣
に
ふ
さ
わ
し
い
。

　

次
に
、
杜
甫
の
成
都
時
期
の
代
表
作
で
あ
る
五
律
「
春
夜
喜
雨

（
春
夜　

雨
を
喜
ぶ
）」（『
詳
註
』
卷
一
〇
）
を
擧
げ
よ
う
。

好
雨
知
時
節　
　

好
雨　

時
節
を
知
り

當
春
乃
發
生　
　

春
に
當
た
り
て
乃
ち
發
生
す

隨
風
潛
入
夜　
　

風
に
隨
い
て
潛ひ

そ

か
に
夜
に
入
り

潤
物
細
無
聲　
　

物
を
潤
し
て
細
や
か
に
聲
無
し

野
徑
雲
俱
黑　
　

野
徑　

雲
は
俱
に
黑
く

江
船
火
獨
明　
　

江
船　

火
は
獨
り
明
ら
か
な
り

曉
看
紅
濕
處　
　

曉
に
紅
の
濕し

め

れ
る
處
を
看
れ
ば

花
重
錦
官
城　
　

花
は
錦
官
城
に
重
か
ら
ん

　

『
爾
雅
』
釋
天
に
「
春
を
發
生

0

0

と
爲
す
」
と
あ
り
、
春
こ
そ
は
萬

物
の
生
命
を
は
ぐ
く
む
季
節
。
雨
は
、
ま
る
で
自
然
の
秩
序
を
わ
き

ま
え
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
し
か
る
べ
き
時
に
應
じ
て
降
り
注
ぐ
。

た
だ
し
、
從
來
の
「
喜
雨
」
型
の
詠
雨
詩
と
は
異
な
り
、
農
事
と
結

び
つ
け
て
雨
が
い
か
に
豐
作
を
も
た
ら
す
か
、
天
の
賜
う
恩
惠
が
い

か
に
喜
ば
し
い
か
と
い
っ
た
こ
と
を
直
接
に
は
語
ら
な
い
。
こ
の
詩
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に
お
け
る
春
の
雨
は
、
夜
陰
に
忍
び
こ
む
よ
う
に
風
と
と
も
に
ひ
っ

そ
り
と
訪
れ
、
音
も
立
て
ず
に
細
や
か
に
萬
物
を
潤
す
も
の
な
の
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、『
鹽
鐵
論
』
水
旱
に
、
周
公
旦
が
仁
德
あ
る
政

治
を
行
っ
て
凶
作
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
「
雨
は
塊

つ
ち
く
れ

を

破
ら
ず
、
風
は
条え

だ

を
鳴
ら
さ
ず
、
旬
（
十
日
）
に
し
て
一
た
び
雨
ふ

り
、
雨
ふ
る
は
必
ず
夜
を
以
て
す
」
と
い
う
よ
う
に
、
程
よ
く
降
る

夜
の
雨
と
豐
作
と
の
關
聯
を
杜
甫
は
意
識
し
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
そ

れ
を
仄
め
か
す
に
と
ど
め
る
。

　

後
半
部
分
で
は
、
黑
雲
が
垂
れ
こ
め
る
闇
夜
と
川
邊
に
ぽ
つ
ん
と

灯
る
漁
り
火
と
が
鮮
や
か
な
明
暗
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
成
し
て
の
ち
、

最
後
の
二
句
に
翌
朝
、
雨
の
滴
を
た
っ
ぷ
り
含
ん
で
枝
垂
れ
た
花
の

イ
メ
ー
ジ
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
横
溢
す
る
生
命
力
そ
の
も

の
へ
の
贊
歌
と
な
っ
て
い
る
。
吉
川
幸
次
郎
「
春
雨
」
が
つ
と
に
指

摘
す
る
よ
う
に
、
措
辭
と
し
て
は
前
出
の
「
花0

を
漬
し
て
枝
は
重0

き

を
覺
え
、
鳥
を
濕0

し
て
翻
飛
す
る
こ
と
遲
し
」（
梁
・
簡
文
帝
「
賦
得

入
階
雨
詩
」）
を
襲
用
し
つ
つ
も
、
先
ず
知
覺
に
よ
っ
て
「
紅
濕
」
と

捉
え
、
後
か
ら
そ
れ
が
雨
に
濡
れ
そ
ぼ
つ
重
厚
な
花
で
あ
る
と
判
斷

す
る
と
こ
ろ
に
こ
の
詩
の
妙
處
が
あ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
天
子
の

錦
を
製
造
管
理
す
る
官
署
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
成
都
の
別
稱

と
な
っ
た
「
錦
官
城
」
三
字
を
配
す
る
こ
と
に
よ
り
、
雨
上
が
り
の

「
花
」
は
「
錦
」
の
き
ら
び
や
か
な
幻
像
と
映
發
し
合
い
、
富
麗
な

美
し
さ
を
增
幅
さ
せ
る
。

　

要
す
る
に
、
こ
の
詩
は
傳
統
的
な
「
喜
雨
」
の
類
型
を
逸
脱
し
、

む
し
ろ
梁
代
以
來
の
「
觀
雨
」「
望
雨
」「
對
雨
」
の
ま
な
ざ
し
を
も

っ
て
、
雨
に
潤
う
花
の
微
細
な
相
を
見
つ
め
て
い
る
の
だ
。「
喜

雨
」（『
詳
註
』
卷
一
四
）
と
題
さ
れ
る
杜
甫
の
別
の
詩
で
は
「
巢
燕　

高
飛
し
盡
く
し
、
林
花　

潤
色
分
か
る
」
と
い
う
が
、
同
樣
に
雨
に

潤
う
花
の
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
な
が
ら
、「
南
國
（
蜀
）
旱ひ
で
り

に
し
て
雨

無
し
」
と
い
う
情
況
下
で
惠
み
の
雨
を
待
望
す
る
點
に
お
い
て
、
い

さ
さ
か
こ
れ
と
趣
を
異
に
す
る
。
つ
い
で
に
言
う
と
、「
春
夜
喜

雨
」
詩
は
、『
文
苑
英
華
』
卷
一
五
三
・
詩
・
天
部
で
は
「
春
夜

雨
」
と
題
さ
れ
、「
喜
雨
」
類
で
は
な
く
「
雜
題
雨
」
類
に
收
錄
さ

れ
る
。
こ
れ
は
傳
統
的
な
類
型
に
は
ま
り
き
ら
な
い
、
新
し
い
感
受

性
で
雨
の
情
趣
を
う
た
っ
た
こ
と
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う

し
た
表
現
の
み
ず
み
ず
し
さ
こ
そ
が
こ
の
詩
の
魅
力
の
所
在
で
あ
ろ

う
。
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さ
て
、「
春
夜
喜
雨
」
詩
に
お
い
て
「
紅
濕
」
と
詠
じ
ら
れ
る
の

は
、
具
體
的
に
何
の
花
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
宋
代
の
王
安
石
「
與

微
之
同
賦
梅
花
得
香
字
（
微
之
と
同と
も

に
梅
花
を
賦
す　

香
の
字
を
得
た

り
）
三
首
」
其
の
二
に
「
少
陵　

爾な
ん
じ

（
梅
花
）
の
詩
興
を
牽
く
と
こ

ろ
と
爲
る
も
、
可か

え

っ
て
是
れ
海
棠
を
賦
す
る
に
心
無
し
」
と
い
う
の

に
對
し
、
李
壁
注
は
「『
詩
話
』
に
云
う
、〝
子
美
の
母　

名
は
海
棠
、

故
に
集
中
に
海
棠
の
詩
無
し
〟
と
。
然
れ
ど
も
〝
曉
に
紅
の
濕
れ
る

處
を
看
れ
ば
、
花
は
錦
官
城
に
動マ

マ

か
ん
〟
は
、
海
棠
に
非
ず
ん
ば
當

た
る
能
わ
ざ
る
な
り
」
と
述
べ
て
、
そ
れ
が
海
棠
の
花
で
あ
る
可
能

性
を
示
唆
す
る
。
杜
甫
は
戰
亂
を
避
け
て
し
ば
ら
く
成
都
を
離
れ
て

い
た
期
間
を
含
め
、
足
か
け
八
年
に
わ
た
り
蜀
の
地
に
滯
在
し
た
。

そ
の
う
ち
成
都
西
郊
の
浣
花
溪
の
ほ
と
り
に
草
堂
を
構
え
て
暮
ら
し

た
四
年
間
は
、
經
濟
的
に
も
精
神
的
に
も
杜
甫
の
人
生
で
最
も
安
定

し
て
お
り
、「
春
夜
喜
雨
」
詩
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
佳
作
を
生

み
出
し
た
。
と
こ
ろ
が
不
可
解
な
こ
と
に
、
彼
の
詩
集
に
は
土
地
の

名
花
で
あ
る
海
棠
を
詠
じ
た
詩
が
一
首
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

な
ぜ
杜
甫
は
海
棠
を
詩
に
う
た
わ
な
か
っ
た
の
か
、
こ
の
公
案
を
め

ぐ
り
後
人
の
議
論
は
紛
紜
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
臆
測
を
呼
ぶ
に
至

る
。
李
壁
が
「
春
夜
喜
雨
」
詩
の
「
花
」
を
海
棠
と
見
な
す
の
も
、

そ
う
し
た
文
脈
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
説
の
一
つ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

杜
甫
の
い
わ
ゆ
る
「
海
棠
公
案
」
に
關
し
て
は
、
す
で
に
岩
城
秀

夫
・
張
高
評
ら
に
よ
る
先
行
硏
究
が
あ
り
、
屋
下
に
さ
ら
に
屋
を
架

す
こ
と
は
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お

き
た
い
の
は
、
中
晩
唐
よ
り
宋
代
に
至
る
時
期
に
、
雨
に
濡
れ
る
海

棠
の
花
は
女
性
の
艷
麗
な
面
影
を
髣
髴
さ
せ
る
も
の
と
し
て
定
型
化

し
て
ゆ
き
、
し
ば
し
ば
「
雨
─
海
棠
─
燕
脂
」
と
い
う
組
み
合
わ
せ

を
と
る
と
い
う
點
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
何
希
堯
（
生
卒
年
未
詳
）

の
七
絶
「
海
棠
」（『
全
唐
詩
』
卷
五
〇
五
）
に
い
う
。

著
雨
胭
脂
點
點
消　
　

雨
を
著
け
し
胭
脂　

點
點
と
し
て
消
ゆ

半
開
時
節
最
妖
嬈　
　

半
開
の
時
節　

最
も
妖
嬈
た
り

誰
家
更
有
黄
金
屋　
　

誰
が
家
か
更
に
黄
金
の
屋
有
り
て

深
鎖
東
風
貯
阿
嬌　
　

深
く
東
風
を
鎖と

ざ

し
て
阿
嬌
を
貯た
く
わ

え
ん

　

何
希
堯
、
字
は
唐
臣
、
分
水
（
浙
江
省
桐
廬
県
）
の
人
。『
全
唐

詩
』
に
「（
操
）［
採
］
蓮
曲
」「
一
枝
花
」「
柳
枝
詞
」
お
よ
び
こ
の

⑪

⑫

⑬



中
国
文
学
報　

第
八
十
五
册

─ 36 ─

詩
の
計
四
首
を
の
こ
す
の
み
で
、
具
體
的
な
事
蹟
は
ほ
と
ん
ど
わ
か

ら
な
い
。
陶
敏
の
考
證
に
よ
る
と
、
元
和
十
年
（
八
一
五
）
進
士
の

施
肩
吾
（
七
八
〇
─
八
六
一
）
の
女
婿
で
あ
り
、
樂
府
作
家
と
し
て
著

名
で
あ
っ
た
と
い
う
。
と
す
れ
ば
、
中
唐
後
期
か
ら
晩
唐
に
か
け
て

の
詩
人
で
あ
り
、
こ
の
詩
は
海
棠
を
題
詠
し
た
最
も
早
い
例
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

　

「
雨
を
著
け
し
胭
脂　

點
點
と
し
て
消
ゆ
」
の
一
句
は
、
恐
ら
く

杜
甫
「
曲
江
對
雨
」
詩
の
「
林
花　

雨0

を
著0

け
て
燕
脂
落

0

0

0

つ
」
に
も

と
づ
く
。
杜
詩
と
同
じ
く
、
こ
こ
の
「
胭
脂
」
も
單
な
る
色
彩
語
で

は
な
く
、
女
性
の
化
粧
品
を
表
し
、
完
璧
に
粧
い
を
凝
ら
し
た
狀
態

よ
り
も
、
ぽ
つ
ぽ
つ
と
降
り
注
ぐ
雨
に
濡
れ
て
頰
紅
が
少
し
づ
つ
淡

く
「
消
」
え
て
ゆ
く
の
に
情
趣
を
感
じ
て
い
る
。「
阿
嬌
」
は
漢
の

陳
后
を
指
し
、
武
帝
が
幼
い
頃
、「
若も

し
阿
嬌
を
得
れ
ば
、
當
に
金

屋
を
作
り
て
之
を
貯
う
べ
し
」（『
藝
文
類
聚
』
卷
八
三
・
寶
玉
部
・
金

に
引
く
『
漢
武
故
事
』）
と
述
べ
た
典
故
を
用
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

詩
全
體
を
通
じ
て
海
棠
の
花
は
「
妖
嬈
」
な
女
性
の
形
象
と
な
っ
て

立
ち
現
れ
、
そ
の
美
し
さ
を
自
分
一
人
で
獨
占
し
た
い
と
願
う
。

　

晩
唐
の
鄭
谷
（
八
五
一
？
─
九
一
〇
？
）
が
成
都
に
漂
泊
し
て
い
た

と
き
の
作
、
七
律
「
海
棠
」
も
同
樣
で
あ
る
。

春
風
用
意
匀
顏
色　
　

春
風　

意
を
用
い
て　

顏
色
を
匀と

と
の

え

銷
得
擕
觴
與
賦
詩　
　

銷た

え
得
た
り　

觴
さ
か
ず
き

を
擕
え
て
與た
め

に
詩

を
賦
す
る
に

穠
麗
最
宜
新
著
雨　
　

穠
麗　

最
も
新
た
に
著
く
る
雨
に
宜
し

く

嬌
饒
全
在
欲
開
時　
　

嬌
饒　

全
く
開
か
ん
と
欲
す
る
時
に
在

り

莫
愁
粉
黛
臨
窗
懶　
　

莫
愁
の
粉
黛　

窗
に
臨
み
て
懶も

の
う

く

梁
廣
丹
靑
點
筆
遲　
　

梁
廣
の
丹
靑　

筆
を
點
ず
る
こ
と
遲
し

朝
醉
暮
吟
看
不
足　
　

朝
に
醉
い
暮
に
吟
じ
て　

看
れ
ど
も
足

ら
ず

羡
他
蝴
蝶
宿
深
枝　
　

羡う
ら
や他
む　

蝴
蝶
の
深
き
枝
に
宿
る
を

　

こ
こ
で
も
海
棠
は
莫
愁
の
ご
と
き
物
憂
げ
な
美
女
に
な
ぞ
ら
え
ら

れ
、
春
の
雨
に
濡
れ
た
ば
か
り
の
狀
態
こ
そ
「
穠
麗
」
な
美
し
さ
が

引
き
立
つ
と
い
う
。
先
の
何
希
堯
の
詩
に
「
半
開
の
時
節　

最
も
妖

⑭

⑮
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雨
中
の
花
（
緑
川
）

嬈
た
り
」
と
あ
り
、
鄭
谷
の
こ
の
詩
に
も
「
嬌
饒　

全
く
開
か
ん
と

欲
す
る
時
に
在
り
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
海
棠
の
花
は
滿
開
の
頃
よ

り
も
む
し
ろ
咲
き
初
め
が
最
も
あ
で
や
か
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う

で
、
北
宋
・
沈
立
（
一
〇
〇
五
─
一
〇
七
七
）『
海
棠
記
』（
南
宋
・
陳

思
『
海
棠
譜
』
卷
上
・
敍
事
）
の
記
載
に
も
「
初
め
は
極
紅
に
し
て
、

臙
脂
の
點
點
然
た
る
が
如
し
。
開
く
に
及
び
て
は
則
ち
漸よ

う
や

く
纈ぼ
か
し暈

を
成
し
、
落
つ
る
に
至
り
て
は
則
ち
宿
粧
の
淡
粉
の
若
し
」
と
見
え

る
。

　

岩
城
氏
は
、
宋
人
の
海
棠
愛
好
の
要
因
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う

に
概
括
す
る
。

唐
代
で
は
關
心
の
稀
薄
で
あ
っ
た
海
棠
が
、
宋
代
に
入
る
と
俄

然
人
氣
の
あ
る
花
に
な
る
。
し
か
も
呉
中
復
や
梅
堯
臣
ら
に
み

ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
ら
は
海
棠
の
花
を
愛
す
る
と
と
も
に
、
常

に
杜
甫
が
念
頭
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
す
で
に
唐
末
に
も
み
ら
れ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
詩
人
の
杜
甫
に
對
す
る
思
慕
と
新
し
い

美
意
識
の
展
開
と
の
か
ら
ま
り
の
中
で
、
海
棠
が
注
意
さ
れ
は

じ
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

確
か
に
宋
人
が
海
棠
を
詠
ず
る
際
、
杜
集
に
な
ぜ
海
棠
の
詩
が
無

い
か
と
い
う
公
案
を
含
め
、
常
に
杜
甫
の
存
在
が
念
頭
に
あ
っ
た
こ

と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
た
だ
し
、
直
接
杜
甫
に
言
及
す
る
こ
と
が
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
中
晩
唐
の
何
希
堯
や
鄭
谷
が
描
い
た
海
棠
の
女

性
的
形
象
に
、
わ
た
し
た
ち
は
「
曲
江
對
雨
」
詩
か
ら
の
秘
や
か
な

影
響
の
跡
を
窺
い
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
雨
に
潤
う
花
の

イ
メ
ー
ジ
が
形
成
す
る
過
程
に
お
い
て
、「
杜
甫
に
對
す
る
思
慕
と

新
し
い
美
意
識
の
展
開
と
の
か
ら
ま
り
」
は
す
で
に
十
分
重
要
な
作

用
を
果
た
し
、
海
棠
の
花
を
題
詠
の
對
象
と
し
な
が
ら
具
象
化
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

三　

雨
に
打
た
れ
る
花

　

前
章
で
檢
討
し
た
雨
に
潤
う
花
は
、
艷
情
の
趣
を
帶
び
る
と
は
い

え
、
基
本
的
に
は
善
意
あ
る
自
然
に
よ
る
好
ま
し
い
イ
メ
ー
ジ
で
あ

っ
た
。
他
方
、
唐
代
に
お
い
て
は
、
惡
意
あ
る
自
然
、
加
害
者
的
な

雨
に
よ
っ
て
痛
め
つ
け
ら
れ
る
花
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
時
を
同
じ
く

し
て
出
現
す
る
。
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
、
そ
の
よ
う
な
雨
に
打
た

れ
る
花
を
詩
の
な
か
で
明
確
に
示
し
た
の
も
、
實
は
杜
甫
に
始
ま
る
。

⑯
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天
寶
十
三
載
（
七
五
四
）、
詩
人
四
十
三
歳
の
と
き
に
長
安
で
作
っ
た

七
古
「
秋
雨
歎
（
秋
雨
の
歎
き
）
三
首
」
其
の
一
（『
詳
註
』
卷
三
）
を

見
て
み
よ
う
。

雨
中
百
草
秋
爛
死　
　

雨
中
の
百
草　

秋
に
爛た

だ

れ
死
し

堦
下
決
明
顏
色
鮮　
　

堦
下
の
決
明　

顏
色
鮮
や
か
な
り

著
葉
滿
枝
翠
羽
蓋　
　

葉
を
著
け
て
枝
に
滿
つ　

翠
羽
の
蓋か

さ

開
花
無
數
黄
金
錢　
　

花
を
開
き
て
無
數
な
り　

黄
金
の
錢

涼
風
蕭
蕭
吹
汝
急　
　

涼
風
蕭
蕭
と
し
て　

汝
を
吹
き
て
急
に

恐
汝
後
時
難
獨
立　
　

恐
ら
く
は
汝
の
時
に
後
れ
て
獨
り
立
つ

こ
と
難
き
を

堂
上
書
生
空
白
頭　
　

堂
上
の
書
生　

空
し
く
白
頭

臨
風
三
嗅
馨
香
泣　
　

風
に
臨
み
て
三
た
び
馨
香
を
嗅
い
で
泣

く

　

『
舊
唐
書
』
玄
宗
本
紀
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
の
秋
、
六
十
日
以
上

も
續
く
長
雨
が
水
害
を
引
き
起
こ
し
、
食
糧
不
足
と
物
價
昂
騰
の
た

め
に
人
民
の
生
活
は
窮
乏
し
た
と
い
う
。
杜
甫
は
、
同
じ
時
期
に

「
苦
雨
奉
寄
隴
西
公
兼
呈
王
徵
士
（
雨
に
苦
し
む　

隴
西
公
に
寄
せ
奉

り
、
兼
ね
て
王
徵
士
に
呈
す
）」
詩
（『
詳
註
』
卷
三
）
も
作
っ
て
い
る
。

作
詩
背
景
か
ら
し
て
、
一
見
す
る
と
こ
の
作
品
は
傳
統
的
な
「
苦

雨
」
の
類
型
を
踏
襲
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
實
は
必
ず
し
も
そ

う
で
は
な
い
。

　

冒
頭
、「
雨
中
の
百
草　

秋
に
爛
れ
死
す
」
と
單
刀
直
入
に
う
た

い
起
こ
さ
れ
、
連
日
の
大
雨
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
草
花
が

腐
爛
し
枯
れ
果
て
た
こ
と
を
示
す
。
類
似
す
る
發
想
と
し
て
は
、

「
苦
雨
」
型
に
屬
す
る
張
協
「
雜
詩
十
首
」
其
の
十
に
「
沈
液
は
陳ふ

る

き
根
を
漱す
す

ぎ
、
綠
葉
は
秋
の
莖
に
腐
る
」
と
い
う
例
も
あ
る
が
、
杜

甫
の
表
現
は
よ
り
激
越
か
つ
大
膽
で
あ
る
。
こ
う
し
た
死
の
暗
闇
に

覆
わ
れ
た
な
か
、
唯
一
鮮
や
か
な
色
彩
を
放
つ
存
在
こ
そ
が
ほ
か
な

ら
ぬ
決
明
で
あ
り
、
そ
の
葉
は
翡
翠
の
羽
で
飾
っ
た
車
蓋
の
ご
と
く

枝
に
満
ち
、
そ
の
花
は
黄
金
作
り
の
小
さ
な
金
貨
の
ご
と
く
咲
き
亂

れ
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
決
明
は
、
和
名
エ
ビ
ス
グ
サ
、
學
名Senna obtusifo︲

lia
と
い
い
、
マ
メ
科
の
小
低
木
ま
た
は
草
本
植
物
で
あ
る
が
、
ど

う
や
ら
杜
甫
以
前
の
詩
に
詠
ま
れ
た
形
跡
は
な
い
。
唐
代
の
他
の
詩
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人
で
も
、
わ
ず
か
に
白
居
易
が
「
眼
病
二
首
」
其
の
二
（
那
波
本

『
白
氏
文
集
』
卷
五
四
）
の
な
か
で
「
合
中
（
藥
箱
の
中
）
に
は
虛
し

く
決
明
丸
を
貯
う
」
と
、
視
力
恢
復
の
藥
效
が
あ
る
種
子
（
ケ
ツ
メ

イ
シ
）
に
言
及
し
た
例
が
見
え
る
程
度
。
こ
れ
ま
で
文
學
の
題
材
と

し
て
、
決
明
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
皆
無
に
近
か
っ
た
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
杜
甫
は
敢
え
て
典
雅
な
ら
ざ
る
こ
の
草
花
を
詩
に
詠

み
、
雨
に
打
た
れ
痛
め
つ
け
ら
れ
な
が
ら
も
色
鮮
や
か
に
「
獨
り
立

つ
」
姿
を
提
示
し
て
み
せ
る
。

　

南
宋
・
趙
次
公
注
（『
九
家
集
注
杜
詩
』
卷
一
）
は
、
前
半
四
句
に

つ
い
て
「
百
草
は
秋
を
以
て
し
て
又
た
雨
ふ
れ
ば
、
則
ち
爛
れ
死
す

る
も
宜む

べ

な
り
。
而
る
に
決
明
は
方ま
さ

に
鮮
明
の
色
を
以
て
、
黄
花
翠
葉

に
し
て
獨
り
榮は

な

さ
く
、
以
て
君
子　

患
難
の
中
に
在
り
て
獨
り
立
つ

の
譬マ

マ

を
譬
う
る
な
り
」
と
解
釋
す
る
。
桃
や
蓮
や
菊
な
ど
と
異
な
り
、

決
明
が
取
る
に
足
ら
な
い
實
用
的
な
草
花
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
既
成

の
詩
的
イ
メ
ー
ジ
に
囚
わ
れ
ず
、「
患
難
の
な
か
で
獨
り
立
つ
君
子

の
形
象
」
と
い
う
杜
甫
獨
自
の
象
徴
性
を
盛
り
こ
む
こ
と
が
可
能
に

な
っ
た
の
だ
。
そ
の
姿
は
、『
周
易
』
大
過
卦
・
象
傳
に
「
君
子
は

以
て
獨0

り
立0

ち
て
懼
れ
ず
」
と
い
う
よ
う
に
、
凡
百
と
は
異
な
る
獨

立
孤
高
の
精
神
を
高
ら
か
に
宣
言
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
換
韻
と
と
も
に
後
半
部
分
に
轉
ず
る
や
、
詩
人
は
決
明

に
對
し
て
二
人
稱
「
汝
」
で
呼
び
か
け
、
こ
の
ま
ま
冷
た
い
秋
風
が

お
前
に
容
赦
な
く
吹
き
つ
け
れ
ば
、
花
を
咲
か
せ
る
べ
き
時
機
を
逸

し
、「
獨
り
立
つ
」
姿
を
堅
持
し
續
け
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な

い
か
、
と
憂
慮
す
る
。「
時
に
後
れ
て
獨
り
立
つ
こ
と
難
し
」
は
、

通
常
な
ら
晩
夏
か
ら
初
秋
に
か
け
て
黄
色
い
花
を
つ
け
る
決
明
が
、

今
年
は
長
雨
の
た
め
に
遲
れ
て
咲
い
た
こ
と
を
い
う
が
、
そ
れ
は
ま

た
杜
甫
自
身
の
不
如
意
な
境
遇
と
重
な
り
合
う
だ
ろ
う
。
こ
の
數
年

前
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
三
大
禮
賦
」
を
朝
廷
に
獻
上
す
る
な
ど
、
杜

甫
は
求
職
活
動
に
奔
走
し
て
き
た
け
れ
ど
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
仕
途

は
開
け
ぬ
ま
ま
、「
時
に
後
れ
」
つ
つ
あ
る
心
理
的
な
焦
燥
と
經
濟

的
な
困
窮
に
苛
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
至
っ
て
、「
獨
り
立
つ
」
決
明
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
兩
義
性

を
帶
び
な
が
ら
搖
れ
動
く
。
苦
難
に
對
し
て
獨
り
立
ち
向
か
う
氣
高

い
精
神
の
強
さ
、
そ
れ
は
同
時
に
、
嚴
し
い
風
雨
に
よ
っ
て
い
と
も

簡
單
に
摧
殘
さ
れ
て
し
ま
う
孤
立
無
援
の
哀
し
み
で
も
あ
る
の
だ
。

　

末
尾
二
句
に
は
、「
堦
下
の
決
明
」
を
見
つ
め
る
主
體
で
あ
る

⑰
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「
堂
上
の
書
生
」
が
姿
を
現
す
。「
三
嗅
」
は
、『
論
語
』
郷
黨
の
謎

め
い
た
一
節
に
出
る
語
。
孔
子
が
山
を
散
歩
し
て
い
た
と
き
に
何
羽

か
の
キ
ジ
が
飛
ぶ
の
を
見
て
「
山
梁
の
雌
雉
、
時
な
る
か
な
時
な
る

か
な
」
と
言
っ
た
の
で
、
弟
子
の
子
路
が
こ
れ
を
捕
ま
え
て
料
理
し
、

獻
げ
た
と
こ
ろ
、
孔
子
は
「
三0

た
び
嗅0

ぎ
て
」
の
ち
席
を
立
っ
た
と

い
う
。
こ
の
典
故
が
具
體
的
に
ど
の
よ
う
に
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
の

か
定
か
で
は
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず
己
の
無
力
感
を
歎
い
た
句
と
解

し
て
お
く
。
か
く
も
不
幸
な
時
代
情
況
（「
時
」）
を
目
の
あ
た
り
に

し
て
、
書
生
は
空
し
く
老
い
さ
ら
ば
え
る
ば
か
り
で
何
も
で
き
ず
、

た
だ
決
明
の
花
の
香
り
を
嗅
ぎ
涙
を
流
す
ほ
か
な
い
。

　

と
は
い
え
、
連
作
詩
と
し
て
「
秋
雨
歎
三
首
」
を
見
れ
ば
、
杜
甫

の
「
歎
」
き
は
決
し
て
個
人
的
な
感
慨
に
終
わ
ら
な
い
。
其
の
二
で

は
「
禾
頭　

耳
を
生
じ
て
黍
穗
は
黑
く
、
農
夫
田
父　

消
息
無
し
。

城
中
は
斗
米
も
て
衾
裯
に
換
え
、
相
い
許
せ
ば
寧な

ん

ぞ
論
ぜ
ん　

兩
つ

な
が
ら
相
い
直あ

た
る
を
」
と
、
米
價
の
騰
貴
に
よ
っ
て
自
分
よ
り
も

さ
ら
に
困
窮
す
る
人
民
に
同
情
の
ま
な
ざ
し
を
向
け
、
社
會
全
體
の

問
題
に
ま
で
推
し
廣
げ
る
。
ま
た
、
其
の
三
に
「
老
夫
は
出
で
ず
し

て
蓬
蒿
を
長
じ
、
稚
子
は
憂
い
無
く
し
て
風
雨
に
走
る
」
と
、
自
宅

に
引
き
こ
も
る
杜
甫
の
憂
愁
な
ど
お
構
い
な
し
に
風
雨
の
中
を
走
り

回
る
子
供
の
姿
を
う
た
う
の
は
、
そ
こ
は
か
と
な
い
ユ
ー
モ
ア
す
ら

漂
わ
せ
る
。

　

先
に
述
べ
た
其
の
一
に
お
い
て
も
、
決
明
＝
書
生
＝
杜
甫
と
い
う

単
純
な
照
應
關
係
を
結
ぶ
わ
け
で
は
な
い
。
決
明
と
書
生
に
み
ず
か

ら
を
投
影
し
な
が
ら
も
、
外
側
か
ら
客
観
的
に
見
つ
め
る
認
識
主
體

（
語
り
手
）
た
る
自
己
が
こ
こ
に
は
存
在
す
る
。
つ
ま
り
、

雨
に
打
た
れ
る
決
明＜

決
明
を
見
つ
め
る
老
書
生＜

老
書
生
を

見
つ
め
る
自
己

と
い
う
主
體
と
客
體
の
重
層
的
な
構
造
が
組
み
こ
ま
れ
て
お
り
、
秋

雨
の
憂
鬱
に
沈
み
な
が
ら
も
、
詩
人
の
ま
な
ざ
し
に
は
あ
る
一
定
の

批
評
的
（
メ
タ
認
知
的
）
な
距
離
感
が
保
た
れ
て
い
る
。
杜
甫
の
作

品
に
は
、
し
ば
し
ば
自
己
を
外
側
か
ら
觀
照
す
る
「
も
う
一
人
の
自

分
」（other self

）
が
現
れ
る
こ
と
が
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
オ
ウ
ウ
ェ

ン
と
川
合
康
三
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
安
祿
山
の
亂
勃
發

の
前
年
に
作
ら
れ
た
こ
の
連
作
詩
に
お
い
て
、
杜
甫
独
特
の
自
己
認

⑲
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雨
中
の
花
（
緑
川
）

識
の
あ
り
か
た
が
早
く
も
確
立
し
て
い
る
こ
と
は
、
も
っ
と
留
意
さ

れ
て
よ
い
よ
う
に
思
う
。

　

中
晩
唐
以
降
、
雨
に
打
た
れ
傷
つ
く
花
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
さ
ほ
ど

頻
繁
に
詩
に
現
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
白
居
易
（
七
七
二
─
八
六

四
）
に
數
例
あ
る
。
こ
の
う
ち
、「
和
微
之
詩
二
十
三
首　

和
雨
中

花
（
微
之
に
和
す
る
詩
二
十
三
首　

雨
中
の
花
に
和
す
）」（『
白
氏
文
集
』

卷
五
二
）
で
は
、
風
雨
を
受
け
て
無
残
に
も
散
る
花
に
人
の
運
命
の

は
か
な
さ
を
重
ね
合
わ
せ
る
。

眞
宰
倒
持
生
殺
柄　
　

眞
宰　

倒さ
か

し
ま
に
生
殺
の
柄
を
持
し

閑
物
命
長
人
短
命　
　

閑
物
は
命
長
く
し
て　

人
は
短
命

松
枝
上
鶴
蓍
下
龜　
　

松
の
枝
の
上
の
鶴　

蓍め
ど
ぎ

の
下
の
龜

千
年
不
死
仍
無
病　
　

千
年
死
せ
ず
し
て　

仍
お
病
無
し

人
生
不
得
似
龜
鶴　
　

人
生　

龜
鶴
に
似
た
る
を
得
ず

少
去
老
來
同
旦
暝　
　

少わ
か

き
こ
と
去
り
老
い
來
た
る
は　

旦
暝

に
同
じ

何
異
花
開
旦
暝
閒　
　

何
ぞ
異
な
ら
ん　

花　

旦
暝
の
閒
に
開

き

未
落
仍
遭
風
雨
横　
　

未
だ
落
ち
ず
し
て
仍し

き

り
に
風
雨
の
横
よ
こ
し
ま

に
遭
う
に

　

こ
れ
は
元
稹
（
七
七
九
─
八
三
一
、
字
は
微
之
）
の
「
雨
中
の
花
」

詩
に
唱
和
し
た
も
の
で
、
大
和
三
年
（
八
二
九
）
頃
の
作
と
推
定
さ

れ
る
。
原
唱
は
す
で
に
亡
佚
し
て
お
り
、
ど
の
よ
う
な
内
容
だ
っ
た

の
か
、
も
は
や
知
る
す
べ
が
な
い
。
白
居
易
の
和
作
で
は
、
最
後
の

一
句
に
「
未
だ
落
ち
ず
し
て
仍
り
に
風
雨
の
横
に
遭
う
」
と
述
べ
る

程
度
で
、
雨
に
打
た
れ
る
花
そ
の
も
の
の
具
體
的
な
描
寫
が
缺
如
し

て
い
る
。
杜
甫
の
よ
う
に
詩
人
自
身
を
投
影
し
た
形
象
が
登
場
す
る

こ
と
も
な
く
、
む
し
ろ
人
生
短
促
を
悲
し
む
敎
戒
詩
と
い
っ
た
趣
で

あ
る
。

　

な
お
、
元
稹
は
こ
の
詩
よ
り
二
十
年
以
上
前
の
元
和
元
年
（
八
〇

六
）
に
「
賦
得
雨
後
花
（
賦
し
て
雨
後
の
花
を
得
た
り
）」（『
元
氏
長
慶

集
』
卷
一
四
）
を
作
っ
て
い
る
。

紅
芳
憐
靜
色　
　

紅
芳　

靜
色
を
憐
れ
み

⑳
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深
與
雨
相
宜　
　

深
き
こ
と
雨
と
相
い
宜
し

餘
滴
下
纖
蕊　
　

餘
滴　

纖
蕊
に
下
り

殘
珠
堕
細
枝　
　

殘
珠　

細
枝
に
墮
つ

浣
花
江
上
思　
　

浣
花　

江
上
に
思
い

啼
粉
鏡
中
窺　
　

啼
粉　

鏡
中
に
窺
う

念
此
低
徊
久　
　

此
を
念
い
て
低
徊
す
る
こ
と
久
し

風
光
幸
一
吹　
　

風
光　

幸ね
が

わ
く
は
一
た
び
吹
か
ん
こ
と
を

　

「
浣
花　

江
上
に
思
う
」
の
一
句
、
文
字
通
り
雨
が
「
花
を
浣あ

ら

う
」
の
意
を
含
む
と
同
時
に
、
あ
る
い
は
浣
花
溪
の
ほ
と
り
に
寓
居

し
た
杜
甫
の
「
春
夜
喜
雨
」
詩
を
意
識
す
る
か
。
ま
た
、
雨
に
濡
れ

た
紅
色
の
花
を
化
粧
し
た
女
性
の
涙
顔
に
喩
え
る
點
で
は
、
同
じ
く

杜
甫
の
「
曲
江
對
雨
」
詩
の
系
譜
に
連
な
る
作
品
と
言
え
、
雨
滴
を

の
こ
す
花
を
微
視
的
に
描
寫
し
た
第
三
・
四
句
な
ど
も
、
な
か
な
か

秀
逸
で
あ
る
。

　

と
も
あ
れ
、
中
唐
期
に
白
居
易
・
元
稹
が
「
雨
中
花
」
あ
る
い
は

「
雨
後
花
」
を
詩
題
と
し
た
と
い
う
事
實
は
、「
雨
に
潤
う
花
」
と

「
雨
に
打
た
れ
る
花
」
が
す
で
に
詩
人
た
ち
の
唱
和
や
題
詠
の
對
象

と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
興
味
深
い
こ
と
に
、

宋
代
以
降
、「
雨
中
花
」
は
詞
牌
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

が
、
そ
の
一
方
、
日
本
の
漢
詩
文
や
和
歌
に
お
い
て
も
重
要
な
主
題

と
な
っ
て
ゆ
く
。
た
と
え
ば
、
平
安
朝
前
期
の
漢
詩
人
、
菅
原
道
眞

（
八
四
五
─
九
〇
三
）
は
「
花
の
顏
か
む
ば
せ

の
片
片
と
し
て
咲ゑ

み
來き
た

る
こ
と

多
し
、
雨
を
冒を

か

せ
る
馨
香　

奈い

何か

に
せ
ざ
ら
ん
や
。
羅
袖
な
ほ
し
欺

く　

舞
ひ
の
汗
に
霑う

る

ふ
か
と
、
花
袍
自
お
の
づ
か

ら
に
怪あ
や

し
ぶ　

恩め
ぐ

み
の
波

に
沐あ

ら
は

る
る
か
と
」（「
早
春
、
侍
内
宴
、
同
賦
雨
中
花
、
應
製
」、『
菅
家

文
草
』
卷
二
）、「
暮
春
の
尤
物　

雨
中
の
花
、
何い
か

に
况い
は

む
や　

流
る

る
觴

さ
か
づ
き

の
醉ゑ

へ
る
眼ま
な
こ

に
斜
な
ら
む
や
。
蜀
錦　

波
に
霑
び
て　

晩ゆ
ふ
べ

の
岸
に
依
れ
り
、
呉
娃　

汗
を
點さ

し
て　

晴
れ
た
る
沙い
さ
ご

に
立
て

り
」（「
上
巳
日
、
對
雨
翫
花
、
應
製
」、『
菅
家
文
草
』
卷
五
）
な
ど
と
、

「
雨
中
の
花
」
を
汗
に
濡
れ
る
艷
め
か
し
い
舞
姫
の
姿
態
に
な
ぞ
ら

え
、
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
で
さ
え
あ
る
。「
長
恨
歌
」
を
は
じ
め
と
す
る

白
居
易
の
他
の
作
品
の
受
容
と
も
關
わ
る
現
象
で
あ
ろ
う
が
、
雨
に

潤
う
花
の
女
性
化
し
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
あ
る
い
は
日
本
の
古
典
文
學

に
お
い
て
さ
ら
に
官
能
的
な
花
を
咲
か
せ
た
と
言
え
る
の
か
も
し
れ

な
い
。

㉒
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雨
中
の
花
（
緑
川
）

四　

雨
中
に
「
獨
り
立
つ
」
海
棠

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
杜
甫
は
傳
統
的
な
苦
雨
／
喜
雨
の

枠
組
み
を
超
え
、「
雨
に
潤
う
花
」
と
「
雨
に
打
た
れ
る
花
」
と
い

う
二
つ
の
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
て
、
詠
雨
詩
の
傳
統
に
新
た
な
彩
り
と

精
神
性
を
つ
け
加
え
た
。
そ
れ
で
は
、
杜
甫
に
比
肩
す
る
ほ
ど
お
び

た
だ
し
い
數
の
詠
雨
詩
を
作
り
、
ま
た
彼
の
文
學
か
ら
多
大
な
影
響

を
受
け
た
と
さ
れ
る
陳
與
義
の
場
合
は
ど
う
な
の
か
。

　

錢
鍾
書
は
「
陳
簡
齋　

雨
を
寫
す
に
、
一
窠
臼
有
り
」
と
指
摘
し
、

降
雨
が
「
天
公
」（
造
物
主
）
の
は
た
ら
き
に
よ
る
こ
と
を
い
う
類
想

の
例
を
擧
げ
て
い
る
。
確
か
に
陳
與
義
の
詠
雨
詩
に
は
常
套
表
現
を

繰
り
返
す
例
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
彼
が
特
に
好
ん
で
詩
に
う

た
う
海
棠
は
、
杜
甫
以
來
の
「
雨
中
の
花
」
の
系
譜
に
連
な
り
つ
つ

も
、
單
な
る
模
倣
や
襲
用
に
終
わ
る
こ
と
な
く
、
彼
獨
自
の
境
地
を

切
り
拓
く
。

　

先
ず
南
渡
前
の
作
品
の
な
か
か
ら
、「
竇
園
醉
中
（
竇
園
の
醉
中
）

前
後
五
絶
句
」
其
の
二
（『
校
箋
』
卷
一
三
）
を
擧
げ
よ
う
。

海
棠
脈
脈
要
詩
催　
　

海
棠
脈ば

く

脈ば
く

と
し
て　

詩
を
要も
と

め
て
催
す

日
暮
紫
綿
無
數
開　
　

日
暮　

紫
綿　

無
數
に
開
く

欲
識
此
花
奇
絶
處　
　

此
の
花
の
奇
絶
な
る
處
を
識
ら
ん
と
欲

す
れ
ば

明
朝
有
雨
試
重
來　
　

明
朝　

雨
有
る
と
き　

試
み
に
重
ね
て

來
た
れ

　

宣
和
七
年
（
一
一
二
五
）、
陳
與
義
が
陳
留
（
河
南
省
開
封
縣
）
に
貶

謫
さ
れ
た
際
、
春
爛
漫
た
る
竇
園
に
遊
ん
で
作
っ
た
詩
。
五
首
の
其

の
一
に
は
「
客
子
今
從よ

り
恨
む
べ
き
無
し
」
と
強
が
り
の
姿
勢
を
見

せ
た
り
も
す
る
が
、
連
作
全
篇
を
通
じ
て
左
遷
に
よ
る
挫
折
感
は
さ

ほ
ど
表
現
さ
れ
ず
、
心
理
的
な
餘
裕
を
も
っ
て
楊
柳
、
海
棠
、
碧
桃

な
ど
を
賞
翫
す
る
さ
ま
が
描
か
れ
る
。

　

「
脈
脈
」
は
、「
眽
眽
と
し
て
語
る
を
得
ず
」（「
古
詩
十
九
首
」
其

の
十
、『
文
選
』
卷
二
九
）
の
「
眽
眽
」
に
通
じ
、
默
っ
た
ま
ま
じ
っ

と
見
つ
め
る
の
意
。
前
半
二
句
は
、
海
棠
を
擬
人
化
し
て
表
現
し
、

ど
う
か
詩
に
う
た
っ
て
ほ
し
い
と
詩
人
に
催
促
す
る
か
の
よ
う
に
花

が
咲
き
誇
る
こ
と
を
い
う
。
後
半
二
句
は
、
雨
に
潤
う
海
棠
の
花
に

㉔
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こ
そ
「
奇
絶
な
る
處
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
示
す
。

詩
人
自
身
の
意
思
表
明
と
も
と
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
李
白
「
山
中
與

幽
人
對
酌
（
山
中
に
て
幽
人
と
對
酌
す
）」
詩
（『
李
太
白
文
集
』
卷
二

一
）
の
「
我
醉
い
て
眠
ら
ん
と
欲
す　

卿き
み

且し
ば
ら

く
去
れ
、
明
朝

0

0　

意

有0

ら
ば
琴
を
抱
い
て
來0

た
れ
」
に
倣
い
、
海
棠
が
詩
人
に
向
か
っ
て

語
り
か
け
る
こ
と
ば
と
解
し
た
い
。

　

こ
の
詩
に
つ
い
て
、『
苕
溪
漁
隱
叢
話
』
後
集
卷
二
二
の
引
く

『
復
齋
漫
錄
』
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

鄭
谷
「
蜀
中
海
棠
」
詩
二
首
、
前
一
云
、「
穠
艷
最
宜
新
着
雨
、

妖
嬈
全
在
欲
開
時
」。
一
云
、「
浣
花
溪
上
堪
惆
悵
、
子
美
無
情

爲
發
揚
」。
故
錢
希
白
「
海
棠
」
詩
云
、「
子
美
無
情
甚
、

（
郎
）［
都
］
官
着
意
頻
」。
歐
公
以
鄭
詩
爲
格
卑
。
近
世
陳
去

非
常
用
鄭
意
賦
海
棠
、
云
、「
海
棠
默
默
要
詩
催
…
…
」。
雖
本

鄭
意
、
便
覺
才
力
相
去
不
侔
矣
。

鄭
谷
「
蜀
中
の
海
棠
」
詩
二
首
、
前
の
一
に
「
穠
艷　

最
も
新

た
に
着
く
る
雨
に
宜
し
く
、
妖
嬈　

全
く
開
か
ん
と
欲
す
る
時

に
在
り
」
と
云
う
。
一
に
「
浣
花
溪
の
上ほ

と
り　

惆
悵
た
る
に
堪

ゆ
、
子
美　

爲た
め

に
發
揚
す
る
に
情
無
し
」
と
云
う
。
故
に
錢
希

白
「
海
棠
」
詩
に
「
子
美　

情
無
き
こ
と
甚
だ
し
、（
郎
）

［
都
］
官　

意
を
着
く
る
こ
と
頻
り
な
り
」
と
云
う
。
歐
公
は

鄭
詩
を
以
て
格
卑ひ

く

し
と
爲
す
。
近
世
の
陳
去
非
は
常か
つ

て
鄭
の
意

を
用
い
て
海
棠
を
賦
し
、「
海
棠
默
默
と
し
て
詩
を
要
め
て
催

す
…
…
」
と
云
う
。
鄭
の
意
に
本
づ
く
と
雖
も
、
便
ち
才
力
相

い
去
る
こ
と
侔ひ

と

し
か
ら
ざ
る
を
覺
え
た
り
。

　

引
用
さ
れ
る
鄭
谷
の
詩
二
首
の
う
ち
、
前
の
一
首
は
先
述
し
た

「
海
棠
」
詩
。
後
の
一
首
「
蜀
中
賞
海
棠
（
蜀
中
に
て
海
棠
を
賞

す
）」（『
鄭
谷
詩
集
箋
注
』
卷
二
）
は
、
杜
甫
が
海
棠
に
関
心
を
寄
せ

な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
續
く
錢
易
（
九
六
八

─
一
〇
二
六
、
字
は
希
白
）
の
佚
詩
（『
海
棠
譜
』
卷
上
）
で
は
、
杜
甫

と
鄭
谷
を
對
比
す
る
。「
子
美
」
は
杜
甫
の
字
。「
都
官
」
は
都
官
郎

中
に
任
じ
ら
れ
た
鄭
谷
を
指
す
。
欧
陽
脩
（
一
〇
〇
七
─
一
〇
七
二
）

は
、
鄭
谷
の
詩
に
つ
い
て
「
其
の
格
甚
だ
し
く
は
高
か
ら
ず
」（『
六

一
詩
話
』）
と
評
し
た
。

　

こ
の
論
評
の
出
處
で
あ
る
『
復
齋
漫
錄
』
は
、
南
宋
・
呉
曾
『
能

㉗
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雨
中
の
花
（
緑
川
）

改
齋
漫
錄
』
の
こ
と
。
紹
興
二
十
四
年
（
一
一
五
四
）
か
ら
二
十
七

年
（
一
一
五
七
）
に
成
書
、
刊
行
後
ま
も
な
く
し
て
禁
毀
に
遭
い
、

名
を
『
復
齋
漫
錄
』
と
改
め
て
坊
閒
に
流
傳
し
た
と
さ
れ
る
。
つ
ま

り
、
陳
與
義
没
後
わ
ず
か
二
十
年
ほ
ど
の
時
期
に
、
こ
の
詩
が
鄭
谷

の
詩
意
に
も
と
づ
い
て
雨
に
濡
れ
た
海
棠
の
魅
力
を
う
た
い
、
し
か

も
才
力
は
鄭
谷
を
遙
か
に
凌
駕
す
る
も
の
で
あ
る
と
高
く
評
價
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

靖
康
元
年
（
一
一
二
六
）
正
月
、
陳
與
義
三
十
七
歳
の
と
き
、
靖

康
の
變
が
起
こ
り
、
金
軍
の
侵
攻
に
よ
っ
て
北
宋
の
都
汴
京
（
河
南

省
開
封
市
）
が
陷
落
し
た
。
折
し
も
父
の
死
と
重
な
り
、
陳
與
義
は

陳
留
を
離
れ
て
南
下
し
、
漂
泊
の
旅
を
始
め
る
。
鄧
州
南
陽
（
河
南

省
南
陽
市
）
に
亂
を
避
け
、
そ
の
土
地
に
あ
る
董
氏
の
庭
園
に
足
を

運
ん
だ
際
に
は
、
さ
す
が
の
彼
も
「
客
子
愁
い
て
奈い

か
ん

と
も
す
る
無

し
」（「
縱
步
至
董
氏
園
亭
三
首
」
其
の
一
、『
校
箋
』
卷
一
五
）
と
つ
ぶ
や

か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
園
内
に
咲
く
海
棠
の
花
を
う
た
っ
た
「
海

棠
」
詩
（『
校
箋
』
卷
一
五
）
に
も
、
前
出
の
「
竇
園
醉
中
前
後
五
絶

句
」
其
の
二
の
よ
う
な
輕
快
さ
は
す
っ
か
り
消
え
、「
東
風
吹
き
て

斷
た
ず
、
日
暮　

臙
脂
薄
し
。
何
ぞ
我
が
吟
無
か
る
べ
け
ん
や
、
三

た
び
叫
び
て
詩
の
惡
し
き
を
恨
む
」
と
、
い
さ
さ
か
の
翳
り
と
苛
立

ち
を
帶
び
る
。

　

陳
與
義
の
流
浪
は
さ
ら
に
續
い
て
三
年
目
を
迎
え
、
建
炎
二
年

（
一
一
二
八
）
に
岳
州
（
湖
南
省
岳
陽
市
）
到
着
。
往
年
の
杜
甫
と
同

じ
よ
う
に
岳
陽
樓
に
登
り
、「
萬
里
來
遊
し
て
還
た
遠
き
を
望
み
、

三
年
多
難
に
し
て
更
に
危た

か

き
に
憑よ

る
。
白
頭　

古
い
に
し
え

を
弔
う　

風
霜

の
裏う

ち

、
老
木　

滄
波　

無
限
に
悲
し
」（「
登
岳
陽
樓
二
首
」
其
の
一
、

『
校
箋
』
卷
一
九
）
と
悲
壯
な
感
慨
を
發
し
て
い
る
。
翌
建
炎
三
年

（
一
一
二
九
）
正
月
、
岳
州
に
大
火
が
發
生
し
、
陳
與
義
の
寓
居
も

燃
え
て
し
ま
っ
た
た
め
、
岳
州
太
守
の
王
摭
（
粹
翁
）
の
好
意
に
よ

り
、
陳
與
義
は
そ
の
屋
敷
の
裏
庭
に
あ
る
君
子
亭
を
借
り
て
住
む
こ

と
に
な
っ
た
。
事
の
經
緯
は
「
火
後
問
舎
至
城
南
有
感
（
火
後
に
舎

を
問
い
て
城
南
に
至
り
感
有
り
）」（『
校
箋
』
卷
二
〇
）、「
火
後
借
居
君

子
亭
書
事
四
絶
呈
粹
翁
（
火
後
に
居
を
君
子
亭
に
借
り
て
事
を
書
す
四
絶　

粹
翁
に
呈
す
）」（『
校
箋
』
卷
二
〇
）
な
ど
の
詩
に
詳
し
い
。
そ
の
頃
に

作
っ
た
七
律
「
陪
粹
翁
舉
酒
於
君
子
亭
、
亭
下
海
棠
方
開
（
粹
翁
に

陪
し
て
酒
を
君
子
亭
に
擧
ぐ
、
亭
下
の
海
棠　

方ま
さ

に
開
く
）」（『
校
箋
』
卷

二
〇
）
に
は
、
雨
に
濡
れ
た
海
棠
の
花
の
イ
メ
ー
ジ
が
現
れ
る
。

㉘

㉙
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世
故
驅
人
殊
未
央　
　

世
故　

人
を
驅
り
て　

殊
に
未
だ
央つ

き

ず

聊
從
地
主
借
繩
牀　
　

聊い
さ
さ

か
地
主
に
從
い
て　

繩
牀
を
借
る

春
風
浩
浩
吹
遊
子　
　

春
風
浩
浩
と
し
て　

遊
子
を
吹
き

暮
雨
霏
霏
濕
海
棠　
　

暮
雨
霏
霏
と
し
て　

海
棠
を
濕
す

去
國
衣
冠
無
態
度　
　

國
を
去
り
て　

衣
冠　

態
度
無
く

隔
簾
花
葉
有
輝
光　
　

簾
を
隔
て
て　

花
葉　

輝
光
有
り

使
君
禮
數
能
寛
否　
　

使
君
の
禮
數　

能
く
寛ゆ

る

く
す
る
や
否
や

酒
味
撩
人
我
欲
狂　
　

酒
味　

人
に
撩い

ど

み
て　

我　

狂
せ
ん
と

欲
す

　

首
聯
は
、
火
災
に
遭
っ
て
て
ん
て
こ
舞
い
に
な
り
、
王
摭
の
君
子

亭
に
假
住
ま
い
し
た
こ
と
を
述
べ
る
。「
繩
牀
」
は
繩
を
張
っ
て
作

っ
た
腰
掛
け
、「
胡
牀
」
と
も
稱
す
る
。
續
く
頷
聯
・
頸
聯
で
は
、

『
瀛
奎
律
髓
』
卷
二
六
の
方
回
評
が
「
此
の
詩　

中
四
句
は
皆
な
變

な
り
、
兩
句
は
己
を
説
き
、
兩
句
は
花
を
説
き
て
、
錯
綜
し
て
之
を

用
う
。
意
に
謂お

も

え
ら
く
花
自
ら
好
く
、
人
自
ら
愁
う
の
み
」
と
分
析

す
る
よ
う
に
、
愁
い
に
沈
む
故
郷
喪
失
者
の
自
己
と
美
し
い
輝
き
を

放
つ
海
棠
の
花
と
を
對
比
し
て
描
く
。
清
・
紀
昀
評
に
よ
れ
ば
、
こ

れ
は
杜
甫
「
醉
歌
行
」（『
詳
註
』
卷
三
）
の
「
風0

は
客0

衣
を
吹0

き
て

日
杲
杲
、
樹
は
離
思
を
攪み

だ

し
て
花0

冥
冥
」
を
踏
ま
え
る
と
い
う
。
確

か
に
「
遊
子
」（「
客
」）
に
「
海
棠
」（「
花
」）
を
配
し
、
疊
字
を
連

用
す
る
な
ど
對
句
法
の
上
で
は
よ
く
似
る
が
、
し
か
し
杜
詩
の
ほ
う

は
風
に
よ
っ
て
掻
き
亂
さ
れ
る
「
離
思
」
と
い
う
心
情
を
明
示
し
て

お
り
、
陳
與
義
の
婉
曲
的
な
表
現
と
は
異
な
る
。
逆
に
言
え
ば
、
杜

詩
の
「
冥
冥
」
た
る
暗
い
花
に
は
旅
人
の
別
離
の
思
い
が
直
接
こ
め

ら
れ
て
い
る
の
に
比
べ
、
陳
與
義
の
光
り
輝
く
海
棠
は
雨
と
い
う
簾

越
し
に
見
つ
め
る
對
象
で
し
か
な
い
。
詩
全
體
の
趣
旨
は
、
あ
く
ま

で
も
酒
席
に
お
け
る
「
使
君
」
王
摭
と
の
應
酬
に
あ
り
、
切
實
な
個

人
的
感
懐
を
述
べ
た
も
の
と
は
言
い
が
た
い
。

　

一
方
、
同
じ
く
君
子
亭
に
咲
く
海
棠
を
詠
じ
た
次
の
詩
は
、
陳
與

義
自
身
を
そ
の
ま
ま
雨
中
の
海
棠
に
投
影
し
つ
つ
、
擬
人
的
な
イ

メ
ー
ジ
を
用
い
て
南
渡
後
の
社
會
と
個
人
の
悲
哀
を
寫
し
出
す
。
建

炎
四
年
（
一
一
三
〇
）
仲
春
二
月
に
作
っ
た
七
律
「
雨
中
對
酒
、
庭

下
海
棠
經
雨
不
謝
（
雨
中　

酒
に
對
す
、
庭
下
の
海
棠　

雨
を
經
れ
ど
も

謝ち

ら
ず
）」（『
校
箋
』
卷
二
〇
）。

㉚
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雨
中
の
花
（
緑
川
）

巴
陵
二
月
客
添
衣　
　

巴
陵
の
二
月　

客　

衣
を
添
え

草
草
杯
觴
恨
醉
遲　
　

草
草
た
る
杯
觴　

醉
う
こ
と
遲
き
を
恨

む

燕
子
不
禁
連
夜
雨　
　

燕
子　

禁た

え
ず　

連
夜
の
雨

海
棠
猶
待
老
夫
詩　
　

海
棠　

猶
お
待
つ　

老
夫
の
詩

天
翻
地
覆
傷
春
色　
　

天
は
翻

ひ
る
が
え

り
地
は
覆
く
つ
が
え

り
て　

春
色
を

傷
み

齒
豁
頭
童
祝
聖
時　
　

齒
は
豁ぬ

け
頭
は
童は

げ
て　

聖
時
を
祝
う

白
竹
籬
前
湖
海
闊　
　

白
竹
の
籬
前　

湖
海
闊ひ

ろ

し

茫
茫
身
世
兩
堪
悲　
　

茫
茫
た
る
身
世　

兩
つ
な
が
ら
悲
し
む

に
堪
え
た
り

　

「
巴
陵
」
は
岳
州
の
舊
名
。
こ
の
地
は
二
月
に
な
っ
て
も
、
な
お

衣
を
重
ね
着
す
る
ほ
ど
肌
寒
い
。
そ
ん
な
時
節
に
連
夜
の
雨
が
降
り

し
き
り
、
燕
は
耐
え
き
れ
ず
に
巢
に
縮
こ
ま
っ
た
ま
ま
飛
ぶ
こ
と
も

で
き
な
い
。
こ
れ
に
對
し
て
、
庭
先
に
咲
く
海
棠
は
雨
に
打
た
れ
な

が
ら
も
花
を
落
と
さ
ず
、
老
詩
人
が
詩
に
詠
む
の
を
ひ
た
す
ら
待
っ

て
い
る
。「
海
棠
脈
脈
と
し
て
詩
を
要
め
て
催
す
」
と
同
樣
、
擬
人

化
さ
れ
た
海
棠
の
花
が
「
老
夫
」
陳
與
義
に
作
詩
を
促
し
て
い
る
の

だ
。
前
半
は
、
詩
題
の
内
容
に
合
致
し
た
情
景
描
寫
の
部
分
。
後
半

は
心
情
表
現
に
轉
じ
、
社
會
秩
序
を
搖
る
が
す
戰
亂
の
な
か
、
い
つ

も
と
変
わ
ら
ぬ
春
景
色
に
心
を
痛
め
、
我
が
身
體
は
老
い
さ
ら
ば
え

て
も
、
や
は
り
聖
明
な
御
代
の
到
來
に
期
待
を
寄
せ
た
い
と
述
べ
る
。

自
然
と
人
事
、
理
想
と
現
實
の
矛
盾
を
抱
え
こ
ん
だ
ま
ま
、
眼
前
に

果
て
し
な
く
廣
が
る
空
閒
を
見
る
に
つ
け
、
前
途
茫
茫
あ
て
ど
な
き

個
人
と
社
會
の
命
運
に
悲
し
み
を
覺
え
ざ
る
を
得
な
い
。
と
は
い
え
、

詩
人
が
決
し
て
絶
望
に
打
ち
ひ
し
が
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
詩
題
に

も
明
ら
か
で
あ
る
。
不
確
實
な
未
來
を
あ
る
が
ま
ま
に
引
き
受
け
な

が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
生
き
て
ゆ
く
強
靭
な
意
志
、
そ
れ
は
ま
さ
し

く
雨
に
打
た
れ
て
散
る
こ
と
の
な
い
海
棠
の
形
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

以
上
の
通
り
、
陳
與
義
の
詩
に
お
け
る
雨
中
の
海
棠
を
見
る
と
、

そ
れ
が
中
晩
唐
以
降
に
形
成
さ
れ
た
化
粧
し
た
美
女
の
イ
メ
ー
ジ
を

そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
は
い
な
い
こ
と
に
氣
づ
く
。
特
に
「
雨
中
對
酒
、

庭
下
海
棠
經
雨
不
謝
」
詩
の
海
棠
は
、
詩
人
自
身
を
象
徵
す
る
も
の

と
言
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

北
宋
の
蘇
軾
（
一
〇
三
六
─
一
一
〇
一
）
に
も
、
み
ず
か
ら
の
象
徵
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と
し
て
海
棠
を
詠
じ
た
作
例
が
幾
つ
か
あ
る
。
な
か
で
も
彼
が
「
平

生
最
も
得
意
の
詩
な
り
」（『
詩
話
總
龜
』
前
集
卷
二
九
・
書
事
門
）
と

自
負
し
た
「
寓
居
定
惠
院
之
東
、
雜
花
滿
山
、
有
海
棠
一
株
、
土
人

不
知
貴
也
（
定
惠
院
の
東
に
寓
居
し
、
雜
花　

山
に
滿
つ
、
海
棠
一
株
有

り
、
土
人　

貴
き
を
知
ら
ざ
る
な
り
）」
詩
（
淸
・
馮
應
榴
『
蘇
文
忠
詩
合

註
』
卷
二
〇
）
は
、
左
遷
先
の
黄
州
（
湖
北
省
黄
岡
市
）
で
故
郷
蜀
の

名
花
海
棠
に
出
会
っ
た
こ
と
を
う
た
い
、
土
地
の
人
々
に
顧
み
ら
れ

な
い
そ
の
花
に
落
魄
し
た
我
が
身
を
重
ね
合
わ
せ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
蘇
軾
で
さ
え
も
「
林
深
く
霧
暗
く
し
て
曉

光
遲
く
、
日
暖
か
く
風
輕
く
し
て
春
睡
足
る
。
雨
中
に
涙
有
り
て
亦

た
悽
愴
、
月
下
に
人
無
く
し
て
更
に
淸
淑
」（「
寓
居
定
惠
院
之
東
、

…
…
」）、「
只
だ
恐
る　

夜
深
く
し
て
花
の
睡
り
去
ら
ん
こ
と
を
、

故こ
と
さ

ら
に
高
燭
を
燒
き
て
紅
妝
を
照
ら
す
」（「
海
棠
」
詩
、『
蘇
文
忠
詩

合
註
』
卷
二
二
）
な
ど
、
海
棠
を
艷
麗
な
美
女
に
見
立
て
た
イ
メ
ー

ジ
か
ら
脱
け
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
對
し
て
陳
與
義
は
、
海
棠
の
雨
に
濡
れ
た
る
女
性
的
な
形

象
を
、
老
詩
人
の
不
屈
の
精
神
を
象
徴
す
る
も
の
へ
と
轉
換
し
て
み

せ
た
。
七
絶
「
春
寒
」（『
校
箋
』
卷
二
〇
）
は
、
わ
ず
か
四
句
の
な

か
に
そ
の
み
ご
と
な
達
成
を
示
す
。

二
月
巴
陵
日
日
風　
　

二
月
の
巴
陵　

日
日
の
風

春
寒
未
了
怯
園
公　
　

春
寒　

未
だ
了お

わ
ら
ず
し
て　

園
公
を

怯お
び

え
し
む

海
棠
不
惜
臙
脂
色　
　

海
棠　

惜
し
ま
ず　

臙
脂
の
色

獨
立
濛
濛
細
雨
中　
　

獨
り
立
つ　

濛
濛
た
る
細
雨
の
中

　

こ
れ
は
「
雨
中
對
酒
、
庭
下
海
棠
經
雨
不
謝
」
詩
と
同
時
の
作
。

原
注
に
「
居
を
小
園
に
借
り
、
遂
に
自
ら
園
公
と
號
す
」
と
あ
り
、

君
子
亭
の
庭
に
假
寓
し
て
い
た
陳
與
義
み
ず
か
ら
を
「
園
公
」（
菜

園
の
管
理
人
）
と
稱
す
る
。
前
の
詩
に
も
「
巴
陵
の
二
月　

客　

衣

を
添
う
」
と
あ
っ
た
が
、
二
月
の
岳
州
の
寒
さ
は
詩
人
に
と
っ
て
よ

ほ
ど
耐
え
が
た
い
も
の
だ
っ
た
ら
し
く
、「
夜
賦
寄
友
（
夜
に
賦
し
て

友
に
寄
す
）」
詩
（『
校
箋
』
卷
二
〇
）
に
「
空
園
浩
蕩
と
し
て
寒0

し
」、

「
陰
風
」
詩
（『
校
箋
』
卷
二
〇
）
に
「
陰
風
三
日　

南
極
を
吹
く
、

二
月
の
巴
陵　

寒0

く
し
て
石
を
裂
く
」、「
雨
」
詩
（『
校
箋
』
卷
二

〇
）
に
「
地
偏
に
し
て
寒0

き
こ
と
浩
蕩
た
り
」
な
ど
と
、
頻
り
に
嗟
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雨
中
の
花
（
緑
川
）

嘆
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
寒
」
は
気
候
の
寒
冷
で
あ
る
と
同
時
に
、

心
中
の
寒
冷
で
も
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
園
公
」
を
怯
懦
に
す
る
の
だ
。

　

一
方
、
海
棠
の
花
は
寒
さ
に
ひ
る
む
こ
と
な
く
、
細
や
か
に
降
る

雨
に
身
を
濡
ら
し
な
が
ら
、
傲
然
と
、
す
っ
く
と
立
ち
續
け
る
。

「
海
棠　

惜
し
ま
ず　

臙
脂
の
色
」
は
、
杜
甫
「
曲
江
對
雨
」
詩
以

來
の
「
雨
─
海
棠
─
燕
脂
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
組
み
合
わ
せ
を
用

い
る
が
、
陳
與
義
の
別
の
詩
に
芍
藥
の
花
を
「
胭
脂

0

0　

洗
い
盡
く
し

て
自
ら
惜0

し
ま
ず
」（「
黄
修
職
雨
中
送
芍
藥
五
枝
」
詩
、『
校
箋
』
卷
三

〇
）
と
描
く
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
鮮
艷
な
臙
脂
が
色
あ
せ
て
も
構
わ

な
い
と
い
う
氣
概
を
示
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
詩
に
お
け
る
海
棠
は
雨

に
打
た
れ
る
花
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
で
あ
り
、
直
接
に
は
杜
甫

「
秋
雨
歎
三
首
」
其
の
一
に
い
う
「
獨
り
立
つ
」
決
明
の
姿
を
繼
承

し
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
陳
與
義
が
自
身
を
「
園
公
」
と

稱
し
て
客
體
化
し
、
海
棠
の
花
と
對
比
す
る
の
も
、

雨
に
打
た
れ
る
海
棠＜

海
棠
を
見
つ
め
る
園
公＜

園
公
を
見
つ

め
る
自
己

と
い
う
主
體
と
客
體
の
重
層
的
な
構
造
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
り
、

ま
さ
に
「
雨
に
打
た
れ
る
決
明＜

決
明
を
見
つ
め
る
老
書
生＜

老
書

生
を
見
つ
め
る
自
己
」
と
軌
を
一
に
す
る
。
陳
與
義
は
杜
甫
に
お
け

る
「
獨
り
立
つ
」
決
明
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
海
棠
を
用
い
て
新
た
に
創

造
し
直
し
た
の
で
あ
る
。

お　

わ　

り　

に

　

本
稿
で
は
、
魏
晉
以
來
の
詠
雨
詩
の
類
型
か
ら
説
き
起
こ
し
、
唐

宋
に
至
る
「
雨
中
の
花
」
の
系
譜
を
跡
づ
け
て
き
た
。
そ
の
な
か
で

明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
唐
代
の
杜
甫
の
劃
期
的
意
義
で
あ
る
。
杜

甫
は
、「
雨
に
潤
う
花
」
と
「
雨
に
打
た
れ
る
花
」
の
詩
的
イ
メ
ー

ジ
に
よ
っ
て
、
獨
自
の
雨
の
情
景
を
創
り
出
し
た
。
こ
の
二
つ
を
統

合
し
、
再
編
し
た
の
が
南
宋
の
陳
與
義
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

筆
者
が
考
え
る
に
、
杜
甫
と
陳
與
義
の
詠
雨
詩
に
共
通
す
る
重
要

な
特
徵
は
、
花
を
見
つ
め
る
詩
人
の
自
己
認
識
の
あ
り
か
た
に
あ
る
。

彼
ら
二
人
は
雨
に
濡
れ
る
花
に
單
純
に
み
ず
か
ら
を
投
影
す
る
の
で

は
な
く
、
そ
こ
に
老
書
生
で
あ
っ
た
り
、
園
公
で
あ
っ
た
り
と
、
み

す
ぼ
ら
し
く
情
け
な
い
主
人
公
の
形
象
を
介
在
さ
せ
る
。
換
言
す
れ
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ば
、
人
と
花
と
の
關
係
は
、
兩
者
を
對
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
實
は

重
な
り
合
う
と
い
う
構
造
を
持
ち
つ
つ
、
あ
く
ま
で
も
一
定
の
批
評

的
距
離
が
保
た
れ
て
い
る
。
陳
與
義
よ
り
も
一
世
代
後
輩
に
當
た
る

陸
游
（
一
一
二
五
─
─
一
二
一
〇
）
は
、
恐
ら
く
そ
の
點
を
見
抜
い
て

い
た
に
ち
が
い
な
い
。
七
律
「
獨
立
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

白
髯
蕭
颯
一
愚
公　
　

白
髯
蕭
颯
た
り　

一
愚
公

獨
立
濛
濛
細
雨
中　
　

獨
り
立
つ　

濛
濛
た
る
細
雨
の
中

羊
踏
寒
蔬
新
少
夢　
　

羊　

寒
蔬
を
踏
む
は　

新
た
に
夢
み
る

こ
と
少ま

れ

な
り

魚
生
空
釜
久
諳
窮　
　

魚　

空
釜
に
生
じ
て　

久
し
く
窮
を
諳し

る

殘
編
幸
有
聖
賢
對　
　

殘
編　

幸
い
に
聖
賢
と
對
す
る
有
り

閑
話
豈
無
隣
曲
同　
　

閑
話　

豈
に
隣
曲
と
同と

も

に
す
る
無
か
ら

ん
や

衒
鬻
才
名
非
老
事　
　

才
名
を
衒
鬻
す
る
は　

老
事
に
非
ず

小
詩
信
筆
不
能
工　
　

小
詩　

筆
に
信ま

か

せ
て　

工た
く

み
な
る
能
わ

ず

　

老
い
て
う
だ
つ
の
上
が
ら
な
い
一
人
の
「
愚
公
」
が
「
濛
濛
た
る

細
雨
の
中
」
に
「
独
り
立
つ
」
と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
「
春
寒
」
詩

の
發
想
に
も
と
づ
く
パ
ロ
デ
ィ
ー
で
あ
る
。
し
か
し
、
陸
游
の
こ
の

よ
う
な
自
嘲
氣
味
の
口
吻
の
な
か
に
、
陳
與
義
が
再
創
造
し
た
雨
中

に
「
獨
り
立
つ
」
花
の
イ
メ
ー
ジ
へ
の
深
い
敬
意
が
こ
め
ら
れ
て
い

る
と
見
る
の
は
、
あ
な
が
ち
的
外
れ
と
も
言
え
な
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

註①　

中
國
か
ら
漢
語
を
取
り
入
れ
た
日
本
語
の
場
合
、
雨
に
關
す
る
語
彙

は
さ
ら
に
豐
富
多
彩
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
た
と
え
ば
、
倉
嶋
厚
・
原

田
稔
『
雨
の
こ
と
ば
辭
典
』（
東
京
：
講
談
社
、
二
〇
一
四
年
、
講
談

社
學
術
文
庫
）
に
は
、
方
言
・
慣
用
句
・
氣
象
用
語
を
含
め
て
お
よ
そ

一
千
百
九
十
餘
語
を
採
錄
す
る
。

②　
『
中
國
文
學
報
』
第
八
十
三
册
（
京
都
大
學
中
國
文
學
會
、
二
〇
一

二
年
）。

③　

六
朝
の
詠
雨
詩
に
つ
い
て
は
、
矢
嶋
美
都
子
『
庾
信
硏
究
』（
東

京
：
明
治
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）
第
三
章
第
四
節
一
「
六
朝
時
代
の

『
喜
雨
』
詩
に
つ
い
て
」、
第
四
章
第
一
節
二
「
六
朝
時
代
の
雨
の
詩

に
見
る
雨
に
對
す
る
認
識
」
に
詳
し
い
。
ま
た
、
拙
稿
「
唐
宋
詠
雨
詩

譜
系
」（
近
刊
）
第
一
章
「
唐
以
前
詠
雨
詩
類
型
」
お
よ
び
附
表
「
唐
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雨
中
の
花
（
緑
川
）

以
前
詠
雨
詩
賦
一
覽
」
も
參
照
。

④　

杜
甫
の
作
品
を
引
用
す
る
際
、
本
文
は
宋
本
『
杜
工
部
集
』（『
續
古

逸
叢
書
』）
に
據
る
。
た
だ
し
、
諸
本
を
對
校
し
て
一
部
文
字
を
改
め

た
箇
所
も
あ
る
。
ま
た
檢
索
の
便
を
考
慮
し
、
あ
わ
せ
て
淸
・
仇
兆
鰲

『
杜
詩
詳
註
』（『
詳
註
』
と
略
稱
す
る
）
の
卷
次
を
記
す
。

⑤　

清
・
錢
謙
益
『
錢
注
杜
詩
』
卷
一
〇
（
上
海
：
上
海
古
籍
出
版
社
、

一
九
七
九
年
）、
三
二
八
頁
に
「
此
亦
懷
上
皇
南
内
之
詩
也
。
玄
宗
用

萬
騎
軍
以
平
韋
氏
、
改
爲
龍
武
軍
、
親
近
宿
衛
、
自
深
居
南
内
、
無
復

昔
日
駐
輦
遊
幸
矣
。
興
慶
宮
南
樓
置
酒
眺
望
、
欲
由
夾
城
以
達
曲
江
芙

蓉
苑
、
不
可
得
矣
。
金
錢
之
會
、
無
復
開
元
之
盛
、
對
酒
感
歎
、
意
亦

在
上
皇
也
」。

⑥　

西
晉
・
崔
豹
『
古
今
注
』
卷
下
・
草
木
（『
顧
氏
文
房
小
説
』）
に

「
燕
支
、
葉
似
薊
、
花
似
蒲
公
、
出
西
方
。
土
人
以
染
、
名
爲
燕
支
。

中
國
人
謂
之
紅
藍
、
以
染
粉
爲
面
色
、
謂
爲
燕
支
粉
。
今
人
以
重
絳
爲

燕
支
、
非
燕
支
花
所
染
也
。
燕
支
花
所
染
、
自
爲
紅
藍
爾
。
舊
謂
赤
白

之
閒
爲
紅
、
卽
今
所
謂
紅
藍
也
」。

⑦　

津
阪
孝
綽
『
杜
律
詳
解
』
卷
上
、
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
津
藩
有

造
館
刊
本
。

⑧　
『
詳
註
』
卷
六
は
「
落
」
で
は
な
く
「
濕
」
を
本
文
に
採
用
し
た
う

え
で
、「
王
彦
輔
曰
、
此
詩
題
於
院
壁
、『
濕
』
字
爲
蝸
蜒
所
蝕
。
蘇
長

公
・
黄
山
谷
・
秦
少
游
偕
僧
佛
印
、
因
見
缺
字
、
各
拈
一
字
補
之
。
蘇

云
『
潤
』、
黄
云
『
老
』、
秦
云
『
嫩
』、
佛
印
云
『
落
』。
覓
集
驗
之
、

乃
『
濕
』
字
也
、
出
於
自
然
。
而
四
人
遂
分
生
老
病
苦
之
説
。
詩
言
志
、

信
矣
」
と
い
う
逸
話
を
引
く
。
た
だ
し
、
杜
詩
の
各
種
集
注
本
が
引
く

北
宋
・
王
得
臣
（
字
は
彦
輔
）
の
注
に
該
当
す
る
記
述
は
見
え
ず
、

『
麈
史
』
卷
中
は
林
花
・
水
荇
二
句
が
杜
審
言
の
詩
の
表
現
に
由
來
す

る
こ
と
を
述
べ
る
の
み
。
ま
た
仇
注
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
呉
景
旭
『
歴
代

詩
話
』
卷
三
六
・
己
集
三
・
杜
詩
卷
上
之
下
「
燕
支
」
條
に
も
同
樣
の

記
事
を
引
く
が
、
そ
こ
で
は
王
彦
輔
の
名
が
明
記
さ
れ
な
い
。
蘇
軾
・

黄
庭
堅
・
秦
觀
・
佛
印
が
杜
詩
の
缺
字
箇
所
を
「
潤
」「
老
」「
嫩
」

「
落
」
と
推
測
し
、
そ
れ
ぞ
れ
「
生
」「
老
」「
病
」「
苦
」
を
表
す
と

い
う
の
は
確
か
に
お
も
し
ろ
い
話
柄
で
は
あ
る
が
、
恐
ら
く
四
人
の
異

な
る
性
格
に
合
わ
せ
た
後
人
の
虚
構
で
は
な
い
か
。

⑨　
『
吉
川
幸
次
郎
全
集
』
第
一
二
卷
（
東
京
：
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八

年
）、
四
九
〇
─
四
九
一
頁
。
初
出
は
『
展
望
』
一
九
四
六
年
五
月
號
。

⑩　
「
喜
雨
」
詩
の
全
文
は
以
下
の
通
り
。「
南
國
旱
無
雨
、
今
朝
江
出
雲
。

入
空
纔
漠
漠
、
洒
迥
已
紛
紛
。
巢
燕
高
飛
盡
、
林
花
潤
色
分
。
晩
來
聲

不
絶
、
應
得
夜
深
聞
」。

⑪　
『
王
荊
文
公
詩
李
壁
注
』
卷
三
一
（
上
海
：
上
海
古
籍
出
版
社
、
一

九
九
三
年
、
朝
鮮
活
字
本
影
印
）、
一
四
一
七
─
一
四
一
八
頁
。
な
お
、

李
壁
注
に
引
用
さ
れ
る
『
詩
話
』
と
は
、
北
宋
・
李
頎
『
古
今
詩
話
』

（『
詩
林
廣
記
』
前
集
卷
八
・
鄭
谷
）
に
「
杜
子
美
母
名
海
棠
、
子
美

諱
之
、
故
『
杜
集
』
中
絶
無
海
棠
詩
」
と
い
う
の
を
指
す
。

⑫　

李
壁
よ
り
も
や
や
後
の
南
宋
・
羅
大
經
『
鶴
林
玉
露
』
丙
編
卷
一

「
花
」
條
（『
唐
宋
史
料
筆
記
叢
刊
』）
に
「
洛
陽
人
謂
牡
丹
爲
花
、
成

都
人
謂
海
棠
爲
花
、
尊
貴
之
也
」
と
あ
り
、
成
都
で
「
花
」
と
言
え
ば
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海
棠
を
指
す
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
本
邦
室
町
後
期
の
抄
物

『
詩
學
大
成
抄
』
天
文
部
・
雨
（
米
澤
本
）
に
は
、
杜
甫
「
春
夜
喜

雨
」
詩
を
引
い
て
「
ヨ
ア
ケ
方
ニ
、
花
ノ
紅
ノ
、
雨
ニ
ヌ
レ
テ
、
ヲ
モ

サ
ウ
ナ
ヲ
、
ミ
レ
バ
、
花
ガ
雨
ニ
、
ウ
ル
ヲ
サ
レ
テ
、
重ヲ
モ

イ
ナ
リ
ゾ
。

錦
宮
城
ハ
、
蜀
ノ
ミ
ヤ
コ
ナ
リ
。
綾
羅
錦
綉
ナ
ド
ガ
、
多
テ
、
ケ
ツ
コ

ウ
ナ
、
ホ
ド
ニ
、
錦
宮
ト
云
ナ
リ
。
宮
ハ
又
ハ
官
ト
モ
ナ
ス
ゾ
。
又
錦

ノ
、
ヤ
ウ
ナ
、
海
棠
ノ
花
、
ヲ
ヽ
イ
ホ
ド
ニ
、
錦
宮
ト
云
ゾ
。
錦
城
ト

モ
云
ゾ
」
と
説
い
て
お
り
、
こ
の
「
花
」
が
海
棠
を
指
す
と
い
う
説
は

廣
く
行
わ
れ
て
い
た
と
思
し
い
。

⑬　

岩
城
秀
夫
「
杜
甫
に
海
棠
の
詩
の
な
い
の
は
何
故
か
─
─
唐
宋
閒
に

お
け
る
美
意
識
の
變
遷
─
─
」（『
中
國
人
の
美
意
識　

詩
・
こ
と
ば
・

演
劇
』、
東
京
：
創
文
社
、
一
九
九
二
年
）、
張
高
評
『
自
成
一
家
與
宋

詩
宗
風
─
─
兼
論
唐
宋
詩
之
異
同
』（
臺
北
：
萬
卷
樓
圖
書
股
份
有
限

公
司
、
二
〇
〇
四
年
）
第
三
章
「
遣
硏
開
發
與
宋
代
詠
花
詩
─
─
以
唐

宋
題
詠
海
棠
爲
例
」
な
ど
を
參
照
。

⑭　

陶
敏
『
全
唐
詩
作
者
小
傳
補
正
』
上
（
瀋
陽
：
遼
海
出
版
社
、
二
〇

一
〇
年
）、
八
三
一
頁
。

⑮　

嚴
壽
澂
・
黄
明
・
趙
昌
平
箋
注
『
鄭
谷
詩
集
箋
注
』
卷
二
（
上
海
：

上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）、
二
七
四
頁
。

⑯　

前
掲
岩
城
氏
『
中
國
人
の
美
意
識　

詩
・
こ
と
ば
・
演
劇
』、
五
六

頁
。
こ
の
前
の
箇
所
に
は
、
北
宋
の
梅
堯
臣
「
海
棠
」、
呉
中
復
「
江

左
謂
海
棠
爲
川
紅
」
な
ど
の
詩
を
擧
げ
る
。

⑰　
『
景
印
宋
本
新
刊
校
定
集
注
杜
詩
』
巻
一
（
台
北
：
国
立
故
宮
博
物

院
、
一
九
八
五
年
）。

⑱　

後
藤
秋
正
「
李
白
と
杜
甫
の
『
獨
立
』
に
つ
い
て
」（『
札
幌
國
語
硏

究
』
一
七
號
、
北
海
道
敎
育
大
學
國
語
國
文
學
會
、
二
〇
一
二
年
）
は
、

杜
詩
に
現
れ
る
十
二
例
の
「
獨
立
」
を
逐
一
檢
討
し
た
う
え
で
、
い
ず

れ
も
自
己
の
憂
愁
と
重
な
っ
て
い
る
と
ま
と
め
る
。
筆
者
も
基
本
的
に

そ
の
意
見
に
贊
同
す
る
が
、
た
だ
し
「
秋
雨
歎
三
首
」
其
の
一
に
つ
い

て
言
え
ば
、
獨
立
孤
高
の
精
神
を
も
あ
わ
せ
て
讀
み
取
る
べ
き
で
は
な

い
か
。
た
と
い
そ
れ
が
程
な
く
し
て
摧
殘
さ
れ
る
運
命
で
あ
っ
た
と
し

て
も
。

⑲　

Stephen O
w

en, 

“The Self ̓s Perfect M
irror: Poetry as A

u-
tobiography,

” in Shuen-fu Lin and Stephen O
w

en, eds. T
he 

V
itality of the Lyric V

oice: Shih Poetry from
 the Late H

an 
to the T

ʼang (Princeton: Princeton U
niversity Press, 1986), 

p. 94.

川
合
康
三
「『
杜
陵
野
老
』
─
─
杜
甫
の
自
己
認
識
─
─
」（
村

上
哲
見
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
委
員
會
編
『
中
國
文
人
の
思
考
と

表
現
』、
東
京
：
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）、
一
四
七
頁
。

⑳　

こ
の
ほ
か
、
晩
唐
の
李
商
隱
に
も
「
回
中
牡
丹
爲
雨
所
敗
二
首
」

（
淸
・
馮
浩
『
玉
谿
生
詩
集
箋
注
』
卷
一
）
な
ど
の
例
が
あ
り
、
雨
に

摧
殘
さ
れ
る
花
に
自
己
を
投
影
す
る
と
い
う
點
で
杜
甫
「
秋
雨
歎
三

首
」
其
の
一
に
相
通
ず
る
が
、
實
の
と
こ
ろ
表
現
手
法
の
差
異
は
大
き

い
。
行
論
の
都
合
に
よ
り
、
本
稿
で
は
割
愛
し
、
別
の
機
会
に
あ
ら
た

め
て
論
じ
た
い
。

㉑　

那
波
本
は
一
首
と
す
る
が
、
岡
村
繁
『
白
氏
文
集
』
九
（
東
京
：
明
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雨
中
の
花
（
緑
川
）

治
書
院
、
二
〇
〇
五
年
、
新
釈
漢
文
大
系
）、
一
五
六
頁
で
は
、
金
澤

本
と
管
見
抄
本
に
從
い
、
七
律
二
首
の
作
品
と
見
な
す
。
第
二
首
は
以

下
の
通
り
。「
草
得
經
年
菜
連
月
、
唯
花
不
與
多
時
節
。
一
年
三
百
六

十
日
、
花
能
幾
日
供
攀
折
。
桃
李
無
言
難
自
訴
、
黄
鶯
解
語
憑
君
説
。

鶯
雖
爲
説
不
分
明
、
葉
底
枝
頭
謾
饒
舌
」。

㉒　

菅
原
道
眞
の
詩
の
訓
讀
は
、
川
口
久
雄
校
注
『
菅
家
文
草　

菅
家
後

集
』（
東
京
：
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
年
、
日
本
古
典
文
學
大
系
）、
一

七
三
─
一
七
四
、
三
七
四
頁
に
從
い
、
ル
ビ
の
一
部
を
省
略
し
た
。

㉓　

小
島
憲
之
『
古
今
集
以
前
─
─
詩
と
歌
の
交
流
─
─
』（
東
京
：
塙

書
房
、
一
九
七
六
年
、
塙
選
書
）、
二
五
二
─
二
五
五
頁
を
参
照
。

㉔　

錢
鍾
書
『
談
藝
錄
（
補
訂
本
）』
三
三
「
放
翁
詩
」
條
・
補
正
（
北

京
：
中
華
書
局
、
一
九
八
七
年
重
印
）、
六
三
三
頁
。

㉕　
「
雨
中
の
花
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
關
し
て
は
、
た
と
え
ば
南
宋
・
陳
善

『
捫
蝨
新
話
』
上
集
卷
二
「
詩
評
乃
花
譜
」
条
（『
儒
學
警
悟
』）
に

「
予
嘗
與
林
邦
翰
論
詩
、
及
四
雨
字
句
。
邦
翰
云
、『〝
梨
花
一
枝
春
帶

雨
〟、
句
雖
佳
、
不
免
有
脂
粉
氣
、
不
似
〝
朱
簾
暮
捲
西
山
雨
〟、
多
少

豪
傑
』。
予
因
謂
樂
天
句
似
茉
莉
花
、
王
勃
句
似
含
笑
花
、
李
長
吉

〝
桃
花
亂
落
如
紅
雨
〟、
似
薝
蔔
花
、
而
王
荊
公
以
爲
總
不
似
〝
院
落

深
沈
杏
花
雨
〟、
乃
似
闍
提
花
。
邦
翰
撫
掌
曰
、『
吾
子
此
論
、
不
獨
詩

評
、
乃
花
譜
也
』」
と
い
う
よ
う
に
、
宋
代
以
降
、
個
別
の
花
卉
の
ち

が
い
に
着
目
し
た
議
論
が
現
れ
る
よ
う
に
な
る
。
な
お
、「
梨
花
一
枝　

春　

雨
を
帶
ぶ
」（
白
居
易
「
長
恨
歌
」）、「
朱
簾　

暮
に
捲
く　

西
山

の
雨
」（
王
勃
「
滕
王
閣
」
詩
）、「
桃
花
亂
れ
落
ち
て
紅
雨
の
如
し
」

（
李
賀
「
將
進
酒
」）、「
院
落
深
沉
た
り　

杏
花
の
雨
」（
佚
句
。
あ
る

い
は
南
唐
・
潘
佑
「
失
題
」
詩
に
い
う
「
深
院
簾
垂
杏
花
雨
」
の
異
文

か
）
の
四
句
を
め
ぐ
る
論
評
は
、
も
と
南
宋
・
陳
知
柔
『
休
齋
詩
話
』

（『
詩
人
玉
屑
』
卷
一
二
・
品
藻
古
今
人
物
「
四
雨
」
條
）
に
引
く
王

安
石
の
こ
と
ば
に
由
來
す
る
も
の
。

㉖　

陳
與
義
作
品
の
引
用
は
、
白
敦
仁
『
陳
與
義
集
校
箋
』（
上
海
：
上

海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）
を
底
本
と
し
、『
校
箋
』
と
略
称
し

て
そ
の
卷
次
を
示
す
。
陳
與
義
の
傳
記
事
項
に
つ
い
て
は
、
白
敦
仁

『
陳
與
義
年
譜
』（
北
京
：
中
華
書
局
、
一
九
八
三
年
）
を
參
照
。

㉗　

南
宋
・
胡
仔
纂
集
、
廖
德
明
校
點
『
苕
溪
漁
隱
叢
話
』
後
集
卷
二
二

「
韓
持
國
」
條
（
北
京
：
人
民
文
學
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）、
一
七

二
頁
。
同
じ
記
事
は
、
南
宋
・
魏
慶
之
『
詩
人
玉
屑
』
卷
八
・
沿
襲

「
簡
齋
」
條
に
も
見
え
る
。

㉘　

南
宋
・
呉
曾
『
能
改
齋
漫
錄
』（
上
海
：
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九

七
九
年
）「
出
版
説
明
」、
三
─
四
頁
。

㉙　
『
校
箋
』
卷
二
〇
は
粹
翁
の
名
を
「
王
接
」
に
作
る
が
、
恐
ら
く
排

印
の
誤
り
。
こ
こ
は
南
宋
・
胡
穉
『
增
廣
箋
注
簡
齋
詩
集
』
卷
二
〇

（『
四
部
叢
刊
』）
に
據
り
、「
王
摭
」
と
改
め
た
。

㉚　

李
慶
甲
集
評
校
點
『
瀛
奎
律
髓
彙
評
』
卷
二
六
・
變
體
類
（
上
海
：

上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）、
一
一
四
八
頁
。

㉛　
「
隔
簾
」
は
、
胡
穉
注
が
『
南
史
』
夏
侯
亶
傳
の
「
晚
年
頗
好
音
樂
、

有
妓
妾
十
數
人
、
竝
無
被
服
姿
容
。
每
有
客
、
常
隔
簾
奏
之
、
時
謂
簾

爲
夏
侯
妓
衣
」、
蘇
軾
「
岐
亭
五
首
」
其
の
三
（『
蘇
文
忠
詩
合
註
』
巻
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二
三
）
の
「
家
有
紅
頰
兒
、
能
唱
綠
頭
鴨
。
行
當
隔
簾
見
、
花
霧
輕
羃

羃
」
を
引
く
よ
う
に
、
簾
越
し
に
妓
女
を
見
る
こ
と
。
こ
こ
で
は
雨
を

簾
に
見
立
て
て
、
海
棠
の
花
が
雨
に
濡
れ
て
い
る
さ
ま
を
い
う
と
解
し

た
。

㉜　

海
棠
の
睡
り
（「
春
睡
足
」「
花
睡
去
」）
と
い
う
の
は
、
朝
酒
の
醉

い
か
ら
醒
め
や
ら
ぬ
楊
貴
妃
を
海
棠
に
見
立
て
た
故
事
に
も
と
づ
く
。

北
宋
・
釋
惠
洪
『
冷
齋
夜
話
』
巻
一
「
詩
本
出
處
」
條
（
柳
田
聖
山
・

椎
名
宏
雄
共
編
『
禅
学
典
籍
叢
刊
』
第
五
巻
）
に
「
東
坡
作
『
海
棠
』

詩
曰
、〝
只
恐
夜
深
花
睡
去
、
更
燒
銀
燭
照
紅
粧
〟。
事
見
『
太
眞
外

傳
』、
曰
、〝
上
皇
登
沉
香
亭
、
詔
太
眞
妃
子
。
妃
于
時
卯
醉
未
醒
、
命

力
士
從
侍
兒
扶
掖
而
至
。
妃
子
醉
顏
殘
粧
、
鬢
亂
釵
橫
、
不
能
再
拜
。

上
皇
笑
曰
、
是
豈
妃
子
醉
、
眞
海
棠
睡
未
足
耳
〟」。

㉝　

錢
鍾
書
『
宋
詩
選
註
』（
北
京
：
人
民
文
學
出
版
社
、
一
九
五
八

年
）「
陳
與
義
」、
一
四
九
頁
に
「
陳
與
義
『
陪
粹
翁
舉
酒
於
君
子
亭

下
』
説
：〝
暮
雨
霏
霏
濕
海
棠
〟、
不
過
像
杜
甫
『
曲
江
對
雨
』
所
謂

〝
林
花
著
雨
胭
脂
濕
〟、
比
不
上
這
首
詩
的
意
境
。
宋
祁
『
錦
纏
道
』

詞
的
〝
海
棠
經
雨
胭
脂
透
〟
和
王
雱
『
倦
尋
芳
』
詞
的
〝
海
棠
著
雨
胭

脂
透
〟、
也
只
是
就
杜
甫
的
成
句
加
上
錬
字
的
工
夫
、
没
有
陳
與
義
這

首
詩
的
風
致
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

㉞　

錢
仲
聯
『
劍
南
詩
稿
校
注
』
卷
五
六
（
上
海
：
上
海
古
籍
出
版
社
、

一
九
八
五
年
）、
三
二
八
二
頁
。
頷
聯
は
、
常
に
粗
末
な
野
菜
ば
か
り

食
べ
て
い
た
人
が
ふ
と
羊
肉
を
食
べ
た
と
こ
ろ
、
夢
に
五
臟
を
つ
か
さ

ど
る
神
が
現
れ
、「
羊　

菜
園
を
踏
み
破
る
」
と
述
べ
た
と
い
う
故
事

（
南
宋
・
曾
慥
『
類
説
』
卷
一
四
所
引
『
啓
顏
錄
』）、
お
よ
び
後
漢
の

范
冉
が
長
い
あ
い
だ
炊
事
も
で
き
ず
、「
釜
の
中
に
魚
を
生
ず
」
る
ほ

ど
だ
っ
た
と
い
う
故
事
（『
後
漢
書
』
獨
行
傳
）
を
踏
ま
え
、
貧
乏
暮

ら
し
が
續
く
こ
と
を
い
う
。




