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黄
庭
堅
の
詩
路
（
詩
的
論
理
）
に
つ
い
て

村
越
貴
代
美

は
じ
め
に

「
詩
路
」
は
、
筆
者
の
造
語
で
あ
る
。
中
国
語
に
「
思
路
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、「
考
え
の
み
ち
す
じ
」
を
い
う
。
詩
（
詞
を
含

む
）
に
も
同
じ
よ
う
に
、
イ
メ
ー
ジ
を
つ
な
い
で
ゆ
く
道
筋
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
「
詩
路
」
と
呼
ん
で
み
た
い
。

黄
庭
堅
（
一
○
四
五
～
一
一
○
五
、
字
は
山
谷
）
の
詩
は
、
難
解
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
豊
か
な
学
殖
に
支
え
ら
れ
、
典
故
を
多
用
し
、

理
知
的
で
あ
る
が
そ
の
論
理
を
追
う
の
が
難
し
い
。

荒
井
健
氏
は
『
黄
庭
堅）

1
（

』「
解
説
」
で
、
黄
庭
堅
の
詩
は
「
主
知
的
で
終
始
一
貫
し
て
冷
静
な
作
風
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
…
…
作
風

と
矛
盾
し
た
現
象
が
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
は
文
脈
の
断
絶
で
あ
る
」
と
し
て
例
を
挙
げ
、「
文
脈
の
上
に
大
き
な
転
換
が
あ

り
な
が
ら
、
そ
れ
は
両
者
の
行
間
に
隠
さ
れ
て
い
る
」「
考
え
ぬ
か
れ
た
詩
的
論
理
の
た
て
い
と
に
、
博
引
傍
証
の
引
用
か
ら
成
る
隠

喩
の
よ
こ
い
と
を
か
ら
ま
せ
て
織
り
あ
げ
ら
れ
る
絢
爛
豪
華
な
蜀
の
錦
に
も
た
と
え
ら
れ
よ
う
か
」
と
い
っ
た
具
合
に
分
析
し
、「
作
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品
内
部
で
主
導
的
位
置
を
占
め
る
論
理
的
文
脈
に
従
っ
て
、
あ
く
ま
で
知
的
な
理
解
が
要
求
さ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
突
如
と
し

て
別
の
文
脈
が
そ
こ
に
交
錯
し
、
読
者
の
精
神
を
混
乱
に
落
し
い
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
困
難
を
乗
り
こ
え
て
こ
そ
、
は
じ
め

て
か
れ
の
作
品
を
十
全
に
吟
読
し
た
と
い
え
よ
う
」
と
す
る
。

荒
井
健
氏
は
さ
ら
に
、「
山
谷
の
文
学
に
対
し
て
“
難
解
”
を
云
云
す
る
こ
と
を
、
こ
れ
ま
で
故
意
に
避
け
て
来
た
の
だ
が
、
既
述

に
よ
っ
て
、
そ
の
事
実
は
す
で
に
推
察
さ
れ
よ
う
。
そ
も
そ
も
同
時
代
に
、
す
で
に
注
釈
が
試
み
ら
れ
て
い
る
の
は
、
か
れ
お
よ
び
蘇

東
坡
の
詩
集
が
最
初
な
の
で
あ
る
（
唐
代
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
例
は
な
か
っ
た
）。
注
釈
書
の
序
文
に
は
、
山
谷
の
古
典
主
義

的
作
風
に
よ
る
、
作
品
理
解
の
困
難
が
、
口
を
そ
ろ
え
て
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
山
谷
の
詩
の
難
解
性
が
、
そ
れ
の
み
に
よ
る

も
の
で
な
い
こ
と
は
、
も
は
や
論
ず
る
必
要
は
あ
る
ま
い
」
と
い
う
。

倉
田
淳
之
助
氏
も
『
黄
庭
堅）

2
（

』「
解
説
」
で
、「
彼
の
詩
は
そ
の
方
法
論
の
よ
う
に
、
一
語
一
語
が
来
歴
の
あ
る
用
語
で
あ
る
。
彼
の

い
う
精
博
な
読
書
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
博
識
と
鍛
錬
は
賞
賛
さ
れ
な
が
ら
、
一
方
で
は
難
解
の
評
を
生

み
、
時
に
は
晦
渋
と
な
っ
て
幾
つ
も
の
解
釈
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。『
黄
山
谷
詩
集
』
内
集
の
善
き
注
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
任

淵
の
注
は
、
用
語
の
出
典
調
べ
と
、
い
わ
ゆ
る
換
骨
奪
胎
の
開
明
に
終
始
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
。

黄
庭
堅
は
「
換
骨
奪
胎
」「
点
鉄
成
金
」
の
詩
論
を
確
立
し
、
後
世
、
江
西
詩
派
の
開
祖
と
さ
れ
た
。

本
稿
で
取
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
問
題
を
考
え
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
一
つ
に
は
、
以
前
台
湾
を
旅
行
し
た
際
に
書
店
で

見
つ
け
た
仇
小
屏
『
古
典
詩
詞
時
空
設
計
美
学
』（
文
津
出
版
社
、
二
○
○
二
年
）
で
あ
る
。
詩
詞
の
作
品
を
具
体
的
に
分
析
し
な
が
ら
、

時
間
と
空
間
を
中
心
に
、
作
品
が
ど
の
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
か
論
じ
た
も
の
で
、
と
て
も
刺
激
的
な
論
考
で
、
ず
っ
と
気
に
な

っ
て
い
た
。
き
っ
か
け
の
二
つ
め
は
、
十
数
年
ほ
ど
参
加
し
て
い
た
黄
庭
堅
の
読
詩
会
で
あ
る
。
任
淵
の
『
山
谷
詩
集
注
』
二
十
巻
を
、

少
し
ず
つ
読
ん
で
巻
五
ま
で
き
た
。
そ
こ
で
巻
一
か
ら
再
読
し
て
み
て
、
黄
庭
堅
に
は
黄
庭
堅
の
論
理
的
な
筋
道
が
あ
る
の
で
は
な
い
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黄庭堅の詩路（詩的論理）について

か
、
何
に
注
目
す
れ
ば
そ
の
筋
道
を
た
ど
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
の
で
あ
る
。

荒
井
健
氏
は
、
黄
庭
堅
の
詩
的
論
理
を
た
て
い
と
、
博
引
傍
証
の
引
用
か
ら
成
る
隠
喩
を
よ
こ
い
と
に
な
ぞ
ら
え
た
が
、
任
淵
の
注

を
通
し
て
山
谷
詩
を
読
ん
で
い
る
と
、
膨
大
な
量
の
古
典
文
献
が
経
糸
（
た
て
い
と
）
と
し
て
織
機
に
は
ら
れ
て
お
り
、
緯
糸
（
よ
こ

い
と
）
を
く
く
り
つ
け
た
梭
（
ひ
）
が
自
在
に
飛
び
交
っ
て
、
精
緻
に
布
を
織
り
上
げ
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
。

縦
糸
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
、
す
な
わ
ち
ど
の
よ
う
な
古
典
文
献
か
ら
発
想
や
字
句
を
得
て
い
た
の
か
は
、
以
前
、
任
淵

の
『
山
谷
詩
集
注
』
巻
一
の
引
用
文
献
を
調
べ
て
、
い
さ
さ
か
明
ら
か
に
で
き
た）

3
（

。
巻
一
だ
け
で
文
献
は
百
種
を
超
え
、
詩
人
は
六
十

名
を
超
え
て
い
た
。
経
書
の
ほ
か
、
思
想
書
・
歴
史
書
・
農
業
な
ど
科
学
書
・
筆
記
小
説
・
詩
文
・
百
科
全
書
な
ど
が
利
用
さ
れ
て
お

り
、
仏
典
も
多
く
、
詩
人
で
は
陶
淵
明
・
韓
愈
・
杜
甫
・
蘇
軾
が
と
く
に
多
い
。
こ
う
し
た
古
典
文
献
は
、
黄
庭
堅
だ
け
で
な
く
宋
代

知
識
人
が
共
通
し
て
「
読
む
べ
き
」
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。「
い
た
ず
ら
に
僻
典
（
ほ
と
ん
ど
人
に
知
ら
れ
て
い
な
い
典
故
）
を

用
い
て
は
喜
ん
で
い
た
り
、
ま
し
て
や
使
用
典
故
の
な
か
に
埋
も
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
詩
人
で
は
な
か
っ
た
」
と
は
、
荒
井
氏
も
指
摘

し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
膨
大
な
古
典
文
献
の
中
か
ら
、
な
ぜ
そ
の
典
故
を
用
い
た
の
か
、
荒
井
氏
の
い
う
「
詩
的
論
理
」、
そ
れ
を
「
詩
路
」

と
名
づ
け
て
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
「
詩
路
」
を
た
ど
っ
て
い
け
る
の
か
、
い
く
つ
か
作
品
を
分
析
し
て
、
考
え
た
い
。
テ
キ
ス
ト
は
、

劉
尚
栄
校
点
『
黄
庭
堅
詩
集
注
』（
中
華
書
局
『
中
国
古
典
文
学
基
本
叢
書
』、
二
○
○
三
年
）
を
使
用
す
る
。

一
、
暗
喩

任
淵
『
山
谷
詩
集
注
』
巻
一
の
冒
頭
の
詩
、「
古
詩
二
首
上
蘇
子
瞻
（
古
詩
二
首	
蘇
子
瞻
に
上
た
て
ま
つ

る
）」
を
見
て
み
よ
う
。
元
豊
元
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年
（
一
○
七
八
）、
山
谷
三
十
四
歳
、
北
京
国
子
監
教
授
と
し
て
北
京
（
河
北
）
大
名
府
に
い
た
時
の
作
。
当
時
、
蘇
軾
は
徐
州
（
河

南
）
太
守
で
、
黄
庭
堅
は
手
紙
に
詩
二
首
を
添
え
て
送
り
、
蘇
軾
と
の
交
流
が
始
ま
っ
た
。
詩
題
注
に
「
前
篇
梅
以
属
東
坡
」「
後
詩

松
以
属
東
坡
、
茯
苓
以
属
門
下
士
之
賢
者
、
菟
糸
以
自
況
」
と
あ
る
。
二
首
の
其
一
は
、
梅
で
東
坡
を
な
ぞ
ら
え
た
。
其
二
は
、
松
を

蘇
軾
に
な
ぞ
ら
え
た
。
茯
苓
は
門
下
の
賢
者
た
ち
、
菟
糸
は
自
ら
を
な
ぞ
ら
え
た
。
荒
井
氏
、
倉
田
氏
と
も
其
一
を
選
集
に
採
る
。

江
梅
有
佳
実
、　
　
　

江
梅　

佳
実
有
り

託
根
桃
李
場
。　
　
　

根
を
桃
李
の
場
に
託
す

桃
李
終
不
言
、　
　
　

桃
李　

終つ
い

に
言も
の
い

わ
ず

朝
露
借
恩
光
。　
　
　

朝
露　

恩
光
を
借
す

孤
芳
忌
皎
潔
、　
　
　

孤
芳
に
し
て
皎
潔
に
忌い

ま
る

氷
雪
空
自
香
。　
　
　

氷
雪
に
空
し
く
自み
ず
か

ら
香か
ぐ
わ

し

古
来
和
鼎
実
、　
　
　

古
来　

鼎
実
を
和
す
る
に
は

此
物
升
廟
廊
。　
　
　

此
の
物　

廟
廊
に
升あ

ぐ

歳
月
坐
成
晩
、　
　
　

歳
月　

坐そ
ぞ
ろ

に
晩く
る

る
こ
と
を
成
す

煙
雨
青
已
黄
。　
　
　

煙
雨
に
青
か
り
し
が
已
に
黄
な
り

得
升
桃
李
盤
、　
　
　

桃
李
の
盤
に
升
る
こ
と
を
得
て

以
遠
初
見
嘗
。　
　
　

遠
き
を
以
て
初
め
て
嘗ほ

め
ら
る

終
然
不
可
口
、　
　
　

終
然
と
し
て
口
に
可
な
ら
ず
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黄庭堅の詩路（詩的論理）について

擲
置
官
道
傍
。　
　
　

官
道
の
傍か
た
わ

ら
に
擲
置
せ
ら
る

但
使
本
根
在
、　
　
　

但
だ
本
根
を
し
て
在
ら
し
め
ば

棄
捐
果
何
傷
。　
　
　

棄
捐
せ
ら
る
る
と
も
果
し
て
何
ぞ
傷
む
あ
ら
ん

（
荒
井
訳
）
南
方
・
揚
子
江
の
ほ
と
り
の
梅
に
立
派
な
実
が
で
き
て
、
北
方
の
桃
や
ス
モ
モ
の
果
樹
園
に
植
樹
さ
れ
た
。
桃
や
ス

モ
モ
は
終
始
お
し
黙
っ
て
い
た
が
、
か
の
樹
に
は
朝
露
が
恵
み
深
い
日
光
を
借
り
て
輝
い
た
。
ひ
と
り
咲
く
花
は
そ
の
ま
ば
ゆ
い

ば
か
り
の
潔
白
さ
を
嫌
わ
れ
て
、
氷
か
雪
ほ
ど
の
白
さ
が
た
だ
ひ
た
す
ら
香
る
ば
か
り
。
古
来
か
な
え
の
な
か
の
ご
ち
そ
う
に
味

つ
け
す
る
た
め
に
、
こ
の
梅
は
表
座
敷
に
も
出
さ
れ
て
来
た
。
年
は
い
つ
の
ま
に
か
深
ま
っ
て
行
っ
た
。
ぬ
か
雨
の
な
か
、
そ
の

実
の
青
さ
は
黄
に
色
づ
い
た
。
桃
や
ス
モ
モ
を
盛
っ
た
皿
の
中
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
て
、
遠
来
の
ゆ
え
に
ち
ょ
い
と
つ
ま

ん
で
も
ら
え
は
し
た
、
が
、
終
に
お
口
に
合
わ
ず
、
大
道
の
か
た
わ
ら
に
捨
て
置
か
れ
た
。
た
だ
も
と
の
根
が
健
在
で
あ
り
さ
え

す
れ
ば
、
遺
棄
さ
れ
た
と
て
果
し
て
何
を
傷
心
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
。

（
倉
田
訳
）
江
辺
の
梅
は
良
い
実
が
な
る
が
、
そ
の
梅
が
桃
や
李
の
園
に
植
え
ら
れ
た
。
桃
李
は
梅
と
仲
良
く
は
し
な
い
が
、
天

の
恵
み
の
露
は
注
が
れ
る
。
梅
の
白
い
美
し
さ
が
そ
ね
ま
れ
て
、
清
ら
か
な
花
は
空
し
く
香
を
放
っ
て
い
る
。
昔
か
ら
鼎
の
あ
つ

も
の
の
味
を
調
え
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
梅
の
実
は
宮
中
に
入
る
。
い
つ
の
間
に
か
時
が
経
っ
て
、
梅
雨
に
青
い
実
は
黄
色
に
熟

す
る
。
桃
李
と
共
に
器
に
盛
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
て
、
遠
方
の
珍
し
い
も
の
と
し
て
味
わ
れ
た
が
、
結
局
は
口
に
合
わ
な
い
と
し

て
遠
い
国
道
の
傍
に
棄
て
ら
れ
た
。
し
か
し
根
本
さ
え
し
っ
か
り
し
て
お
れ
ば
、
棄
て
ら
れ
て
も
少
し
も
悲
し
む
こ
と
は
な
い
。
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倉
田
氏
は
ま
た
、「
こ
の
詩
は
東
坡
が
嘉
祐
中
に
蜀
か
ら
都
に
出
て
、
秀
才
だ
と
い
う
高
い
評
判
が
あ
り
、
首
尾
よ
く
試
験
に
合
格

し
て
宮
仕
え
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
英
宗
は
特
に
任
用
し
よ
う
と
さ
れ
た
が
、
王
安
石
と
政
見
を
異
に
し
、
地
方
官
に
な
っ
た
こ
と
を
、

梅
に
託
し
て
慰
め
た
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
。

「
江
梅
」
は
蘇
軾
の
こ
と
。「
桃
李
」
は
朝
廷
の
人
々
。「
朝
露
」
は
天
子
の
恩
沢
。
梅
の
実
が
朝
廷
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
酸

味
で
鼎
の
あ
つ
も
の
の
味
を
調
え
る
か
ら
で
あ
る
。「
官
道
」
は
国
道
。
そ
こ
に
棄
て
ら
れ
た
と
は
、
地
方
へ
出
さ
れ
た
こ
と
を
言
う
。

任
淵
は
典
故
や
用
例
を
詳
細
に
挙
げ
、
荒
井
氏
と
倉
田
氏
も
解
釈
の
参
考
に
し
て
い
る
。

任
淵
は
全
巻
冒
頭
の
詩
句
（
江
梅
有
佳
実
、
託
根
桃
李
場
）
の
注
の
中
で
、「
前
記
」
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

山
谷
詩
律
妙
一
世
、
用
意
高
遠
、
未
易
窺
測
。
然
置
字
下
語
、
皆
有
所
従
来
。
孫
莘
老
云
、
老
杜
詩
無
両
字
無
来
歴
。
劉
夢
得
論

詩
亦
言
、
無
来
歴
字
、
前
輩
未
嘗
用
。
山
谷
屢
拈
此
語
、
蓋
亦
以
自
表
見
也
。
第
恨
浅
聞
、
未
能
尽
知
其
源
委
。
姑
随
所
見
、
箋

於
其
下
、
庶
幾
因
指
以
識
月
。
象
外
之
意
、
学
者
当
自
得
之
。

山
谷
の
詩
律
は
一
世
に
冠
た
る
も
の
で
、
意
を
用
い
る
こ
と
高
遠
で
あ
り
、
推
察
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
言
葉
の
使
い
方
に
は

す
べ
て
由
来
が
あ
る
。
孫
莘
老
（
孫
覚
『
野
客
叢
書
』
巻
一
九
）
は
「
老
杜
の
詩
に
は
二
字
と
し
て
来
歴
の
無
い
も
の
は
な

い
」
と
い
い
、
劉
夢
得
（
劉
禹
錫
）
も
「
来
歴
の
な
い
字
を
前
輩
は
使
っ
た
こ
と
が
な
い
」
と
言
っ
た
。
山
谷
は
し
ば
し
ば
こ

の
言
葉
を
取
り
あ
げ
た
。
お
そ
ら
く
自
認
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
恨
む
ら
く
は
浅
学
に
し
て
、
い
ま
だ
そ
の
奥
底
を

す
べ
て
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
ば
ら
く
管
見
の
及
ぶ
限
り
を
注
記
し
、
月
を
指
し
示
し
た
い
。
言
外
の
意
は
、

学
ぶ
者
が
自
ら
得
ら
れ
ん
こ
と
を
願
う
。
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黄庭堅の詩路（詩的論理）について

字
句
の
典
故
・
用
例
は
、
詩
の
解
釈
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
託
根
桃
李
場
」
に
つ
い
て
、『
文
選
』
巻
四
三
、
趙

至
「
与
嵇
茂
斉
書
」
の
「
北
土
之
性
、
難
以
託
根
（
北
方
は
寒
冷
な
の
で
、
そ
の
土
地
に
蘭
や
桂
な
ど
を
根
づ
か
せ
る
の
は
難
し

い
）」
を
引
く
。「
江
梅
」
が
移
植
さ
れ
た
「
桃
李
場
」
が
寒
冷
の
土
地
で
、
根
づ
く
こ
と
が
難
し
い
こ
と
を
言
う
。
そ
れ
は
結
句
の

「
但
使
本
根
在
、
棄
捐
果
何
傷
」
と
呼
応
す
る
で
あ
ろ
う
。
棄
て
ら
れ
た
の
が
「
官
道
傍
」
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
根
を
し
っ
か
り
下

ろ
し
て
お
れ
ば
よ
い
。
任
淵
は
「
但
使
本
根
在
、
棄
捐
果
何
傷
」
の
注
と
し
て
、
ま
ず
「
君
子
之
於
世
、
視
其
所
立
何
如
、
不
在
遇
不

遇
也
（
君
子
は
世
に
あ
っ
て
は
、
立
て
て
い
る
志
が
ど
う
か
を
見
る
の
で
あ
る
。
恵
ま
れ
て
い
る
か
不
遇
で
あ
る
か
は
関
係
が
な

い
）」
と
自
ら
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

詩
の
全
体
を
解
釈
す
る
に
当
た
っ
て
、「
時
空
設
計
美
学
」
理
論
に
な
ら
い
、
時
間
と
空
間
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

時
間
は
、
冬
か
ら
春
・
夏
へ
と
推
移
し
て
い
る
。
空
間
は
、
江
か
ら
宮
中
、
そ
れ
か
ら
官
道
へ
と
移
動
し
て
い
る
。
そ
れ
を
示
す
ア

イ
テ
ム
が
、
桃
李
と
梅
で
あ
る
。

ど
ち
ら
も
植
物
で
あ
る
が
、
詩
語
と
し
て
伝
統
的
に
付
加
さ
れ
て
き
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
そ
れ
は
単
一
で
は
な
く
、
桃
李
は
黄
庭

堅
の
名
句
と
し
て
有
名
な
「
寄
黄
幾
復
」（『
山
谷
詩
集
注
』
巻
二
）
の
「
桃
李
春
風
一
杯
酒
、
江
湖
夜
雨
十
年
灯
（
桃
李	

春
風	

一
杯

の
酒
、
江
湖	

夜
雨	

十
年
の
灯
）」
な
ど
、
春
の
暖
か
い
風
を
受
け
て
紅
い
花
を
咲
か
せ
る
柔
ら
か
く
な
ご
や
か
な
イ
メ
ー
ジ
も
あ
る
。

「
古
詩
二
首
上
蘇
子
瞻
」
で
は
桃
李
は
「
不
言
（
も
の
い
わ
ず
）」、
任
淵
は
『
漢
書
』
巻
五
四
「
李
広
伝
」
の
贊
「
桃
李
不
言
、
下
自

成
蹊
（
桃
李	

言も
の
い

わ
ず
、
下	

自
ら
蹊こ
み
ち

を
成
す
）」
を
引
き
、「
此
借
用
、
言
江
梅
為
桃
李
所
忌
（
こ
こ
は
借
用
し
、
江
梅
が
桃
李
に
忌

み
嫌
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
言
う
）」
と
す
る
。
内
容
を
措
い
て
文
字
だ
け
を
借
り
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
桃
李
が
黙
っ
て
い
る
の
は
、

紅
い
花
の
華
や
か
さ
、
実
の
甘
さ
に
よ
っ
て
、
自
然
と
人
が
樹
の
下
に
集
ま
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
典
故
を
黄
庭
堅
は
好
み
、

「
柳
閎
展
如
蘇
子
瞻
甥
也
其
才
徳
甚
美
有
意
於
学
故
以
桃
李
不
言
下
自
成
蹊
八
字
作
詩
贈
之
（
柳
閎
展
如
は
蘇
子
瞻
の
甥
な
り	

其
の
才
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徳
甚
だ
美よ

く
し
て
学
に
意
有
り	

故
に
「
桃
李
不
言
下
自
成
蹊
」
八
字
を
以
て
詩
を
作
っ
て
之
に
贈
る
）」（『
山
谷
詩
集
注
』
巻
五
）
も

作
っ
て
い
る
。

片
や
梅
は
、「
孤
芳
」
で
あ
る
。「
孤
芳
忌
皎
潔
、
氷
雪
空
自
香
」
に
つ
い
て
任
淵
は
、
韓
愈
「
孟
生
詩
」
の
「
異
質
忌
処
群
、
孤
芳

難
寄
林
（
異
質	
群
に
処
す
る
こ
と
を
忌
み
、
孤
芳	

林
に
寄
せ
難
し
）」、
顔
延
之
「
祭
屈
原
文
」（『
文
選
』
巻
六
○
）
の
「
物
忌
堅
芳
、

人
諱
明
絜
（
物
は
堅
芳
を
忌
み
、
人
は
明
潔
を
諱
む
）」、
鮑
照
「
学
劉
公
幹
体
」（『
文
選
』
巻
三
一
）
の
「
艶
陽
桃
李
節
、
皎
絜
不
成

妍
（
艶
陽
の
桃
李
の
節
、
皎
潔
と
し
て
妍
を
成
さ
ず
）」、
陳
・
蘇
子
卿
「
梅
花
落
」（『
楽
府
詩
集
』
巻
二
四
）
の
「
只
言
花
是
雪
、
不

悟
有
香
来
（
只
だ
言
う	
花
は
是
れ
雪
と
、
香
有
り
て
来
た
る
を
悟
ら
ず
）」
を
引
く
。
こ
れ
を
承
け
て
荒
井
氏
は
「
孤
芳
は
、
孤
立
し

て
開
く
（
梅
の
）
花
。
皎
潔
は
光
り
輝
く
白
さ
」
と
注
し
、
倉
田
氏
は
「
皎
潔　

白
く
清
ら
か
な
こ
と
」
と
注
す
る
。

梅
が
白
く
清
ら
か
な
花
を
つ
け
る
と
、
な
ぜ
桃
李
に
ね
た
ま
れ
る
の
か
。「
題
灊
峰
閣
」（『
山
谷
詩
集
注
』
巻
一
）
に
、「
梅
蘤
破
顔

氷
雪
、
緑
叢
不
見
黄
柑
（
梅
蘤	

氷
雪
に
破
顔
し
、
緑
叢	

黄
柑
を
見
ず
）」
と
あ
る
。
梅
の
花
は
氷
雪
の
中
で
ほ
こ
ろ
ん
だ
、
緑
の
草

む
ら
に
黄
柑
は
ま
だ
見
え
な
い
、
と
い
う
意
味
で
、
冬
の
末
か
ら
春
初
め
の
景
色
で
あ
る
。
任
淵
が
注
し
た
よ
う
に
、
桃
李
が
絢
爛
に

咲
く
中
、
梅
は
「
妍
を
成
さ
ず
」、
白
く
ひ
っ
そ
り
と
妍
を
争
わ
な
い
。
し
か
し
咲
く
時
期
も
ま
た
異
な
り
、
桃
李
が
ま
だ
蕾
を
固
く

鎖
す
こ
ろ
、
梅
だ
け
が
「
氷
雪
」
の
厳
し
い
寒
さ
の
中
で
香
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
氷
雪
」
は
、
宮
中
に
移
植
さ
れ
て
か
ら
は
「
朝

露
」
と
な
り
、「
煙
雨
」
の
中
、
梅
の
青
い
実
は
黄
色
に
熟
し
た
。
季
節
は
春
か
ら
夏
に
な
り
、
梅
の
実
は
桃
李
の
実
と
一
緒
に
「
氷

盤
」
に
盛
ら
れ
た
。
任
淵
は
「
得
升
桃
李
盤
」
の
注
に
、
韓
愈
「
李
花
二
首
」
其
一
「
氷
盤
夏
薦
碧
実
脆
（
氷
盤	

夏
は
碧
実
の
脆
き

を
薦
め
ん
）」
を
引
く
。「
氷
雪
」
か
ら
「
氷
盤
」
へ
と
、
こ
れ
も
イ
メ
ー
ジ
が
つ
な
が
っ
て
い
る
。

紅
い
桃
李
の
花
、
白
い
梅
の
花
、
甘
い
桃
李
の
実
、
酸
っ
ぱ
い
梅
の
実
。
梅
の
実
は
、
青
か
ら
黄
色
へ
熟
す
。
色
彩
と
味
覚
が
対
に

な
り
な
が
ら
、
時
間
軸
に
そ
っ
て
変
化
す
る
。
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黄庭堅の詩路（詩的論理）について

「
古
詩
二
首
上
蘇
子
瞻
」
其
二
を
見
て
み
よ
う
。

青
松
出
澗
壑
、　
　
　

青
松　

澗
壑
に
出
づ

十
里
聞
風
声
。　
　
　

十
里　

風
声
を
聞
く

上
有
百
尺
糸
、　
　
　

上
に
百
尺
の
糸
有
り

下
有
千
歳
苓
。　
　
　

下
に
千
歳
の
苓
有
り

自
性
得
久
要
、　
　
　

自
性　

久
要
を
得
た
り

為
人
制
頽
齢
。　
　
　

人
の
為
に
頽
齢
を
制
す

小
草
有
遠
志
、　
　
　

小
草　

遠
志
有
り

相
依
在
平
生
。　
　
　

相
い
依
る
こ
と
平
生
に
在
り

医
和
不
並
世
、　
　
　

医い

和か　

世
を
並
べ
ざ
る
も

深
根
且
固
蒂
。　
　
　

根
を
深
く
し
且
つ
蒂
を
固
く
す

人
言
可
医
国
、　
　
　

人
は
言
う　

国
を
医い
や

す
べ
し
と

何
用
太
早
計
。　
　
　

何
ぞ
用
い
ん　

太
だ
早
計
な
る
こ
と
を

小
大
材
則
殊
、　
　
　

小
大
の
材
は
則
ち
殊
な
れ
ど
も

気
味
固
相
似
。　
　
　

気
味
は
固ま
こ
と

に
相
い
似
た
り

（
通
釈
）
青
く
茂
っ
た
松
が
山
の
谷
間
に
生
え
、
十
里
の
遠
く
ま
で
松
籟
が
聞
こ
え
る
。
樹
の
上
に
は
百
尺
も
の
根
な
し
葛か
ず
ら

が
か
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ら
み
、
下
に
は
千
年
物
の
茯
苓
が
生
え
て
い
る
。
そ
の
本
性
と
し
て
、
長
く
服
用
す
れ
ば
、
老
い
衰
え
る
こ
と
を
制
し
て
、
人
の

た
め
に
な
る
。
薬
草
の
小
草
・
遠
志
は
、
い
つ
も
そ
ば
に
あ
る
。
名
医
医い

和か

と
同
じ
時
代
に
は
生
ま
れ
あ
わ
せ
な
か
っ
た
が
、
深

く
根
を
は
り
、
蒂
も
し
っ
か
り
結
ん
で
い
る
の
だ
。
み
ん
な
は
言
う
、
国
を
治
す
べ
き
で
あ
る
と
。
ど
う
し
て
結
論
を
急
ぐ
の
か
。

材
の
大
小
は
異
な
る
が
、
滋
味
や
匂
い
は
と
て
も
よ
く
似
て
い
る
。

松
は
も
ち
ろ
ん
、
冬
の
寒
さ
の
中
、
ほ
か
の
植
物
の
葉
が
枯
れ
落
ち
る
中
で
、
青
々
と
残
る
樹
で
あ
る
。『
論
語
』
子
罕
篇
に
「
歳

寒
然
後
知
松
柏
之
後
凋
（
歳
寒
く
し
て
然
る
後
に
松
柏
の
凋
む
に
後お
く

る
こ
と
を
知
る
）」
と
あ
る
。「
青
松
出
澗
壑
、
十
里
聞
風
声
」
に

つ
い
て
任
淵
は
、「
詩
意
謂
東
坡
以
大
材
而
沈
下
僚
、
其
蓋
世
之
名
則
不
可
掩
也
（
詩
意
は
、
東
坡
は
大
材
で
あ
り
な
が
ら
低
い
官
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、
世
に
突
出
し
た
才
能
は
覆
い
隠
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
）」
と
す
る
。

続
く
「
上
有
百
尺
糸
、
下
有
千
歳
苓
」
は
唐
突
な
感
じ
が
す
る
が
、
其
一
「
江
梅
有
佳
実
、
託
根
桃
李
場
」
の
注
に
任
淵
は
「
文
選

古
詩
云
、
冉
冉
孤
生
竹
、
結
根
太
山
阿
。
此
句
傚
其
体
（『
文
選
』
巻
二
九
「
古
詩
十
九
首
」
其
八
に
「
冉
冉
た
る
孤
生
の
竹
、
根
を

太
山
の
阿く
ま

に
結
ぶ
」
と
あ
る
。
こ
の
句
は
そ
の
体
に
な
ら
っ
た
）」
と
い
う
。「
古
詩
十
九
首
」
其
八
は
、
次
の
よ
う
な
詩
で
あ
る
。

冉
冉
孤
生
竹
、
結
根
泰
山
阿
。　
　
　

冉
冉
た
る
孤
生
の
竹　

根
を
泰
山
の
阿
に
結
ぶ

与
君
為
新
婚
、
菟
糸
附
女
蘿
。　
　
　

君
と
新
婚
を
為
す
は　

菟
糸
の
女
蘿
に
附
く
な
り

菟
糸
生
有
時
、
夫
婦
会
有
宜
。　
　
　

菟
糸　

生
ず
る
に
時
あ
り　

夫
婦　

会
す
る
に
宜
あ
り

千
里
遠
結
婚
、
悠
悠
隔
山
陂
。　
　
　

千
里　

遠
く
婚
を
結
び　

悠
悠　

山
陂
を
隔
つ

思
君
令
人
老
、
軒
車
来
何
遅
。　
　
　

君
を
思
え
ば
人
を
し
て
老
い
し
む　

軒
車　

来
る
こ
と
何
ぞ
遅
き
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黄庭堅の詩路（詩的論理）について

傷
彼
蕙
蘭
花
、
含
英
揚
光
輝
。　
　
　

傷
む　

彼
の
蕙
蘭
の
花　

英
を
含
み
て
光
輝
を
揚
ぎ

過
時
而
不
采
、
将
随
秋
草
萎
。　
　
　

時
を
過
ぎ
て
采
ら
ず
ん
ば　

将
に
秋
草
の
萎
む
に
随
わ
ん
と
す
る
を

君
亮
執
高
節
、
賤
妾
亦
何
為
。　
　
　

君　

亮ま
こ
と

に
高
節
を
執
ら
ば　

賤
妾　

亦
た
何
を
か
為
さ
ん

（
通
釈
）
な
よ
な
よ
と
伸
び
る
一
本
の
竹
、
そ
の
根
を
泰
山
の
ふ
も
と
に
結
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
も
似
た
私
が
あ
な
た
と
結
婚
す

る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
菟
糸
（
根
な
し
葛
）
が
女
蘿
（
ひ
か
げ
の
蔓
）
に
ま
と
わ
り
つ
く
よ
う
な
も
の
で
し
た
。
…
…
（
以
下

略
）

こ
の
詩
は
、
男
と
婚
約
し
て
早
く
結
ば
れ
た
い
と
思
う
の
に
、
な
か
な
か
そ
の
願
い
が
か
な
わ
ず
、
悶
々
と
時
を
過
ご
す
女
の
気
持

ち
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。
竹
も
松
と
同
様
に
、
厳
寒
の
冬
に
も
葉
を
落
と
さ
ず
青
々
と
し
て
い
る
上
、
曲
が
ら
ず
ま
っ
す
ぐ
な
性
質

を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
黄
庭
堅
の
イ
メ
ー
ジ
は
、「
菟
糸
」
と
「
女
蘿
」
か
ら
医
薬
の
ほ
う
へ
と
飛
ぶ
。

松
の
樹
に
ま
つ
わ
り
つ
く
菟
糸
（
根
な
し
葛
）
や
茯
苓
は
、
薬
草
で
長
く
服
用
す
る
と
人
の
た
め
に
な
る
。「
小
草
有
遠
志
」
に
任

淵
は
、「
世
説
、
桓
温
問
謝
安
、
遠
志
又
名
小
草
、
何
以
一
物
而
有
二
名
。
郝
隆
曰
、
処
則
為
遠
志
、
出
則
為
小
草
。
此
特
借
用
、
以

指
菟
糸
、
言
其
不
依
附
凡
木
、
所
志
遠
矣
（『
世
説
新
語
』
排
調
篇
に
「
桓
温
が
謝
安
に
、
遠
志
を
別
名
小
草
と
い
う
が
、
同
じ
物
に

な
ぜ
二
つ
名
前
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
尋
ね
た
。
郝
隆
が
、
う
ち
に
あ
る
時
は
遠
志
と
い
い
、
世
に
出
れ
ば
小
草
と
い
う
の
で
す
と
答
え

た
」
と
あ
る
。
こ
こ
は
借
用
し
て
い
る
だ
け
で
菟
糸
を
指
し
、
そ
れ
が
平
凡
な
樹
に
依
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
志
が
遠
大
で
あ
る
こ
と

を
言
う
）」
と
注
す
る
が
、
少
し
省
略
が
あ
っ
て
分
か
り
づ
ら
い
。「
遠
志
」
も
薬
草
で
、
別
名
を
「
小
草
」
と
い
う
。
本
来
は
根
を
遠

志
、
葉
が
の
び
る
と
小
草
と
い
っ
た
。
隠
棲
を
願
っ
て
い
た
謝
安
に
何
度
も
出
仕
の
命
令
が
き
て
、
桓
温
の
司
馬
と
な
っ
た
。
あ
る
と
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き
桓
温
が
薬
草
を
も
ら
い
、
遠
志
と
小
草
の
名
前
に
つ
い
て
謝
安
に
尋
ね
る
と
、
そ
ば
に
い
た
郝
隆
が
答
え
た
。
謝
安
は
恥
ず
か
し
そ

う
に
し
、
桓
温
は
そ
の
様
子
を
見
な
が
ら
「
悪
く
な
い
答
え
だ
、
ぴ
っ
た
り
だ
」
と
笑
っ
た
故
事
。
任
淵
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
遠

大
な
志
」
を
か
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

薬
草
か
ら
医い

和か

と
い
う
古
代
の
名
医
が
出
て
き
て
、「
人
を
癒
す
よ
り
国
を
癒
す
べ
き
で
は
な
い
か
」
と
話
が
展
開
す
る）

4
（

。
し
か
し

松
は
「
澗
壑
」
に
生
え
て
い
る
。
こ
れ
を
切
り
出
し
て
都
へ
持
っ
て
行
く
の
は
た
い
へ
ん
な
の
で
あ
る
。「
秋
思
寄
子
由
」（『
山
谷
詩

集
注
』
巻
一
）
に
、「
老
松
閲
世
臥
雲
壑
、
挽
著
滄
江
無
万
牛
（
老
松	

世
を
閲け
み

し
て	

雲
壑
に
臥
す
、
滄
江
に
挽
著
す
る
に
万
牛
無

し
）」、
松
の
老
木
は
世
を
経
て
、
雲
の
か
か
る
谷
に
横
た
わ
る
よ
う
に
生
え
て
い
る
、
青
々
と
し
た
大
江
に
引
い
て
ゆ
き
た
い
が
、
運

ぶ
万
頭
も
の
牛
は
い
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
句
が
あ
る
。
だ
か
ら
「
何
用
太
早
計
（
あ
わ
て
な
い
で
欲
し
い
）」
と
い
う
の
で
あ
る
。

其
二
に
も
「
深
根
且
固
蒂
」
と
「
根
」
が
登
場
し
て
、
其
一
か
ら
イ
メ
ー
ジ
は
つ
な
が
っ
て
い
る
。

其
二
の
時
間
は
一
定
、
空
間
も
一
定
で
あ
る
。「
医
和
」
に
よ
っ
て
、
古
代
か
ら
不
変
の
「
国
を
医
す
」
と
い
う
志
が
述
べ
ら
れ
る
。

場
所
は
、
其
一
の
「
朝
」
に
対
し
て
、
其
二
は
「
野
」
で
あ
る
。

典
故
・
用
例
に
つ
い
て
理
解
し
た
と
こ
ろ
で
、
解
釈
し
直
す
と
、
暗
喩
に
こ
め
ら
れ
た
意
味
は
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
其
一
）
蘇
軾
に
は
す
ぐ
れ
た
才
能
が
あ
り
、
官
界
に
登
場
し
た
。
人
々
に
は
無
視
さ
れ
た
が
、
天
子
に
目
を
か
け
ら
れ
た
。
高
潔

さ
は
ね
た
ま
れ
て
、
厳
し
い
状
況
で
ひ
と
り
奮
闘
し
た
。
昔
か
ら
朝
廷
に
、
こ
う
し
た
人
物
は
必
要
で
あ
る
。
時
が
た
ち
、
活
躍

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
人
々
と
一
緒
に
政
事
に
参
画
し
、
天
子
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
だ
が
時
勢
に
あ
わ
ず
に
、
中
央

か
ら
遂
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
志
を
し
っ
か
り
持
っ
て
い
れ
ば
、
ま
っ
た
く
悲
嘆
す
る
こ
と
は
な
い
。

（
其
二
）
地
方
に
あ
っ
て
蘇
軾
は
、
名
声
を
響
か
せ
て
い
る
。
そ
の
周
り
に
は
私
を
は
じ
め
、
慕
う
人
々
が
た
く
さ
ん
い
る
。
仕
事
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を
す
れ
ば
、
き
っ
と
役
に
立
つ
。
小
さ
な
存
在
だ
が
遠
大
な
志
を
持
ち
、
平
生
の
自
分
の
言
葉
を
忘
れ
ず
に
実
行
し
て
い
る
。
う

ま
く
用
い
て
く
れ
る
人
に
出
会
っ
て
い
な
い
が
、
し
っ
か
り
学
問
に
励
ん
で
い
る
。
国
の
た
め
に
働
き
な
さ
い
と
言
わ
れ
る
が
、

結
論
を
急
が
な
い
で
く
だ
さ
い
。
人
材
と
し
て
は
そ
れ
ぞ
れ
で
す
が
、
い
ず
れ
も
有
能
な
者
た
ち
で
す
。

二
、
イ
メ
ー
ジ
の
飛
躍
、
言
葉
遊
び

黄
庭
堅
の
詩
に
つ
い
て
、
倉
田
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う）

5
（

。

宋
詩
の
代
表
蘇
黄
の
作
品
に
、
唐
詩
に
見
る
よ
う
な
自
然
描
写
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
一
つ
で
あ
る
。
劉
宋
の
謝
霊

運
あ
た
り
か
ら
発
展
し
て
来
た
自
然
憧
憬
の
心
は
、
唐
に
入
っ
て
は
益
々
濃
く
、
叙
景
の
詩
或
は
句
が
多
く
、
唐
詩
で
は
景
と
情

を
対
立
せ
し
め
て
写
す
の
を
定
形
と
し
た
。
恰
も
山
水
画
が
唐
に
発
達
し
、
山
水
中
に
人
間
を
配
し
て
、
自
然
と
人
間
と
の
融

合
・
平
和
を
現
す
の
と
そ
の
軌
を
一
つ
に
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
…
…
（
山
谷
の
）
表
現
は
人
を
中
心
に
し
人
事
に
随
伴
せ
し

め
る
よ
う
に
傾
き
、
自
然
描
写
に
は
冷
淡
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
心
に
受
取
る
自
然
で
、
眼
に
映
ず
る
自
然
を
現
す
の
で
は
な
い
。

人
事
を
、
思
想
を
、
理
知
的
に
現
そ
う
と
す
る
傾
向
の
強
い
詩
と
し
て
当
然
の
帰
結
で
あ
ろ
う
。

な
る
ほ
ど
、
唐
詩
が
山
水
画
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
山
谷
の
詩
は
文
人
画
の
よ
う
で
あ
る
。
自
然
そ
の
ま
ま
を
写
実
的
に
描
写
す

る
の
で
は
な
く
、
付
託
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
緻
密
な
計
算
の
も
と
に
配
置
し
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。

自
然
の
風
物
を
詠
ん
で
い
る
よ
う
で
、
実
は
人
、
人
事
を
詠
ん
で
い
る
例
を
、
見
て
み
よ
う
。
さ
き
ほ
ど
の
桃
李
つ
な
が
り
で
、
ま
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ず
「
戯
詠
蠟
梅
二
首
（
戯
れ
に
蠟
梅
を
詠
む	

二
首
）」（『
山
谷
詩
集
注
』
巻
五
）
で
あ
る
。
吉
川
幸
次
郎
『
宋
詩
概
説）

6
（

』
に
、

要
す
る
に
黄
庭
堅
は
、
同
時
の
諸
君
の
う
ち
、
も
っ
と
も
芸
術
家
で
あ
っ
た
。
彼
の
詩
は
、
遠
縁
の
大
お
じ
に
あ
た
る
梅
尭
臣
と

お
な
じ
く
、
日
常
の
生
活
に
密
着
す
る
が
、
日
常
の
中
に
あ
る
小
さ
な
波
動
が
、
人
生
に
対
し
て
も
つ
意
義
を
、
彼
は
お
そ
ら
く

大
お
じ
よ
り
も
深
く
知
っ
て
い
た
。
そ
う
し
て
そ
れ
を
芸
術
に
造
詣
し
よ
う
と
し
た
。
梅
尭
臣
が
「
蝨
」
を
詩
に
し
た
の
は
、
お

れ
が
は
じ
め
て
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
彼
に
も
、
は
じ
め
て
詩
材
と
し
て
と
り
あ
げ
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
蠟
で
作
っ
た
造

花
か
と
思
わ
れ
る
巧
緻
な
花
、
蠟
梅
で
あ
り
、
ま
た
白
礬
花
と
よ
ぶ
小
さ
な
白
い
花
の
木
で
あ
っ
た
の
は
、
象
徴
的
で
あ
る
。

と
し
て
、
二
首
連
作
の
其
一
を
挙
げ
て
い
る
。

金
蓓
鎖
春
寒
、　
　
　

金
の
蓓つ
ぼ
み　

春
寒
に
鎖
ざ
し

悩
人
香
未
展
。　
　
　

人
を
悩
ま
す　

香　

未
だ
展
び
ず

雖
無
桃
李
顔
、　
　
　

桃
李
の
顔
か
ん
ば
せ

無
し
と
雖
も

風
味
極
不
浅
。　
　
　

風
味
は
極
め
て
浅
か
ら
ず

こ
の
「
不
浅
」
に
任
淵
は
、「
晋
書
、
庾
亮
曰
、
老
子
於
此
処
、
興
復
不
浅
（『
晋
書
』
に
「
庾
亮
が
『
私
は
こ
こ
で
も
興
は
浅
く
な

い
』
と
言
っ
た
」
と
あ
る
）」
と
、
注
し
て
い
る
。『
晋
書
』
巻
七
三
「
庾
亮
伝
」
に
「
亮
在
武
昌
、
諸
佐
吏
殷
浩
之
徒
、
乗
秋
夜
往
共

登
南
楼
、
俄
而
不
覚
亮
至
、
諸
人
将
起
避
之
。
亮
徐
曰
、
諸
君
少
住
、
老
子
於
此
処
興
復
不
浅
。
便
拠
胡
床
与
浩
等
談
詠
竟
坐
。
其
坦
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率
行
己
、
多
此
類
也
（
庾
亮
が
武
昌
に
い
た
頃
、
佐
吏
の
殷
浩
ら
が
秋
夜
に
連
れ
立
っ
て
南
楼
に
登
り
、
ふ
と
庾
亮
が
来
た
の
に
気
づ

き
、
立
っ
て
席
を
譲
ろ
う
と
し
た
ら
、
庾
亮
は
ゆ
っ
く
り
と
『
諸
君
は
ど
う
ぞ
そ
の
ま
ま
。
私
は
こ
こ
で
も
な
か
な
か
楽
し
い
』
と
言

っ
た
。
そ
う
し
て
床
几
に
腰
か
け
て
、
殷
浩
ら
と
坐
が
終
わ
る
ま
で
談
笑
し
た
）」
と
あ
り
、『
世
説
新
語
』
容
止
篇
に
も
同
様
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、「
不
浅
」
は
「
興
は
浅
く
な
い
」
と
い
う
意
味
に
な
り
、
か
つ
数
人
で
遊
興
し
て
い
た
時
の
言
葉
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
黄
庭
堅
も
、
数
人
で
連
れ
立
っ
て
蠟
梅
を
見
に
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
詩
題
注
に
、

山
谷
書
此
詩
後
云
、
京
洛
間
有
一
種
花
、
香
気
似
梅
花
、
五
出
而
不
能
晶
明
、
類
女
功
撚
蠟
所
成
。
京
洛
人
因
謂
蠟
梅
。
木
身
与

葉
乃
類
蒴
藋
。
竇
高
州
家
有
灌
叢
、
能
香
一
園
也
。
王
立
之
詩
話
云
、
蠟
梅
、
山
谷
初
見
之
、
戯
作
二
絶
、
縁
此
盛
於
京
師
。

山
谷
は
こ
の
詩
の
後
に
次
の
よ
う
に
書
い
た
。「
都
に
一
種
の
花
が
あ
り
、
香
り
は
梅
に
似
て
い
て
、
花
は
五
弁
、
に
ぶ
く
暗

い
色
で
、
女
工
が
蠟
を
こ
ね
て
作
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
都
の
人
々
は
蠟
梅
と
呼
ん
で
い
る
。
木
の
よ
う
す
と
葉
は
蒴そ

藋く
ず

に
似
て
い
る
。
竇
高
州
の
家
に
茂
み
が
あ
り
、
園
い
っ
ぱ
い
に
香
っ
て
い
る
」
と
。
王
立
之
の
詩
話
（『
王
直
方
詩
話
』、
散

佚
）
に
、「
蠟
梅
は
、
山
谷
が
初
め
て
こ
れ
を
見
て
戯
れ
に
絶
句
二
首
を
作
り
、
そ
こ
で
都
に
広
ま
っ
た
」
と
あ
る
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
推
察
で
き
る
。
王
直
方
（
一
○
六
九
～
一
一
○
九
）、
字
は
立
之
、
号
は
帰
叟
。
中
書
舍
人
王
棫
の
子
、
家
に
は

蔵
書
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
黄
庭
堅
に
そ
の
文
を
愛
さ
れ
た
。
元
祐
年
間
（
一
○
八
六
～
一
○
九
四
）
に
、
蘇
軾
・
黄
庭
堅
及
び
門
下
の

人
々
と
雅
集
を
お
こ
な
い
、
有
名
に
な
っ
た
。『
墨
荘
漫
録
』
巻
九
に
「
家
多
侍
児
、
而
小
鬟
素
児
妍
麗
。
王
嘗
以
蠟
梅
花
送
晁
無
咎
、

無
咎
以
詩
五
絶
謝
之
、
有
言
芳
菲
意
浅
婆
容
浅
、
憶
得
素
児
如
此
花
（
家
に
は
侍
童
が
た
く
さ
ん
い
た
が
、
小
女
の
素
児
が
美
し
か
っ
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た
。
王
直
方
は
か
つ
て
蠟
梅
の
花
を
晁
無
咎
に
送
り
、
晁
無
咎
が
お
礼
に
五
言
絶
句
を
作
っ
た
が
、
そ
の
中
に
『
芳
菲
は
意
浅
く
婆
は

容
浅
し
、
素
児
を
得
れ
ば
此
の
花
の
如
く
な
ら
ん
と
憶
う
』
と
あ
っ
た
）」
と
あ
り
、
王
直
方
も
蠟
梅
を
人
に
送
っ
て
詩
の
や
り
と
り

を
す
る
な
ど
、
し
て
い
た
。
そ
の
上
で
、
任
淵
が
注
に
引
い
た
よ
う
な
「
蠟
梅
は
山
谷
が
詩
に
詠
ん
で
か
ら
広
ま
っ
た
」
と
詩
話
に
記

し
て
い
た
の
で
あ
る）

7
（

。

竇
高
州
は
不
詳
。
高
州
は
現
在
の
広
東
省
の
地
名
。
蠟
梅
は
唐
梅
（
カ
ラ
ウ
メ
）、
十
二
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
黄
色
い
花
を
咲
か

せ
る
。
香
り
が
高
い
。
花
弁
は
蠟
細
工
の
よ
う
な
ツ
ヤ
が
あ
る
。
梅
の
名
が
あ
る
が
、
梅
と
は
別
属
で
、
花
や
つ
ぼ
み
か
ら
抽
出
し
た

蠟
梅
油
は
薬
に
用
い
ら
れ
る
。

黄
色
い
花
を
咲
か
せ
る
蠟
梅
の
詩
に
な
ぜ
「
桃
李
」
が
出
て
く
る
か
と
い
う
と
、
一
つ
に
は
桃
李
の
紅
い
花
と
の
対
比
で
あ
り
、
も

う
一
つ
に
は
桃
李
は
「
言
わ
ず
、
下	
自
ら
蹊
を
成
す
」
か
ら
で
あ
ろ
う
。
蠟
梅
は
桃
李
の
よ
う
な
派
手
な
姿
で
は
な
い
が
、
そ
の
香

り
に
よ
っ
て
、
山
谷
ら
が
下
に
集
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
だ
寒
く
て
、
つ
ぼ
み
は
開
か
な
い
。
だ
か
ら
「
人
を
悩
ま
す
」。
蠟
梅
の

「
金
（
黄
色
）」
の
つ
ぼ
み
と
桃
李
の
紅
い
顔
（
花
）、
さ
ら
に
肌
で
感
じ
る
「
寒
さ
」
や
「
香
り
」（
嗅
覚
）
な
ど
、
五
感
を
刺
激
す
る

「
風
味
」
が
満
載
で
あ
る
。

其
二
は
、
蠟
梅
の
花
が
開
い
た
あ
と
の
様
子
で
あ
る
。

体
薰
山
麝
臍
、　
　
　

体
は
山
麝
臍
に
薫
り

色
染
薔
薇
露
。　
　
　

色
は
薔
薇
露
に
染
む

披
拂
不
満
襟
、　
　
　

披
払
す
れ
ど
襟
に
満
た
ず

時
有
暗
香
度
。　
　
　

時
に
暗
香
の
度わ
た

る
有
り
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「
薔
薇
露
」
の
任
淵
注
に
「
楊
文
公
談
苑
云
、
金
陵
宮
中
人
、
挼
薔
薇
水
染
生
帛
、
一
夕
忘
收
、
為
濃
露
所
漬
、
色
倍
鮮
翠
。
按
今

嶺
南
薔
薇
露
染
衣
輒
黄
（
楊
億
『
談
苑
』
に
「
南
唐
の
金
陵
の
宮
中
の
人
々
は
、
薔
薇
水
で
白
絹
を
染
め
て
い
た
。
あ
る
晩
、
外
に
出

し
た
ま
ま
取
り
込
む
の
を
忘
れ
て
、
濃
い
露
に
浸
か
っ
た
た
め
に
鮮
や
か
な
翠
色
の
倍
ほ
ど
に
色
が
染
ま
っ
た
」
と
あ
る
。
案
ず
る
に

い
ま
嶺
南
で
は
薔
薇
露
で
衣
を
黄
色
く
染
め
て
い
る
）」
と
あ
る
。
嶺
南
は
、
現
在
の
広
東
省
、
広
西
チ
ワ
ン
族
自
治
区
、
海
南
省
の

全
域
と
湖
南
省
・
江
西
省
の
一
部
。
詩
題
注
に
あ
っ
た
「
竇
高
州
家
有
灌
叢
、
能
香
一
園
也
」
と
呼
応
す
る
。『
談
苑
』
は
後
に
散
佚

し
、
い
ま
見
ら
れ
る
『
楊
文
公
談
苑
』
一
巻
に
任
淵
が
注
に
引
く
文
は
見
え
な
い
。
宋
・
江
少
慶
『
事
実
類
苑
』
巻
四
九
に
「（
金

陵
）
宮
中
人
、
按
薔
薇
水
染
生
帛
、
一
夕
忘
收
、
為
濃
露
所
漬
、
色
倍
鮮
翠
」
と
あ
り
、
ほ
ぼ
同
じ
文
が
見
え
る
。
薔
薇
露
は
ロ
ー
ズ

ウ
ォ
ー
タ
ー
の
よ
う
な
香
水
の
類
と
思
わ
れ
る
。

「
戯
詠
蠟
梅
二
首
」
の
時
間
は
春
初
、
場
所
は
竇
高
州
の
家
園
、
友
人
た
ち
と
蠟
梅
の
香
り
を
目
当
て
に
集
ま
っ
た
時
の
作
ら
し
い

と
分
か
る
。「
時
有
暗
香
度
」
の
「
暗
香
」
は
任
淵
注
に
あ
る
よ
う
に
林
逋
の
「
山
園
小
梅
二
首
」
其
一
「
暗
香
浮
動
月
黄
昏
」
を
踏

ま
え
て
お
り
、
ほ
の
か
な
香
り
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
漂
っ
て
く
る
香
り
を
い
う
。「
体
薰
山
麝
臍
」
の
強
い
香
気
と
矛
盾
す
る
よ
う

で
あ
る
が
、
場
所
が
「
園
」
で
あ
る
こ
と
が
共
通
項
と
な
っ
て
い
る
。

黄
庭
堅
の
詩
は
、「
文
脈
の
断
絶
」
が
あ
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
深
い
と
こ
ろ
で
イ
メ
ー
ジ
は
つ
な
が
っ
て
い
る
。
つ
な
げ
て
い

る
の
は
何
か
と
い
え
ば
、「
戯
詠
蠟
梅
二
首
」
の
場
合
、
高
州
（
広
東
）
と
い
う
地
名
、
園
の
樹
の
下
に
人
々
と
集
ま
っ
て
い
る
こ
と
、

こ
の
二
点
で
あ
る
。

つ
な
い
で
い
く
や
り
方
、
イ
メ
ー
ジ
が
ぽ
ん
と
飛
ぶ
さ
ま
は
、
た
ま
に
ダ
ジ
ャ
レ
の
よ
う
な
言
葉
遊
び
に
似
た
面
が
あ
る
。「
贛
上

食
蓮
有
感
（
贛
上
に
蓮
を
食く
ら

い
て
感
有
り
）」（『
山
谷
詩
集
注
』
巻
一
）
を
見
て
み
よ
う
。
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蓮
実
大
如
指
、　
　
　

蓮
の
実　

大
な
る
こ
と
指
の
如
し

分
甘
念
母
慈
。　
　
　

甘
き
を
分
ち
て
母
の
慈
を
念お
も

う

共
房
頭
𧥄
𧥄
、　
　
　

房
を
共
に
し
て　

頭　

𧥄
し
ゅ
う

𧥄
し
ゅ
う

た
り

更
深
兄
弟
思
。　
　
　

更
に
深
く
す　

兄
弟
を
思
う
を

実
中
有
么
荷
、　
　
　

実
中
に
么よ
う

荷か

有
り

拳
如
小
児
手
。　
　
　

拳　

小
児
の
手
の
如
し

令
我
念
衆
雛
、　
　
　

我
を
し
て
念
わ
し
む　

衆
雛
の

迎
門
索
梨
棗
。　
　
　

門
に
迎
え
て
梨
棗
を
索も
と

む
る
を

蓮
心
政
自
苦
、　
　
　

蓮
心　

政ま
さ

に
自
お
の
ず
か

ら
苦
し

食
苦
何
能
甘
。　
　
　

苦
き
を
食
い
て
何
ぞ
能
く
甘
か
ら
ん

甘
飧
恐
腊
毒
、　
　
　

甘
飧　

腊
毒
を
恐
れ

素
食
則
懐
慙
。　
　
　

素
食　

則
ち
慙は

じ
を
懐
く

蓮
生
於
泥
中
、　
　
　

蓮
は
泥
中
に
生
じ
て

不
与
泥
同
調
。　
　
　

泥
と
同
調
せ
ず

食
蓮
誰
不
甘
、　
　
　

蓮
を
食
い
て
誰
か
甘
か
ら
ざ
ら
ん

知
味
良
独
少
。　
　
　

味
を
知
る
は
良ま
こ
と

に
独
り
少
な
し

吾
家
双
井
塘
、　
　
　

吾
が
家　

双
井
の
塘

十
里
秋
風
香
。　
　
　

十
里　

秋
風	

香
し
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安
得
同
袍
子
、　
　
　

安
ん
ぞ
得
ん　

同
袍
の
子

帰
製
芙
蓉
裳
。　
　
　

帰
り
て
芙
蓉
の
裳
を
製
ら
ん
こ
と
を

（
通
釈
）
蓮
の
実
は
親
指
ほ
ど
の
大
き
さ
で
、
甘
い
の
を
分
け
て
食
べ
て
い
る
と
母
の
慈
愛
が
思
わ
れ
る
。
ひ
と
つ
の
房
に
頭
を

ず
ら
り
と
並
べ
た
様
子
は
、
さ
ら
に
兄
弟
を
思
う
気
持
ち
を
深
め
る
。
実
の
中
に
は
若
芽
が
あ
り
、
拳
を
に
ぎ
っ
て
い
る
幼
子
の

手
の
よ
う
だ
。
そ
れ
は
私
に
、
子
ど
も
た
ち
が
門
に
迎
え
に
き
て
梨
や
棗
を
せ
が
む
姿
を
思
い
出
さ
せ
る
。
蓮
の
実
の
芯
は
苦
い
。

苦
い
も
の
を
食
べ
て
、
な
ぜ
甘
い
の
だ
ろ
う
。
甘
美
な
食
事
に
は
毒
が
あ
り
そ
う
で
心
配
だ
が
、
質
素
な
食
事
も
恥
ず
か
し
い
思

い
が
す
る
。
蓮
は
泥
の
中
で
育
っ
て
、
泥
に
ま
み
れ
る
こ
と
が
な
い
。
蓮
を
食
べ
れ
ば
誰
で
も
甘
い
と
感
じ
る
だ
ろ
う
が
、
本
当

の
味
わ
い
を
知
っ
て
い
る
人
は
と
て
も
少
な
い
。
私
の
故
郷
の
家
は
双
井
の
堤
に
あ
り
、
秋
風
に
、
遠
く
ま
で
蓮
の
花
の
香
り
が

漂
っ
て
い
た
。
い
つ
か
親
し
い
仲
間
と
共
に
、
帰
っ
て
蓮
の
衣
裳
を
作
れ
る
だ
ろ
う
か
。

「
蓮
実
大
如
指
」
の
任
淵
注
に
、「
南
山
有
台
詩
疏
引
陸
機
草
木
疏
云
、
枸
樹
似
白
楊
、
有
子
著
樹
端
、
大
如
指
。
此
借
用
其
字
。
詩

意
謂
拇
指
也
（『
詩
経
』
小
雅
「
南
山
有
台
」
の
「
南
山
有
枸
、
北
山
有
楰
」
の
疏
に
陸
機
の
『
毛
詩
草
木
鳥
獣
虫
魚
疏
』
を
引
い
て
、

「
枸
樹
は
白
楊
に
似
た
り
、
子た
ね

有
り
て
樹
端
に
著
き
、
大
な
る
こ
と
指
の
如
し
」
と
い
う
。
こ
こ
は
そ
の
字
を
借
用
し
た
。
詩
の
意
は
、

親
指
を
言
う
）」
と
あ
る
。
枸
樹
は
白
楊
に
似
て
い
て
、
種
が
指
ほ
ど
の
大
き
さ
だ
、
と
い
う
『
詩
経
』
の
注
の
「
其
の
字
を
借
用

し
」
て
、
蓮
の
実
の
「
大
き
さ
は
指
ぐ
ら
い
」
か
ら
、「
大
指
＝
親
指
」
を
連
想
し
、
房
を
わ
っ
て
実
を
食
べ
て
い
る
と
「
母
の
慈
愛

を
想
う
」
と
発
想
が
飛
ん
で
し
ま
う
。
荒
井
氏
も
倉
田
氏
も
「
蓮
実
大
如
指
」
を
そ
の
ま
ま
「
蓮
の
実
は
大
き
さ
が
指
ほ
ど
あ
り
（
荒

井
）」「
蓮
の
実
の
大
き
さ
は
、
指
く
ら
い
で
（
倉
田
）」
と
訳
し
て
い
る
が
、「
大
指
」
が
親
指
で
あ
る
こ
と
抜
き
で
は
、
そ
の
あ
と
に
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「
母
」
へ
と
イ
メ
ー
ジ
が
つ
な
が
っ
て
い
か
な
い
。

こ
う
し
て
蓮
の
実
か
ら
母
親
を
連
想
し
た
ら
、
あ
と
は
房
の
中
に
実
が
並
ん
で
い
る
よ
う
す
は
「
兄
弟
を
想
う
」
に
な
り
、
芯
に
芽

が
あ
る
実
の
姿
は
「
子
ど
も
の
拳
の
よ
う
だ
」
と
な
り
、
房
を
わ
っ
て
実
を
と
り
だ
し
て
食
べ
な
が
ら
、
脳
裏
に
浮
か
ん
で
く
る
の
は

故
郷
の
家
族
で
あ
る
。

そ
の
家
族
を
詠
む
際
に
、「
子
ど
も
た
ち
が
門
ま
で
き
て
梨
や
棗
を
せ
が
む
姿
を
思
い
出
す
」
と
い
う
。
こ
れ
は
陶
淵
明
の
「
責
子

（
子
を
責
む
）」
に
「
通
子
垂
九
齢
、
但
覓
梨
与
栗
（
通
子	

九
齢
に
垂
な
ん
な
ん

と
す
る
に
、
但
だ
梨
と
栗
と
を
覓も
と
む

る
の
み
）」
と
あ
る
の
を

踏
ま
え
て
い
る
が
、
蓮
の
実
か
ら
、
同
じ
く
食
べ
る
実
と
し
て
、
梨
と
栗
を
連
想
し
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
陶
淵
明
の
ほ
う
は
「
勉
強

も
し
な
い
で
梨
や
栗
を
せ
が
む
ば
か
り
で
、
い
つ
ま
で
も
子
ど
も
っ
ぽ
く
て
困
っ
た
も
の
だ
」
と
い
う
実
際
の
体
験
、
感
情
を
う
た
っ

た
は
ず
だ
が
、
こ
れ
を
典
故
と
し
て
踏
ま
え
た
と
き
、
山
谷
の
子
供
も
そ
ろ
そ
ろ
勉
学
に
励
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
年
（
山
谷
自
身
に

は
七
歳
の
時
に
作
っ
た
と
い
う
詩
が
あ
る
）
な
の
か
、
門
ま
で
き
て
梨
や
栗
を
せ
が
ん
だ
こ
と
が
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
は
、
も

は
や
関
係
な
い
。「
幼
い
子
ど
も
の
小
さ
な
わ
が
ま
ま
、
そ
れ
に
目
を
細
め
る
父
親
」
の
ひ
と
つ
の
モ
チ
ー
フ
、
様
式
化
さ
れ
た
モ
チ

ー
フ
を
、
借
り
て
い
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
「
文
字
を
借
用
し
た
」
と
い
う
注
は
、
あ
ち
こ
ち
に
散
見
さ
れ
る
。
典
故
・
用
例
の
も
と
の
意
味
と
は
異
な
る
使
い
方

を
し
て
い
る
が
、
イ
メ
ー
ジ
が
そ
こ
で
大
き
く
飛
躍
し
て
い
く
ジ
ャ
ン
ピ
ン
グ
ボ
ー
ド
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
る
。

「
贛
上
食
蓮
有
感
」
は
そ
の
詩
題
か
ら
、
蓮
に
託
し
て
な
に
か
詠
い
た
い
も
の
が
あ
る
の
だ
と
分
か
る
が
、
蓮
の
実
を
食
べ
る
行
為

を
、
房
に
は
実
が
並
ん
で
い
て
、
房
を
わ
っ
て
実
を
取
り
出
す
と
、
実
に
は
芯
が
あ
る
、
と
い
う
具
合
に
動
作
の
ま
ま
時
系
列
に
そ
っ

て
描
写
す
る
の
で
、
詩
の
中
の
時
間
も
直
線
的
に
進
ん
で
い
く
。

蓮
の
実
は
甘
い
。
し
か
し
芯
は
苦
い
。
相
反
す
る
二
つ
の
味
覚
か
ら
、「
甘
飧
」
と
「
素
食
」
に
イ
メ
ー
ジ
が
飛
躍
す
る
。「
甘
飧
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（
甘
美
な
食
事
、
御
馳
走
）」
に
は
「
腊
毒
」
が
あ
る
。「
腊
毒
」
は
任
淵
注
に
「
国
語
曰
、
厚
味
実
腊
毒
（『
国
語
』
周
語
下
に
「
厚
味
、

実
は
腊
毒
な
り
」
と
あ
る
）」
を
引
く
。『
国
語
』
を
確
認
す
る
と
、「
高
位
寔
疾
顛
、
厚
味
寔
腊
毒
」
と
あ
り
、
韋
昭
の
注
に
「
腊
は

亟
な
り
」
と
あ
る
。
従
っ
て
「
甘
飧
」
は
た
だ
の
御
馳
走
で
は
な
く
、
高
位
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
腊
毒
は
猛
毒
の

こ
と
。
た
と
え
高
位
に
つ
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
猛
毒
だ
、
の
意
に
な
る
。
一
方
の
「
素
食
」
は
、
任
淵
注
に
「
伐
檀
詩
曰
、
不
素

飧
兮
（『
詩
経
』
魏
風
「
伐
檀
」
に
「
素
飧
せ
ず
」
と
あ
る
）」
と
い
う
。
功
労
が
な
い
の
に
褒
め
を
授
か
る
、
労
せ
ず
し
て
報
酬
を
得

る
こ
と
。
毛
伝
は
「
素
は
空
な
り
」
と
解
釈
し
、
陳
奐
の
疏
に
「
餐
は
猶
お
食
の
ご
と
し
」
と
あ
る
。

蓮
の
実
の
「
甘
」「
苦
」
か
ら
高
位
や
報
酬
の
「
甘
飧
」「
素
食
」
に
イ
メ
ー
ジ
が
つ
な
が
り
、
さ
ら
に
「
蓮
生
於
泥
中
、
不
与
泥
同

調
」
と
イ
メ
ー
ジ
が
広
が
る
。
任
淵
は
「
維
摩
経
曰
、
譬
如
高
原
陸
地
、
不
生
蓮
華
、
卑
湿
淤
泥
、
乃
生
此
華
（『
維
摩
詰
所
説
経
』

巻
中
「
仏
道
品
第
八
」
に
「
高
原
陸
地
の
よ
う
な
場
所
に
は
蓮
華
は
生
え
ず
、
卑
湿
淤
泥
な
と
こ
ろ
に
華
が
生
じ
る
」
と
あ
る
）」
を

引
い
て
、
低
く
じ
め
じ
め
し
た
泥
の
中
に
生
え
て
、
花
を
咲
か
せ
る
蓮
の
生
態
を
説
明
す
る
。
黄
庭
堅
は
「
贈
別
李
次
翁
」（『
山
谷
詩

集
注
』
巻
一
）
に
も
「
於
愛
欲
泥
、
如
蓮
生
塘
（
愛
欲
の
泥
に
於
い
て
、
蓮
の
塘
に
生
ず
る
が
如
し
）」
と
あ
り
、
仏
教
の
思
想
が
背

景
に
あ
る
が
、
官
界
を
泥
中
に
た
と
え
、
ひ
と
り
潔
白
の
身
を
自
負
し
た
屈
原
の
こ
と
も
思
い
起
こ
さ
れ
る
。

詩
の
最
後
は
、
故
郷
の
双
井
（
洪
州
分
寧
県
）
に
思
い
を
馳
せ
、
蓮
池
に
秋
風
が
渡
る
こ
ろ
、「
同
袍
子
（
袍
を
共
用
す
る
ほ
ど
の

戦
友
や
親
し
い
友
人
）」
と
一
緒
に
「
芙
蓉
裳
」
を
造
り
た
い
も
の
だ
、
と
な
る
が
、
こ
こ
も
「
袍
」
と
「
裳
」、
い
ず
れ
も
衣
服
で
、

言
葉
遊
び
的
な
要
素
が
あ
る
。
ま
た
芙
蓉
は
蓮
の
別
名
で
、
実
か
ら
始
ま
っ
た
こ
の
詩
は
蓮
の
花
で
終
わ
る
の
だ
が
、「
芙
蓉
裳
」
の

任
淵
注
は
「
離
騷
曰
、
製
芰
荷
以
為
衣
、
集
芙
蓉
以
為
裳
（「
離
騷
」
に
「
芰
荷
を
製
ち
て
以
て
衣
を
為
り
、
芙
蓉
を
集
め
て
以
て
裳

を
為
る
」
と
あ
る
）」
と
、
屈
原
を
引
く
。
芰
荷
は
菱
の
花
で
、
一
説
に
荷
の
花
と
す
る
。

蓮
の
実
を
食
べ
な
が
ら
、
時
間
軸
に
そ
っ
て
描
写
は
展
開
し
、
空
間
的
に
は
故
郷
に
思
い
を
馳
せ
、
時
間
的
に
は
屈
原
に
思
い
を
致
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す
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

三
、
歴
史
上
の
人
物
を
介
す
る

人
や
人
事
へ
の
関
心
が
高
い
と
さ
れ
る
黄
庭
堅
の
詩
で
あ
る
が
、
典
故
・
用
例
に
歴
史
上
の
人
物
が
登
場
す
る
と
、
現
実
の
人
物
と

歴
史
上
の
人
物
と
が
二
重
写
し
に
な
る
。
一
つ
の
空
間
に
、
二
つ
の
時
間
が
平
行
し
て
流
れ
る
よ
う
な
構
成
に
な
る
の
で
あ
る
。「
詠

史
呈
徐
仲
車
（
史
を
詠
じ
て
徐
仲
車
に
呈
す
）」（『
山
谷
詩
集
注
』
巻
一
）
を
見
て
み
よ
う
。

諸
葛
見
益
州
、　
　
　

諸
葛　

益
州
に
見ま
み

え

釈
耒
答
三
顧
。　
　
　

耒す
き

を
釈す

て
て
三
顧
に
答
う

川
流
恨
未
平
、　
　
　

川　

流
る
れ
ど
も　

恨
み
未
だ
平
ら
か
な
ら
ず

武
功
原
上
路
。　
　
　

武
功　

原
上
の
路

杜
微
対
諸
葛
、　
　
　

杜
微　

諸
葛
に
対
し

輿
致
但
求
去
。　
　
　

輿
し
て
致
す
も　

但
だ
去
る
を
求
む
る
の
み

傾
心
倚
経
綸
、　
　
　

心
を
傾
け
て
経
綸
に
倚
り

坐
上
漫
書
疏
。　
　
　

坐
上　

書
疏　

漫
た
り

白
鷗
渺
蒹
葭
、　
　
　

白
鷗　

蒹
葭
に
渺
と
し
て

霜
鶻
在
指
呼
。　
　
　

霜
鶻　

指
呼
に
在
り
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黄庭堅の詩路（詩的論理）について

借
問
諸
葛
公
、　
　
　

借
問
す　

諸
葛
公

如
何
迎
主
簿
。　
　
　

如
何
ぞ
主し
ゅ

簿ぼ

に
迎む
か

う
る

（
通
釈
）
諸
葛
亮
は
益
州
（
劉
備
）
と
会
い
、
鋤
を
棄
て
て
三
顧
の
礼
に
こ
た
え
た
。
い
ま
川
は
流
れ
る
が
恨
み
は
尽
き
な
い
、

魏
軍
を
滅
ぼ
せ
な
か
っ
た
武
功
県
の
五
丈
原
で
は
。
杜
微
は
諸
葛
亮
と
面
会
し
、
輿
で
招
か
れ
た
が
固
辞
し
た
。
諸
葛
亮
は
誠
意

を
尽
く
し
、
杜
微
の
見
識
や
徳
を
信
頼
し
て
、
そ
の
席
に
は
耳
の
聞
こ
え
な
い
杜
微
の
た
め
に
書
き
物
が
散
ら
ば
っ
た
。
白
い
鷗

は
人
里
離
れ
て
葦
の
生
え
る
水
辺
に
い
る
が
、
秋
の
鶻
（
た
か
）
は
呼
べ
ば
聞
こ
え
る
ほ
ど
の
近
さ
に
い
る
。
諸
葛
公
に
お
尋
ね

し
た
い
、
当
時
ど
の
よ
う
に
し
て
杜
微
を
主
簿
に
迎
え
た
の
か
。

詩
題
の
任
淵
注
に
「
元
注
曰
、
仲
車
以
聵
棄
官
。
哲
宗
実
録
曰
、
徐
積
、
楚
州
人
、
治
平
四
年
擢
進
士
第
。
事
母
孝
篤
、
郷
閭
化
之
。

積
字
仲
車
、
山
谷
同
年
生
也
」
と
あ
る
。
元
注
は
、
任
淵
が
も
と
に
し
た
『
豫
章
黄
先
生
文
集
』
に
元
か
ら
あ
っ
た
注
の
こ
と
。
た
だ

し
四
部
叢
刊
所
収
・
天
理
大
学
附
属
図
書
館
蔵
『
豫
章
黄
先
生
文
集
』
と
も
に
「
仲
車
以
聵
棄
官
」
の
注
は
な
く
、「
積
」
と
注
が
あ

る
。
任
淵
は
内
閣
文
庫
所
蔵
『
豫
章
先
生
文
集
』
の
系
統
の
版
本
に
拠
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
詩
は
欠
巻
の
た
め
残
っ
て
い

な
い
。「
聵
」
は
耳
が
聞
こ
え
な
い
こ
と
。
元
注
に
「
仲
車
は
耳
が
聞
こ
え
な
く
な
っ
て
官
を
辞
め
た
」
と
あ
り
、『
哲
宗
実
録
』（
散

佚
）
に
は
「
徐
積
は
楚
州
の
人
。
治
平
四
年
に
進
士
に
登
第
し
た
。
母
に
よ
く
仕
え
孝
行
で
、
郷
里
の
人
々
は
彼
に
感
化
さ
れ
た
」
と

あ
る
。
積
、
字
は
仲
車
、
黄
庭
堅
と
同
じ
年
に
進
士
に
合
格
し
た
、
と
任
淵
注
は
言
う
。

徐
積
（
一
〇
二
八
～
一
一
〇
三
）
は
楚
州
山
陽
（
今
の
江
蘇
省
淮
安
）
の
人
。『
宋
史
』
巻
四
五
九
に
伝
が
あ
り
、「
今
年
過
五
十
、

以
耳
疾
不
能
出
仕
（
今
年
五
十
歳
を
超
え
る
が
、
耳
の
病
気
の
た
め
に
出
仕
で
き
な
い
）」
と
あ
る
。
こ
の
詩
は
同
年
の
進
士
の
徐
積
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が
耳
の
病
気
の
た
め
に
出
仕
で
き
ず
に
故
郷
に
帰
っ
て
お
り
、
黄
庭
堅
が
神
宗
元
豊
三
年
（
一
○
八
○
）
初
、
北
京
教
授
を
辞
め
て
京

師
吏
部
に
赴
き
、
官
を
知
吉
州
太
和
県
に
改
め
ら
れ
て
、
秋
に
汴
京
か
ら
家
族
三
十
余
人
を
連
れ
て
任
地
へ
赴
く
途
中
、
楚
州
の
徐
積

を
訪
ね
て
政
事
に
つ
い
て
議
論
し
た
時
の
作
で
あ
る
。

「
杜
微
」
が
徐
積
を
指
し
て
い
る
と
わ
か
れ
ば
、
こ
の
詩
の
内
容
は
理
解
し
や
す
い
。
任
淵
注
は
『
蜀
志
』
諸
葛
亮
伝
や
先
主
伝

（
劉
備
の
伝
）、
杜
微
伝
を
引
い
て
、
史
実
を
追
っ
て
い
く
。
少
し
補
い
な
が
ら
ま
と
め
る
と
、
諸
葛
亮
は
劉
備
に
三
顧
の
礼
で
迎
え
ら

れ
、
武
功
県
の
五
丈
原
で
魏
軍
と
戦
っ
た
が
、
滅
ぼ
せ
な
か
っ
た
。
杜
微
は
益
州
牧
劉
璋
に
召
し
出
さ
れ
て
従
事
と
な
っ
た
人
物
で
、

荊
州
牧
だ
っ
た
劉
備
が
益
州
を
支
配
し
た
時
、
耳
が
聞
こ
え
な
い
と
称
し
て
門
を
閉
ざ
し
、
出
仕
し
な
か
っ
た
。
入
蜀
し
て
丞
相
と
な

っ
た
諸
葛
亮
が
益
州
牧
を
拝
領
す
る
と
、
徳
望
の
あ
る
老
臣
を
選
ん
で
迎
え
よ
う
と
し
、
杜
微
を
主
簿
に
と
願
っ
た
が
断
ら
れ
た
。
そ

こ
で
諸
葛
亮
は
馬
車
を
や
っ
て
杜
微
を
招
き
、
直
接
面
会
し
て
頼
ん
だ
。
杜
微
は
耳
が
聞
こ
え
な
い
と
い
う
の
で
、
席
上
で
は
す
べ
て

紙
に
書
き
記
し
た
。
誠
意
を
尽
く
し
て
説
得
し
て
、
杜
微
も
つ
い
に
は
承
諾
し
た
。
任
淵
は
「
仲
車
並
聾
、
故
以
此
事
戯
之
（
仲
車
も

耳
が
聞
こ
え
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
故
事
で
か
ら
か
っ
た
の
で
あ
る
）」
と
す
る
。

詩
の
最
後
に
、「
借
問
諸
葛
公
、
如
何
迎
主
簿
」
と
あ
っ
て
、
ど
う
す
れ
ば
徐
積
が
ま
た
「
耒
を
釈
て
」
て
、
杜
微
が
主
簿
と
な
る

こ
と
を
承
諾
し
た
よ
う
に
、
再
び
政
事
に
参
画
す
る
よ
う
に
な
る
か
、
諸
葛
公
に
教
え
て
も
ら
い
た
い
も
の
だ
、
と
結
ば
れ
る
。

一
貫
し
て
三
国
時
代
の
故
事
を
比
喩
と
し
て
い
る
本
詩
で
あ
る
が
、「
白
鷗
渺
蒹
葭
、
霜
鶻
在
指
呼
」
の
二
句
が
唐
突
で
、
わ
か
り

づ
ら
い）

8
（

。

任
淵
注
は
、「
白
鷗
渺
蒹
葭
、
霜
鶻
在
指
呼
。
借
問
諸
葛
公
、
如
何
迎
主
簿
」
の
四
句
に
対
し
て
、「
老
杜
詩
、
白
鷗
没
浩
蕩
、
万
里

誰
能
馴
。
又
詩
、
莫
作
翻
雲
鶻
、
聞
呼
向
禽
急
。
按
通
典
選
挙
門
、
陳
依
梁
制
、
諸
州
迎
主
簿
、
得
未
壮
而
仕
。
何
遜
詩
、
可
憐
双
白

鷗
、
朝
夕
水
上
遊
。
蒹
葭
字
見
詩
」
と
あ
る
。
杜
甫
の
「
奉
贈
韋
左
丞
二
十
二
韻
」
に
「
白
鷗	

浩
蕩
に
没
し
、
万
里	

誰
か
能
く
馴
ら
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黄庭堅の詩路（詩的論理）について

さ
ん
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
「
白
鷗
」
の
用
例
。
同
じ
く
杜
甫
の
「
送
率
府
程
録
事
還
郷
」
に
「
翻
雲
の
鶻
と
作
る
莫
れ
、
呼
を
聞
き
て

禽
に
向
か
う
こ
と
急
な
り
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
「
霜
鶻
」
の
用
例
。
鶻
は
タ
カ
の
こ
と
。『
通
典
』
巻
一
四
「
選
挙
門
」
に
「
陳
は
梁

の
制
度
に
依
っ
て
い
て
、（
三
十
歳
未
満
の
者
は
出
仕
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
策
試
に
合
格
し
た
者
に
限
っ
て
）
諸
州
で
主
簿
を
迎
え

る
の
に
、
ま
だ
三
十
歳
に
達
し
て
い
な
い
者
も
出
仕
で
き
た
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
「
迎
主
簿
」
の
説
明
。
主
簿
は
記
録
・
文
書
を
管
轄

す
る
官
。
何
遜
の
「
詠
白
鷗
兼
嘲
別
者
」（『
玉
台
新
詠
』
巻
五
）
に
「
憐
れ
む
べ
し
双
つ
な
が
ら
の
白
鷗
、
朝
夕	

水
上
に
遊
ぶ
」
と

あ
り
、
こ
れ
は
ま
た
「
白
鷗
」
の
用
例
。『
詩
経
』
国
風
・
秦
風
に
「
蒹
葭
」
詩
が
あ
り
、
こ
れ
は
「
蒹
葭
」
の
用
例
。「
字
見
～
（
文

字
は
～
に
見
え
る
）」
と
し
て
言
葉
の
用
例
を
示
す
の
み
で
内
容
に
触
れ
な
い
が
、『
詩
経
』
の
「
蒹
葭
」
は
遠
く
に
い
る
友
人
を
思
う

歌
で
あ
る
。

注
の
対
象
が
「
白
鷗
」「
霜
鶻
」「
迎
主
簿
」、
ま
た
「
白
鷗
」「
蒹
葭
」
と
や
や
交
錯
し
て
い
て
、
任
淵
『
山
谷
詩
集
注
』
二
十
巻
が

政
和
元
年
（
一
一
一
一
）
の
初
稿
完
成
か
ら
紹
興
二
十
五
年
（
一
一
五
五
）
の
刊
行
に
到
る
ま
で
、
幾
度
も
手
を
入
れ
、
必
ず
し
も
十

分
に
整
理
さ
れ
な
い
ま
ま
世
に
出
た
経
緯
が
分
か
る
の
だ
が
、「
白
鷗
渺
蒹
葭
、
霜
鶻
在
指
呼
」
の
解
釈
が
定
ま
っ
て
い
な
い
感
が
あ

る
。「

白
鷗
」
は
、「
演
雅
」（『
山
谷
詩
集
注
』
巻
一
）
に
も
出
て
く
る
。「
演
雅
」
は
全
四
十
句
の
長
篇
、
さ
ま
ざ
ま
な
動
植
物
の
特
徴

を
挙
げ
な
が
ら
人
間
社
会
を
風
刺
す
る
作
品
で
、
詩
の
最
後
の
二
句
が
、「
江
南
野
水
碧
於
天
、
中
有
白
鷗
閑
似
我
（
江
南
の
野
水	

天

よ
り
碧
く
、
中
に
白
鷗
有
り	

閑
な
る
こ
と
我
に
似
た
り
）」
で
あ
る
。
こ
の
注
に
任
淵
は
「
老
杜
詩
、
飄
零
何
所
似
、
天
地
一
沙
鷗

（
杜
甫
の
「
旅
夜
書
懐
」
に
「
飄
零	

何
の
似
る
所
ぞ
、
天
地	

一
沙
の
鷗
」
と
あ
る
）」
と
引
く
だ
け
だ
が
、「
白
鷗
」
と
い
え
ば
、「
奉

同
子
瞻
韻
寄
定
国
」（『
山
谷
詩
集
注
』
巻
七
）
の
「
老
驥
心
雖
在
、
白
鷗
盟
巳
寒
」
の
注
に
引
く
『
列
子
』
の
寓
話
が
思
い
起
こ
さ
れ

る
。
そ
こ
で
は
任
淵
は
『
列
子
』
の
ほ
か
に
『
文
選
』
所
収
の
江
淹
「
雑
体
詩
」
と
李
白
の
「
鳴
臯
歌
」
も
引
い
て
、「
山
谷
詩
諸
多



26

用
此
意
（
山
谷
詩
で
は
多
く
が
こ
の
意
で
用
い
ら
れ
る
）」
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
鷗
の
好
き
な
男
が
い
て
、
毎
日
浜
辺
で
鷗

と
遊
ん
だ
。
あ
る
日
、
父
親
に
そ
の
鷗
を
捕
ま
え
て
来
い
と
言
わ
れ
て
、
そ
の
つ
も
り
で
浜
辺
へ
行
く
と
、
そ
の
日
に
限
っ
て
鷗
は
一

羽
も
寄
っ
て
来
な
か
っ
た
。
こ
ち
ら
が
無
心
な
ら
ば
相
手
も
心
を
ゆ
る
す
が
、
邪
心
が
あ
る
と
す
ぐ
先
方
に
通
じ
て
失
敗
す
る
と
い
う

寓
話
で
あ
る
。
野
に
い
る
白
鷗
は
、
機
心
を
持
っ
て
近
づ
く
と
、
寄
っ
て
は
こ
な
い
。
逃
げ
て
し
ま
う
。

一
方
、
タ
カ
は
呼
べ
ば
聞
こ
え
る
ほ
ど
の
近
さ
に
い
る
。「
送
劉
季
展
従
軍
雁
門
二
首
」
其
一
（『
山
谷
詩
集
注
』
巻
一
）
に
、「
劉

郎
才
力
能
百
戦
、
蒼
鷹
下
韝
秋
未
晩
（
劉
郎
の
才
力	

能
く
百
戦
し
、
蒼
鷹	

韝
を
下
り
て	

秋	

未
だ
晩く

れ
ず
）」
と
あ
る
。
雁
門
に
従
軍

す
る
劉
季
展
に
対
し
て
、「
劉
君
の
才
力
は
百
戦
に
も
耐
え
ら
れ
る
。
鷹
は
鷹た
か

手た

貫ぬ
き

か
ら
飛
び
立
ち
、
戦
い
の
秋
は
ま
だ
終
わ
ら
な

い
」
と
励
ま
す
詩
で
あ
る
。「
蒼
鷹
」
は
鷹
。「
韝
」
は
鷹
狩
り
で
鷹
を
腕
に
と
ま
ら
せ
る
と
き
に
用
い
た
革
製
の
手
、
た
か
た
ぬ
き
。

野
に
い
る
白
鷗
の
よ
う
な
友
人
よ
、
君
は
ま
だ
ま
だ
鷹
の
よ
う
に
働
け
る
で
は
な
い
か
。
白
鷗
は
機
心
を
持
っ
て
近
づ
く
と
逃
げ
て

し
ま
う
が
、
諸
葛
公
は
ど
う
や
っ
て
杜
微
を
説
得
し
た
の
だ
ろ
う
、
私
も
な
ら
っ
て
君
を
説
得
し
、
ま
た
共
に
働
き
た
い
の
だ
、
と
い

う
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
二
句
の
よ
う
に
、「
文
脈
の
断
絶
」
に
見
え
る
箇
所
は
、
黄
庭
堅
が
ほ
か
の
詩
で
ど
の
よ
う
に
そ
の
言
葉
を
使
っ
て
い
る
か
見

て
い
く
と
、
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
山
谷
詩
を
読
む
カ
ギ
は
、
山
谷
詩
の
中
に
あ
る
。

黄
庭
堅
は
多
く
の
文
献
か
ら
字
句
を
選
ん
で
典
故
・
用
例
と
し
て
い
る
が
、
気
に
い
っ
た
典
故
・
用
例
は
繰
り
返
し
使
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
同
じ
テ
ー
マ
を
繰
り
返
し
詠
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

『
山
谷
詩
集
注
』
巻
一
か
ら
巻
五
ま
で
を
再
読
し
て
い
る
と
、
黄
庭
堅
に
は
詠
み
た
い
テ
ー
マ
が
い
く
つ
か
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

任
淵
の
注
本
は
編
年
に
な
っ
て
い
る
が
、
巻
一
か
ら
巻
五
ま
で
は
地
方
官
だ
っ
た
黄
庭
堅
が
元
豊
元
年
（
一
○
七
八
）、
三
十
四
歳
の

時
に
蘇
軾
に
寄
せ
た
詩
「
古
詩
二
首
上
蘇
子
瞻
」
か
ら
始
ま
り
、
巻
一
は
す
べ
て
地
方
官
時
代
の
作
品
、
巻
二
の
途
中
か
ら
都
に
上
っ
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た
後
の
作
品
に
な
り
、
黄
庭
堅
が
都
へ
到
着
し
た
の
が
元
豊
八
年
（
一
○
八
五
）
九
月
、
先
に
都
へ
呼
び
戻
さ
れ
て
い
た
蘇
軾
と
元
祐

元
年
（
一
○
八
六
）
年
初
に
は
じ
め
て
会
い
、
巻
五
ま
で
は
こ
の
年
の
作
品
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
作
品
に
は
、「
古
詩
二
首
上
蘇
子

瞻
」
が
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
自
分
と
同
じ
よ
う
に
不
遇
な
友
人
を
励
ま
す
詩
が
多
い
。
励
ま
し
方
は
、
い
ま
は
不
遇
で
も
い
ず
れ
活

躍
す
る
機
会
が
巡
っ
て
く
る
か
ら
、
一
心
に
読
書
し
よ
う
、
と
い
う
も
の
が
多
い
。

荒
井
健
氏
が
「
文
脈
の
断
絶
」
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
中
に
、「
送
王
郎
」（『
山
谷
詩
集
注
』
巻
一
）
の
「
江
山
万
里
頭
将
白
（
任

淵
注
本
は
千
里
俱
頭
白
に
作
る
）、
骨
肉
十
年
終
眼
青
」
が
あ
る
。
こ
の
二
句
に
つ
い
て
荒
井
氏
は
、「
骨
肉
の
情
は
、
十
年
の
歳
月
に

も
、
変
化
を
蒙
む
ら
ぬ
、
と
い
う
下
句
は
、
ま
ず
大
き
な
屈
折
は
み
と
め
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
上
句
に
は
甚
だ
し
い
飛
躍
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。「
江
山
」
と
「
頭
将
白
」
と
に
関
連
性
は
皆
無
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
間
に
あ
っ
て
両
者
を
つ
な
ぐ
べ
き
こ
と
ば
は
、

当
然
時
間
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
べ
き
は
ず
の
と
こ
ろ
へ
、
空
間
的
距
離
を
あ
ら
わ
す
「
万
里
」
が
用
い
ら
れ
、
そ
こ
に
生
ず
る
飛

躍
と
屈
折
を
埋
め
る
た
め
の
努
力
が
、
読
者
に
対
し
て
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
い
う）

9
（

。
だ
が
「
頭
は
白
く
な
っ
て
も
眼
は
青
い
」

と
い
う
対
比
は
、
杜
甫
の
詩
を
踏
ま
え
、
黄
庭
堅
（
だ
け
で
な
く
蘇
軾
も
）
大
好
き
で
、
詩
に
何
回
も
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
こ
れ
は
「
留
王
郎
」（『
山
谷
詩
集
注
』
巻
一
）
と
あ
わ
せ
て
読
む
と
、
よ
り
理
解
し
や
す
い
。
王
郎
は
、
王
純
亮
、
字
は
世

弼
、
黄
山
谷
の
妹
婿
。
詩
題
注
に
「
王
純
亮
、
字
世
弼
、
山
谷
之
妹
婿
。
見
於
黄
氏
世
譜
」
と
あ
る
。『
黄
氏
世
譜
』
は
、「
謝
答
聞
善

二
兄
九
絶
句
」（『
山
谷
詩
集
注
』
巻
一
五
）
の
詩
題
注
に
も
見
え
る
が
、
逸
書
か
。

「
留
王
郎
」「
送
王
郎
」
は
、
神
宗
元
豊
七
年
（
一
○
八
四
）、
黄
庭
堅
四
十
歳
、
監
徳
州
徳
平
鎮
（
今
の
山
東
省
商
河
県
徳
平
鎮
）

だ
っ
た
時
の
作
。
前
年
十
二
月
に
、
三
年
間
つ
と
め
た
知
吉
州
太
和
県
（
今
の
江
西
省
泰
和
県
）
の
任
を
解
か
れ
、
分
寧
の
家
に
戻
り
、

家
族
を
残
し
て
徳
平
に
向
か
っ
た
。
途
中
、
武
寧
に
寄
り
、
元
豊
七
年
初
、
金
陵
を
過
ぎ
、
鍾
山
に
王
安
石
を
訪
ね
る
。
三
月
、
揚
州

を
過
ぎ
て
泗
州
に
至
り
、「
発
願
文
」
を
作
る
。
潁
昌
（
治
所
は
今
の
河
南
省
許
昌
市
）
で
陳
師
道
と
遭
い
、
詩
を
応
酬
し
、
陳
師
道
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は
山
谷
門
下
と
な
っ
た
。
汴
京
に
し
ば
ら
く
逗
留
し
、
六
月
か
ら
七
月
に
徳
州
に
着
く
。
子
の
相
は
、
こ
の
年
に
生
ま
れ
た
。

　
　

留
王
郎
（
王
郎
を
留
む
）

河
外
吹
沙
塵
、　
　
　

河
外　

沙
塵
吹
き

江
南
水
無
津
。　
　
　

江
南　

水
に
津
無
し

骨
肉
常
万
里
、　
　
　

骨
肉　

常
に
万
里

寄
声
何
由
頻
。　
　
　

声
を
寄
す
る
こ
と
何
に
由
り
て
か
頻
り
な
る

我
随
簡
書
来
、　
　
　

我　

簡
書
に
随
っ
て
来
た
り

顧
影
将
一
身
。　
　
　

影
を
顧
み
る
も
一
身
を
将ひ
き

い
る
の
み

留
我
左
右
手
、　
　
　

我
が
左
右
の
手
を
留
め

奉
承
白
頭
親
。　
　
　

白
頭
の
親
に
奉
承
せ
し
む

小
邦
王
事
略
、　
　
　

小
邦　

王
事　

略
に
し
て

虫
鳥
声
無
人
。　
　
　

虫
鳥　

声
に
人
無
し

王
甥
解
鞍
馬
、　
　
　

王
甥　

鞍
馬
を
解
き

夜
語
鶏
喚
晨
。　
　
　

夜
語
り
て　

鶏　

晨
を
喚
ぶ

母
慈
家
人
肥
、　
　
　

母
は
慈
し
み
て
家
人
肥
え

女
恵
男
垂
紳
。　
　
　

女
は
恵さ
と

く
し
て
男
は
紳
を
垂
る

有
田
為
酒
事
、　
　
　

田
有
り
て　

酒
事
を
為
し
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豚
韭
及
秋
春
。　
　
　

豚
韭　

秋
春
に
及
ぶ

生
涯
得
如
此
、　
　
　

生
涯　

此
く
の
如
き
を
得
れ
ば

旧
学
更
光
新
。　
　
　

旧
学　

更
に
光
新
た
な
り

索
去
何
草
草
、　
　
　

去
ら
ん
こ
と
を
索
め
て
何
ぞ
草
草
た
る

小
留
慰
艱
勤
。　
　
　

小し
ば

ら
く
留
ま
り
て
艱
勤
を
慰
め
よ

百
年
才
一
炊
、　
　
　

百
年　

才わ
ず

か
に
一
炊

六
籍
経
幾
秦
。　
　
　

六
籍　

幾
秦
を
か
経
た
る

要
知
胸
中
有
、　
　
　

知
る
を
要も
と

む　

胸
中
の

不
与
迹
同
陳
。　
　
　

迹
と
同
に
陳
び
ざ
る
有
る
を

郢
人
懐
妙
質
、　
　
　

郢え
い
ひ
と人　

妙
質
を
懐
く

聊
欲
運
吾
斤
。　
　
　

聊
か
吾
が
斤
を
運め
ぐ

ら
さ
ん
と
欲
す

（
通
釈
）
こ
こ
黄
河
の
北
で
は
砂
塵
が
吹
く
が
、
故
郷
の
江
南
は
豊
か
な
水
が
果
て
し
な
く
広
が
っ
て
い
る
。
肉
親
は
い
つ
も
万

里
の
か
な
た
に
離
れ
て
い
て
、
手
紙
を
送
り
た
い
が
頻
繁
に
は
で
き
な
い
。
私
は
命
令
書
に
よ
っ
て
こ
こ
に
赴
任
し
て
き
た
の
だ

が
、
随
っ
て
い
る
の
は
影
ば
か
り
。
私
の
左
右
の
手
（
兄
弟
）
は
故
郷
に
と
ど
め
て
、
年
老
い
た
親
に
仕
え
さ
せ
て
い
る
。
小
さ

な
町
で
は
政
務
も
忙
し
く
な
く
、
虫
や
鳥
の
声
ば
か
り
で
人
々
の
声
も
聞
こ
え
な
い
。
王
く
ん
は
旅
の
馬
か
ら
下
り
ら
れ
、
夜
通

し
語
り
合
い
、
鶏
が
夜
明
け
を
告
げ
る
と
き
に
な
っ
た
。
母
は
慈
愛
深
く
、
家
の
も
の
は
元
気
で
、
娘
は
賢
く
、
息
子
は
大
帯
を

し
め
る
ま
で
に
な
っ
た
と
の
こ
と
。
田
が
あ
る
の
で
そ
の
穀
物
で
酒
を
造
り
、
先
祖
の
お
祭
り
に
当
た
っ
て
は
春
に
は
韭
を
、
秋
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に
は
豚
を
お
供
え
し
て
い
る
そ
う
だ
。
生
涯
こ
の
よ
う
に
過
ご
し
て
い
れ
ば
、
む
か
し
学
ん
だ
学
問
は
い
っ
そ
う
輝
き
を
新
た
に

す
る
だ
ろ
う
。
君
は
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
慌
て
て
い
と
ま
ご
い
を
な
さ
る
の
か
。
ま
あ
も
う
少
し
留
ま
っ
て
、
私
の
苦
労
を
慰
め

て
く
だ
さ
い
。
人
生
百
年
の
栄
華
も
わ
ず
か
に
黄
粱
一
炊
の
夢
。
経
典
で
さ
え
秦
の
焚
書
に
限
ら
ず
幾
た
び
も
途
絶
え
そ
う
な
目

に
遭
っ
て
き
た
。
だ
が
知
っ
て
く
だ
さ
い
、
胸
の
中
の
学
問
は
、
書
物
の
跡
と
と
も
に
古
び
る
こ
と
は
な
い
と
。
郢
人
（
王
く

ん
）
は
す
ば
ら
し
い
素
質
を
お
持
ち
だ
か
ら
、
匠
石
（
私
）
も
い
さ
さ
か
斧
（
詩
作
の
腕
）
を
ふ
る
っ
て
み
た
い
。

　
　

送
王
郎
（
王
郎
を
送
る
）

酌
君
以
蒲
城
桑
落
之
酒
、　
　
　

君
に
酌
む
に
蒲
城
桑
落
の
酒
を
以
て
し

泛
君
以
湘
纍
秋
菊
之
英
。　
　
　

君
と
泛
ぶ
る
に
湘
累
秋
菊
の
英は
な

を
以
て
す

贈
君
以
黟
川
点
漆
之
墨
、　
　
　

君
に
贈
る
に
黟
川
点
漆
の
墨
を
以
て
し

送
君
以
陽
関
墮
涙
之
声
。　
　
　

君
を
送
る
に
陽
関
墮
涙
の
声
を
以
て
す

酒
澆
胸
次
之
磊
隗
、　
　
　
　
　

酒
は
胸
次
の
磊
隗
た
る
を
澆そ
そ

ぎ

菊
制
短
世
之
頽
齢
。　
　
　
　
　

菊
は
短
世
の
頽
齢
を
制と
ど

め
ん

墨
以
伝
万
古
文
章
之
印
、　
　
　

墨
は
以
て
万
古
文
章
の
印
を
伝
え

歌
以
写
一
家
兄
弟
之
情
。　
　
　

歌
は
以
て
一
家
兄
弟
の
情
を
写の
ぞ

か
ん

江
山
千
里
俱
頭
白
、　
　
　
　
　

江
山
千
里　

俱
に
頭
は
白
く
な
る
と
も

骨
肉
十
年
終
眼
青
。　
　
　
　
　

骨
肉
十
年　

終
に
眼
は
青
し

連
床
夜
語
鶏
戒
暁
、　
　
　
　
　

連
床　

夜
語
し
て　

鶏　

暁
を
戒つ
ぐ

む
も
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書
囊
無
底
談
未
了
。　
　
　
　
　

書
囊　

底
無
く　

談
じ
て
未
だ
了お
わ

ら
ず

有
功
翰
墨
乃
如
此
、　
　
　
　
　

翰
墨
に
功
有
る
こ
と
乃
ち
此
の
如
し

何
恨
遠
別
音
書
少
。　
　
　
　
　

何
ぞ
恨
ま
ん　

遠
別
し
て
音
書
少ま
れ

な
る
を

炊
沙
作
糜
終
不
飽
、　
　
　
　
　

沙
を
炊
い
て
糜
を
作
ら
ば
終
に
飽
か
ず

鏤
氷
文
章
費
工
巧
。　
　
　
　
　

氷
に
文
章
を
鏤ち
り
ば

む
る
は
工
巧
を
費
や
さ
ん

要
須
心
地
收
汗
馬
、　
　
　
　
　

心
地
に
汗
馬
を
収
め
ん
こ
と
を
要よ
う

須し
ゅ

せ
ば

孔
孟
行
世
日
杲
杲
。　
　
　
　
　

孔
孟　

世
に
行
わ
れ
て
日
に
杲
杲
た
ら
ん

有
弟
有
弟
力
持
家
、　
　
　
　
　

弟
有
り
弟
有
り　

力
め
て
家
を
持
し

婦
能
養
姑
供
珍
鮭
。　
　
　
　
　

婦
は
能
く
姑
を
養
い
珍
鮭
を
供
す

児
大
詩
書
女
糸
麻
、　
　
　
　
　

児
は
大
な
り
て
詩
書　

女
は
糸
麻

公
但
読
書
煮
春
茶
。　
　
　
　
　

公
は
但
だ
書
を
読
み
春
茶
を
煮
よ

（
通
釈
）
君
と
蒲
城
の
桑
落
の
酒
を
酌
み
交
わ
し
、
君
と
屈
原
が
食
し
た
と
い
う
秋
菊
の
花
を
浮
か
べ
よ
う
。
君
に
黟
川
の
漆
の

如
き
墨
を
贈
り
、
君
を
陽
関
の
涙
が
堕
ち
る
曲
で
送
ろ
う
。
酒
は
胸
の
う
ち
に
た
ま
っ
た
も
の
を
洗
い
流
し
、
菊
は
短
い
命
が
衰

え
る
こ
と
を
と
ど
め
る
だ
ろ
う
。
墨
は
ふ
た
り
の
暗
黙
の
思
い
を
長
く
文
章
で
伝
え
、
歌
は
一
家
兄
弟
の
憂
い
の
情
を
は
ら
す
だ

ろ
う
。
江
山
千
里
も
離
れ
て
と
も
に
髪
は
白
く
な
っ
た
が
、
肉
親
は
十
年
離
れ
て
い
て
も
心
が
結
ば
れ
て
い
た
。
寝
台
を
並
べ
て

夜
通
し
語
り
、
鶏
が
暁
を
告
げ
た
。
話
題
に
す
る
書
物
は
限
り
な
く
、
話
は
い
つ
ま
で
も
終
わ
ら
な
い
。
あ
な
た
の
学
問
の
功
績

が
す
ば
ら
し
い
と
分
か
っ
た
か
ら
、
遠
く
離
れ
て
音
信
が
少
な
か
っ
た
こ
と
を
恨
み
は
し
な
い
。
砂
を
炒
っ
て
粥
を
作
っ
て
も
結
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局
は
腹
い
っ
ぱ
い
に
な
ら
な
い
し
、
氷
に
文
章
を
刻
む
の
は
無
駄
骨
で
あ
る
。
心
に
汗
馬
を
収
め
よ
う
と
努
力
し
て
こ
そ
、
孔
子

孟
子
の
道
は
世
に
行
わ
れ
て
日
に
輝
く
の
だ
ろ
う
。
弟
が
い
る
、
弟
が
い
る
。
家
を
よ
く
守
っ
て
い
る
。
そ
の
妻
は
よ
く
母
の
世

話
を
し
、
山
海
の
珍
味
を
膳
に
の
せ
る
。
男
児
は
生
長
し
て
学
問
を
し
、
女
児
は
裁
縫
を
す
る
。
あ
な
た
は
悠
々
と
書
物
を
読
み
、

春
の
新
茶
を
飲
ん
で
過
ご
さ
れ
よ
。

「
送
王
郎
」
の
「
江
山
千
里
俱
頭
白
、
骨
肉
十
年
終
眼
青
」
は
、「
留
王
郎
」
の
「
河
外
吹
沙
塵
、
江
南
水
無
津
。
骨
肉
常
万
里
、
寄

声
何
由
頻
」「
我
随
簡
書
来
、
顧
影
将
一
身
。
留
我
左
右
手
、
奉
承
白
頭
親
」
を
承
け
て
の
表
現
で
あ
る
。「
骨
肉
（
家
族
）」
の
い
る

故
郷
の
水
豊
か
な
江
南
の
「
江
山
」
と
、
任
地
の
沙
塵
舞
う
北
方
河
外
の
地
は
、
空
間
的
に
「
千
里
」
も
「
万
里
」
も
離
れ
て
い
る
。

手
紙
を
寄
せ
る
の
も
容
易
で
は
な
い
距
離
を
、
自
分
は
「
簡
書
（
天
子
の
命
令
書
）」
で
や
っ
て
き
た
。「
影
」
だ
け
を
「
一
身
」
に
連

れ
て
、
故
郷
に
「
左
右
手
（
兄
弟
、
こ
こ
は
妹
婿
の
王
純
亮
を
い
う
）」
を
残
し
、「
白
頭
」
の
「
親
」
の
世
話
を
頼
ん
で
。
そ
こ
へ
王

く
ん
が
訪
ね
て
き
た
。
故
郷
の
家
族
の
様
子
を
聞
く
に
、
貧
し
い
な
が
ら
も
き
ち
ん
と
先
祖
を
祭
り
、
親
に
孝
行
を
尽
く
し
、
子
ら
を

育
て
て
い
る
。

黄
庭
堅
と
王
純
亮
は
学
友
だ
っ
た
よ
う
で
、「
読
書
（
学
問
に
励
む
）」
に
つ
い
て
も
多
く
語
ら
れ
る
。「
留
王
郎
」
の
最
後
の
二
句

「
郢
人
懐
妙
質
、
聊
欲
運
吾
斤
」
は
、
黄
庭
堅
が
好
ん
で
使
う
典
故
で
、『
荘
子
』
徐
無
鬼
篇
に
見
え
る
故
事
で
あ
る
。

荘
子
過
恵
子
之
墓
、
謂
従
者
曰
、
郢
人
堊
漫
其
鼻
端
、
若
蠅
翼
、
使
匠
石
斵
之
。
匠
石
運
斤
成
風
、
聴
而
斵
之
、
尽
堊
而
鼻
不
傷
。

郢
人
立
不
失
容
。
宋
元
君
聞
之
、
召
匠
石
曰
、
嘗
試
為
我
為
之
。
匠
石
曰
、
臣
則
嘗
能
斵
之
。
雖
然
、
臣
之
質
死
久
矣
、
自
夫
子

之
死
也
、
吾
無
以
為
質
矣
。
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荘
子
が
恵
子
の
墓
を
過
っ
た
時
、
従
者
を
顧
み
て
言
っ
た
。「
左
官
が
白
い
壁
土
を
蝿
の
羽
ほ
ど
の
薄
さ
で
鼻
の
さ
き
に
塗
り
、

大
工
の
名
人
匠
石
に
こ
れ
を
削
ら
せ
た
。
匠
石
は
斤
を
す
ば
や
く
ビ
ュ
ー
っ
と
振
る
い
、
左
官
は
や
る
に
ま
か
せ
た
。
壁
土
は

す
っ
か
り
削
り
落
と
さ
れ
た
が
鼻
に
は
か
す
り
傷
ひ
と
つ
無
か
っ
た
。
左
官
も
じ
っ
と
立
っ
た
ま
ま
顔
色
一
つ
変
え
な
か
っ
た
。

こ
の
話
を
宋
の
元
君
が
聞
き
、
匠
石
を
呼
ん
で
『
ひ
と
つ
私
の
た
め
に
も
う
一
度
そ
の
芸
を
や
っ
て
く
れ
』
と
い
っ
た
。
す
る

と
匠
石
は
『
私
は
以
前
こ
れ
を
う
ま
く
削
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
私
が
芸
を
や
る
こ
と
の
で
き
た
相
棒
は
死
ん
で

も
う
か
な
り
に
な
り
ま
す
（
も
う
腕
を
振
る
う
こ
と
は
か
な
い
ま
せ
ん
）』
と
言
っ
た
。（
私
に
し
て
も
同
じ
こ
と
だ
。）
恵
施

先
生
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
て
か
ら
、
私
の
好
敵
手
に
な
っ
て
く
れ
る
者
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。（
だ
か
ら
議
論
の
妙

を
尽
く
す
事
が
で
き
な
い
。）」

「
汗
馬
（
汗
血
馬
）」
の
よ
う
に
何
年
も
「
読
書
」
す
る
、
年
を
と
っ
て
「
俱
に
頭
白
」
に
な
っ
て
も
、「
終
に
青
眼
」
で
。
同
じ
よ

う
に
学
問
に
励
む
相
手
が
い
る
。
た
と
え
い
ま
不
遇
で
あ
ろ
う
と
も
、
気
に
病
む
必
要
は
な
い
。
こ
れ
は
「
古
詩
二
首
上
蘇
子
瞻
」
に

も
出
て
き
た
テ
ー
マ
で
あ
る
。
こ
の
文
脈
の
中
で
「
江
山
千
里
俱
頭
白
、
骨
肉
十
年
終
眼
青
」
を
読
む
と
、
さ
ほ
ど
唐
突
な
感
じ
は
し

な
い
。

「
留
王
郎
」
の
「
六
籍
経
幾
秦
」
も
少
し
分
か
り
づ
ら
い
が
、
任
淵
注
に
「
王
介
甫
虔
州
学
記
曰
、
周
道
微
、
不
幸
而
有
秦
、
焼
詩

書
、
殺
学
士
。
然
是
心
非
独
秦
也
、
当
孔
子
時
、
既
有
欲
毀
郷
校
者
矣
。
介
甫
又
有
桃
源
行
曰
、
天
下
紛
紛
経
幾
秦
（
王
安
石
、
字
は

介
甫
の
「
虔
州
学
記
」
に
「
周
の
道
が
衰
微
し
た
の
は
不
幸
で
あ
っ
た
。
秦
が
詩
書
を
焼
き
、
学
者
を
殺
し
た
い
わ
ゆ
る
焚
書
坑
儒
が

あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
心
性
は
た
だ
秦
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
孔
子
の
時
に
も
、
既
に
郷
校
を
破
壊
し
よ
う
と
い
う
動
き

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
あ
る
。
介
甫
は
ま
た
「
桃
源
行
」
で
、「
天
下
紛
紛
と
し
て
幾
つ
の
秦
を
経
た
る
」
と
い
う
）」
と
あ
る
。
黄
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庭
堅
は
「
晁
張
和
答
覯
覯
五
言
予
亦
次
韻
」（『
山
谷
詩
集
注
』
巻
六
）
に
も
、「
自
古
非
一
秦
、
六
籍
蓋
多
難
（
古
よ
り
一
秦
に
非
ず
、

六
籍	
蓋
し
難
多
し
）」
と
、
儒
学
を
修
め
る
困
難
を
詠
っ
て
い
る
。

四
、
山
谷
詩
の
時
空
―
詞
と
比
べ
て

黄
庭
堅
の
詩
を
い
く
つ
か
読
み
な
が
ら
、
時
間
と
空
間
が
ど
う
設
定
さ
れ
て
い
る
の
か
見
て
き
た
。
黄
庭
堅
の
場
合
は
、
自
然
や
事

物
を
描
写
し
て
い
る
よ
う
で
い
て
、
実
は
人
や
人
事
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
時
間
・
空
間
と
あ
わ
せ
て
人
物
を
追

っ
て
い
く
と
、「
詩
路
」
を
見
失
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
思
う
。
典
故
が
ふ
ん
だ
ん
に
使
わ
れ
、
用
例
が
幅
広
い
分
野
に
及
ぶ
の
で
、

典
故
・
用
例
に
登
場
す
る
人
物
や
場
所
に
よ
っ
て
、
詩
中
の
時
間
や
空
間
も
過
去
や
他
所
に
移
動
す
る
。
移
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

詩
は
時
間
的
に
、
あ
る
い
は
空
間
的
に
、
重
層
的
な
意
味
を
持
ち
な
が
ら
展
開
し
て
い
く
。
こ
れ
は
典
故
や
用
例
を
用
い
る
詩
の
ほ
と

ん
ど
に
言
え
る
こ
と
で
、
こ
の
効
果
を
狙
っ
て
典
故
・
用
例
が
用
い
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
任
淵
の
注
な
ど
に
よ
っ
て
、
字
句
の
裏
に
ど
の
よ
う
な
典
故
・
用
例
が
あ
る
の
か
分
か
れ
ば
、
ま
た
黄
庭
堅
が
ほ
か
の
作
品

で
ど
の
よ
う
に
そ
の
言
葉
を
使
っ
て
い
る
の
が
分
か
れ
ば
、「
文
脈
の
断
絶
」
に
見
え
る
詩
の
み
ち
す
じ
、「
詩
路
」
が
見
え
て
く
る
。

そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
作
品
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
黄
庭
堅
の
詩
の
場
合
、
時
間
軸
が
あ
ま
り
揺
れ
ず
、
基
本
的
に
時
間
の

流
れ
は
過
去
か
ら
現
在
（
語
り
手
の
）
に
向
か
っ
て
直
線
的
に
進
ん
で
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。「
古
詩
二
首
上
蘇
子

瞻
」
の
梅
の
実
し
か
り
、「
贛
上
食
蓮
有
感
」
の
蓮
の
実
を
食
べ
る
動
作
も
然
り
。「
詠
史
呈
徐
仲
車
」
の
描
写
も
、
歴
史
上
の
出
来
事

の
時
間
の
流
れ
に
そ
っ
て
叙
述
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
が
山
谷
詩
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
黄
庭
堅
と
活
動
の
時
期
が
ほ
ぼ
重
な
る
周
邦
彦
（
一
○
五
六
～
一
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一
二
一
、
字
は
美
成
）
の
詞
の
構
成
と
比
べ
て
み
る
。
黄
庭
堅
は
旧
法
党
、
周
邦
彦
は
新
法
党
と
見
な
さ
れ
、
政
治
的
に
は
活
躍
し
た

時
期
が
互
い
違
い
に
な
る
が
、
典
故
を
好
ん
で
使
っ
た
と
は
周
邦
彦
の
詞
に
つ
い
て
も
評
さ
れ
る
こ
と
で
、
張
炎
『
詞
源
』
下
巻
「
雑

論
」
に
「
美
成
詞
只
当
看
他
渾
成
処
。
於
軟
媚
中
有
気
魄
、
採
唐
詩
融
化
如
自
己
者
、
乃
其
所
長
（
美
成
詞
は
只
だ
当
に
他
の
渾
成
す

る
処
を
見
る
べ
し
。
軟
媚
の
中
に
於
い
て
気
魄
有
り
、
唐
詩
を
採
り
て
融
化
す
る
こ
と
自
己
の
如
き
者
は
、
乃
ち
其
の
長
ず
る
所
な

り
）」
と
あ
る）
（1
（

。

詞
で
は
同
じ
メ
ロ
デ
ィ
を
複
数
回
歌
う
こ
と
が
あ
り
、
よ
く
あ
る
双
調
（
二
回
繰
り
返
す
）
の
場
合
、
前
段
が
叙
景
、
後
段
が
叙
情

と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
「
領
字
」
と
呼
ば
れ
る
手
法
が
あ
り
、「
念
…
」「
想
…
」
な
ど
を
契
機
に
、
詞
中
の

時
間
や
空
間
が
大
き
く
展
開
す
る
。

周
邦
彦
の
詞
の
中
か
ら
、
小
序
に
「
詠
梅
（
梅
を
詠
む
）」
と
あ
る
「
花
犯
」
を
見
て
み
よ
う
。

粉
牆
低
、
梅
花
照
眼
、
依
然
旧
風
味
。

　

粉
牆
低
く　

梅
花　

眼
を
照
ら
し　

依
然
と
し
て
旧
風
味

露
痕
軽
綴
。

　

露
痕　

軽
く
綴
る

疑
浄
洗
鉛
華
、
無
限
佳
麗
。

　

疑
う
ら
く
は
鉛
華
を
浄
洗
せ
し　

無
限
の
佳
麗
か
と

去
年
勝
賞
曾
孤
倚
、
氷
盤
共
燕
喜
。

　

去
年
の
勝
賞　

曾
て
孤ひ
と

り
倚
り　

氷
盤　

燕
喜
を
共
に
す
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更
可
惜
・
雪
中
高
士
、
香
篝
熏
素
被
。

　

更
に
惜
し
む
べ
し　

雪
中
の
高
士　

香
篝
に
素
被
を
熏
ず
る
を

今
年
対
花
最
匆
匆
、
相
逢
似
有
恨
、
依
依
愁
悴
。

　

今
年　

花
に
対
し　

最
も
匆
匆
た
り　

相
い
逢
う
は
限
り
有
る
に
似
て　

依
依
と
し
て
愁
悴
す

吟
望
久
、
青
苔
上
、
旋
看
飛
墜
。

　

吟
望
す
る
こ
と
久
し　

青
苔
の
上　

旋た
ち
ま

ち
飛
び
墜
つ
る
を
看
る

相
将
見
・
脆
円
薦
酒
、
人
正
在
、
空
江
煙
浪
裏
。

　

相
い
将
い
て　

脆
円　

酒
に
薦
む
る
を
見
る
に　

人
は
正
に
空
江
煙
浪
の
裏う
ち

に
在
り

但
夢
想
・
一
枝
瀟
灑
、
黄
昏
斜
照
水
。

　

但
だ
夢
想
す　

一
枝
の
瀟
灑　

黄
昏　

斜
め
に
水
を
照
ら
す
を

（
通
釈
）
白
い
壁
が
低
く
、
梅
の
花
が
ま
ぶ
し
い
。
昔
の
ま
ま
の
風
情
。
露
の
あ
と
が
軽
く
残
り
、
お
し
ろ
い
を
洗
っ
た
、
た
く

さ
ん
の
美
女
の
よ
う
。
去
年
、
こ
の
す
ば
ら
し
い
風
景
を
ひ
と
り
で
楽
し
ん
だ
。
氷
盆
に
置
か
れ
た
梅
の
枝
と
、
と
も
に
宴
飲
し

た
。
惜
し
む
べ
し
、
そ
の
姿
は
雪
中
に
門
を
閉
ざ
し
て
横
に
な
っ
て
い
た
古
い
に
し
え

の
高
士
の
よ
う
に
、
ひ
っ
そ
り
と
雪
を
か
ぶ
っ
て

香
り
を
放
っ
て
い
た
。

今
年
、
あ
わ
た
だ
し
く
花
を
目
の
前
に
す
る
。
逢
瀬
は
限
り
有
る
に
似
て
、
い
つ
ま
で
も
愁
い
疲
れ
る
。
し
ば
ら
く
吟
詠
し
な

が
ら
見
て
い
る
と
、
コ
ケ
の
上
に
さ
っ
と
花
が
散
り
落
ち
た
。
丸
く
な
っ
た
青
い
実
を
酒
の
ア
テ
に
す
る
季
節
が
や
っ
て
く
る
頃
、
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私
は
渺
茫
と
し
た
江
湖
に
い
て
、
た
だ
夢
の
中
で
思
う
の
だ
ろ
う
、
瀟
洒
な
梅
の
一
枝
が
、
水
面
に
の
び
、
夕
陽
が
斜
め
に
さ
し

か
か
る
の
を
。

時
間
は
、「
粉
牆
低
、
梅
花
照
眼
、
依
然
旧
風
味
。
露
痕
軽
綴
。
疑
浄
洗
鉛
華
、
無
限
佳
麗
」
は
現
在
。「
去
年
…
」
と
明
示
さ
れ
て
、

「
去
年
勝
賞
曾
孤
倚
、
氷
盤
共
燕
喜
。
更
可
惜
・
雪
中
高
士
、
香
篝
熏
素
被
」
は
過
去
。
後
段
の
冒
頭
「
今
年
…
」
と
明
示
さ
れ
て
、

ま
た
現
在
へ
戻
る
。「
今
年
対
花
」
が
語
り
手
の
現
在
の
時
間
で
あ
る
。
梅
の
花
が
咲
い
て
い
る
時
節
で
、
思
い
出
の
中
の
梅
も
、
ま

だ
雪
の
降
る
頃
に
咲
い
た
花
を
愛
で
た
の
で
あ
る
。「
氷
盤
」
と
あ
る
が
、
黄
庭
堅
の
「
古
詩
二
首
上
蘇
子
瞻
」
其
一
に
も
あ
っ
た
よ

う
に
、
本
来
は
夏
に
梅
の
実
を
盛
っ
て
味
わ
う
の
で
あ
る
が
、
前
段
で
は
季
節
は
冬
末
春
初
、
花
を
つ
け
た
枝
を
盛
っ
て
い
る
。
そ
れ

が
こ
の
詞
の
妙
所
で
も
あ
る
。

後
段
の
季
節
は
、
春
の
終
わ
り
で
あ
る
。
花
は
あ
わ
た
だ
し
く
散
り
、
青
い
苔
の
上
に
点
々
と
落
ち
る
。
苔
の
青
さ
は
梅
の
実
の
青

さ
へ
と
イ
メ
ー
ジ
が
つ
な
が
り
、「
相
将
見
・
脆
円
薦
酒
」
は
氷
盤
に
梅
の
実
を
盛
る
頃
、
未
来
へ
と
時
間
が
飛
ぶ
。
そ
の
こ
ろ
自
分

は
、
こ
こ
に
は
も
う
い
な
い
。
き
っ
と
夢
の
中
で
今
日
の
こ
の
光
景
を
思
い
出
す
の
だ
ろ
う
。

一
方
で
黄
庭
堅
の
詞
は
、
慢
詞
（
長
篇
）
で
あ
っ
て
も
、
時
間
の
流
れ
は
一
定
で
、
直
線
的
に
進
ん
で
い
く
。
小
序
に
「
茶
」
と
あ

る
「
満
庭
芳
」
を
見
て
み
よ
う
。

北
苑
春
風
、
方
圭
円
璧
、
万
里
名
動
京
関
。

　

北
苑
の
春
風　

方
圭
と
円
璧
と　

万
里　

名
は
京
関
を
動
か
す

碎
身
粉
骨
、
功
合
上
凌
煙
。
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身
を
碎
き
骨
を
粉
に
し
て　

功
は
合
に
凌
煙
に
上
る
べ
し

尊
俎
風
流
戦
勝
、
降
春
睡
、
開
拓
愁
辺
。

　

尊
俎
の
風
流　

戦
い
て
勝
ち　

春
睡
を
降
し　

愁
辺
を
開
拓
す

繊
繊
捧
、
研
膏
濺
乳
、
金
縷
鷓
鴣
斑
。

　

繊
繊
と
し
て
捧
げ
ば　

研
膏　

乳
を
濺
ぐ
が
ご
と
く　

金
縷　

鷓
鴣
の
斑

相
如
雖
病
渇
、
一
觴
一
詠
、
賓
有
群
賢
。

　

相
如　

渇
を
病
む
と
雖
も　

一
觴
に
一
詠
し　

賓
に
群
賢
有
り

為
扶
起
灯
前
、
酔
玉
頽
山
。

　

為
に
灯
前
に
扶
起
せ
よ　

酔
え
る
玉
の
山
を
頽く
ず

せ
る
を

搜
撹
心
中
万
巻
、
還
傾
動
・
三
峡
詞
源
。

　

心
中
の
万
巻
を
搜
撹
す
れ
ば　

還
た
傾
動
す　

三
峡
の
詞
源
を

帰
来
晩
、
文
君
未
寝
、
相
対
小
窓
前
。

　

帰
来
す
る
こ
と
晩お
そ

け
れ
ど　

文
君
は
未
だ
寝
ず
し
て　

相
い
対
す　

小
窓
の
前

（
通
釈
）
北
苑
の
春
風
は
、
四
角
や
丸
い
形
に
固
め
ら
れ
て
、
万
里
の
か
な
た
、
都
ま
で
そ
の
名
を
轟
か
せ
て
い
る
。
身
を
砕
き

骨
を
粉
に
し
て
、
そ
の
功
績
は
ま
さ
に
凌
煙
閣
（
功
臣
の
肖
像
画
を
置
く
楼
閣
）
に
挙
げ
る
べ
き
で
あ
る
。
粋
で
あ
る
こ
と
は
酒

に
も
勝
り
、
飲
め
ば
春
の
眠
気
も
去
り
、
愁
い
も
開
か
れ
る
。
そ
っ
と
奉
げ
持
ち
、
乳
の
よ
う
な
白
く
泡
だ
つ
「
研
膏
（
茶
の
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名
）」
を
そ
そ
げ
ば
、
金
縷
の
よ
う
に
輝
き
、
鷓
鴣
の
よ
う
な
斑
模
様
が
茶
器
に
浮
か
ぶ
。

司
馬
相
如
は
消
渇
の
病
を
患
っ
て
い
た
が
、
酒
を
一
杯
飲
む
と
詩
を
一
つ
詠
み
、
諸
賢
が
客
と
な
っ
た
。
ど
う
か
茶
よ
、
灯
前

に
助
け
起
こ
し
て
お
く
れ
、
酔
い
つ
ぶ
れ
た
私
を
。
そ
う
す
れ
ば
心
中
の
万
巻
の
書
物
を
か
き
回
し
て
、
三
峡
の
急
流
を
ひ
っ
く

り
返
す
ほ
ど
の
構
想
を
出
し
て
み
せ
よ
う
。
遅
く
帰
宅
し
て
み
る
と
、
文
君
（
妻
）
は
ま
だ
眠
ら
ず
に
、
小
窓
の
前
で
待
っ
て
い

て
く
れ
た
。

「
北
苑
」
は
宮
廷
へ
の
貢
茶
を
作
る
茶
園
で
、
建
州
（
今
の
福
建
省
健
甌
県
東
）
に
あ
る
。
黄
庭
堅
の
「
謝
送
碾
壑
源
揀
牙
」（『
山

谷
詩
集
注
』
巻
二
）
に
「
矞
雲
従
龍
小
蒼
璧
、
元
豊
至
今
人
未
識
（
矞
雲	

龍
に
従
う	

小
蒼
璧
、
元
豊
よ
り
今
に
至
る
も
人
い
ま
だ
識

ら
ず
）」
と
あ
り
、
神
宗
の
熙
寧
年
間
（
一
○
六
八
～
一
○
七
七
）
末
、
聖
旨
が
建
州
に
下
さ
れ
、
貢
茶
の
製
造
が
始
ま
っ
た
。
黄
庭

堅
は
出
身
地
の
双
井
の
茶
の
こ
と
も
た
び
た
び
詩
に
詠
み
、
ま
た
北
宋
当
時
の
風
潮
も
あ
っ
て
、
茶
の
贈
答
を
し
た
り
、
そ
れ
に
ま
つ

わ
る
詩
の
制
作
が
盛
ん
だ
っ
た
。「
謝
送
碾
壑
源
揀
牙
」
は
元
豊
八
年
（
一
○
八
五
）
九
月
頃
の
作
で
あ
る
が
、
都
へ
上
っ
て
、
都
の

人
士
と
の
交
流
が
生
ま
れ
、
貢
茶
（
臣
下
に
下
賜
さ
れ
る
。
こ
の
時
は
神
宗
の
裕
陵
が
で
き
た
の
で
百
官
に
下
賜
さ
れ
た
）
を
贈
ら
れ
、

詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。「
満
庭
芳
」
詞
も
こ
の
時
期
の
作
で
あ
ろ
う
。

「
満
庭
芳
」
に
も
典
故
・
用
例
が
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
北
苑
の
茶
（
四
角
や
円
形
に
固
め
て
あ
る
団
茶
）
を
粉
に
挽
き
、
煮
る
。
茶

器
に
注
ぐ
と
、
表
面
に
は
乳
色
の
泡
が
立
ち
、
金
色
に
輝
き
、
細
か
い
つ
ぶ
つ
ぶ
し
た
泡
は
鷓
鴣
の
斑
模
様
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を

飲
む
と
酒
の
酔
い
も
醒
め
、
し
ゃ
っ
き
り
し
て
司
馬
相
如
の
よ
う
に
（
相
如
は
酒
で
酔
っ
た
時
だ
が
）
詩
句
が
浮
か
び
そ
う
だ
。
帰
宅

す
る
と
卓
文
君
（
司
馬
相
如
の
妻
）
の
よ
う
に
、
自
分
の
妻
は
帰
り
を
待
っ
て
い
た
。
団
茶
を
石
臼
で
挽
い
て
粉
に
す
る
（「
謝
送
碾

壑
源
揀
牙
」
の
「
碾
」
は
石
臼
で
挽
く
こ
と
）
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
、
飲
ん
で
気
分
も
爽
や
か
に
な
り
帰
宅
す
る
と
こ
ろ
ま
で
、
時
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系
列
に
そ
っ
て
描
写
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

黄
庭
堅
の
「
詩
路
」
は
、
時
間
の
流
れ
に
沿
っ
て
い
る
。

お
わ
り
に

黄
庭
堅
の
詩
は
典
故
・
用
例
が
多
く
、
任
淵
の
注
も
膨
大
な
の
で
、
注
に
従
っ
て
読
む
だ
け
で
も
た
い
へ
ん
な
作
業
で
あ
り
、
細
か

い
典
故
・
用
例
に
ひ
と
つ
ひ
と
つ
当
た
っ
て
い
く
う
ち
に
、
結
局
の
と
こ
ろ
何
を
言
わ
ん
と
し
て
い
る
詩
な
の
か
、
分
か
ら
な
く
な
っ

て
く
る
。

荒
井
健
氏
は
『
黄
庭
堅
』「
解
説
」
で
、「
か
れ
の
詩
に
お
い
て
、
人
の
意
表
に
出
る
断
絶
が
愛
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
今
ま
で
縷

説
し
て
き
た
と
お
り
で
、
…
…
論
理
的
な
関
連
が
欠
け
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
知
的
な
考
究
の
み
で
は
、
ほ
と
ん
ど
解
決
は
不

能
に
近
い
」
と
い
う
。
し
か
し
「
読
者
の
ひ
と
り
ひ
と
り
に
と
っ
て
、
恐
ら
く
無
数
の
受
容
が
可
能
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
ほ
ど
に
は
、

黄
庭
堅
の
詩
は
解
釈
の
自
由
を
許
す
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
倉
田
淳
之
助
氏
も
「
そ
の
博
識
と
鍛
錬
は
賞
賛
さ
れ
な
が
ら
、

一
方
で
は
難
解
の
評
を
生
み
、
時
に
は
晦
渋
と
な
っ
て
幾
つ
も
の
解
釈
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
」
と
評
し
て
い
た
が
、
む
し
ろ
敷
き
詰

め
ら
れ
た
典
故
・
用
例
に
よ
っ
て
、
ほ
か
の
解
釈
を
許
さ
な
い
、
堅
固
に
構
築
さ
れ
た
詩
的
世
界
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
っ
か
り
と
織
り
固
め
ら
れ
た
「
蜀
の
錦
」
の
よ
う
な
黄
庭
堅
の
詩
を
読
み
解
く
に
は
、
典
故
・
用
例
に
つ
い
て
き
ち
ん
と
押
さ
え

た
上
で
、
織
り
上
げ
ら
れ
た
錦
を
俯
瞰
し
、
織
り
目
や
模
様
の
流
れ
を
追
っ
て
い
く
、
典
故
・
用
例
に
囚
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
い
わ

ゆ
る
「
換
骨
奪
胎
」「
点
鉄
成
金
」
し
た
後
の
字
句
を
、
時
間
・
空
間
、
そ
し
て
人
物
を
中
心
に
時
系
列
に
そ
っ
て
追
っ
て
い
く
と
、

詩
的
論
理
の
み
ち
す
じ
、
本
稿
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
詩
路
」
を
見
失
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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注（
1
）
荒
井
健
注
『
黄
庭
堅
』、
中
国
詩
人
選
集
二
集
7
、
一
九
六
三
年
、
岩
波
書
店
。

（
2
）
倉
田
淳
之
助
注
『
黄
庭
堅
』、
漢
詩
大
系
18
、
一
九
六
七
年
、
の
ち
漢
詩
選
12
、
一
九
九
七
年
、
集
英
社
。

（
3
）
拙
論
「
黄
庭
堅
の
詩
を
学
ぶ

―
姜
夔
」、『
風
絮
』
十
三
号
、
日
本
詞
曲
学
会
、
二
○
一
六
年
、
一
～
二
七
頁
。

（
4
）
黄
庭
堅
は
若
い
頃
、
家
が
貧
し
く
父
親
も
早
く
に
亡
く
な
っ
た
の
で
、
薬
屋
で
も
や
ろ
う
か
、
と
考
え
て
い
た
と
い
う
。
吉
川
幸
次
郎

「
詩
人
と
薬
屋

―
黄
庭
堅
に
つ
い
て
」（『
吉
川
幸
次
郎
全
集
』
第
13
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
、
所
収
）、
参
照
。

（
5
）
倉
田
淳
之
助
注
『
黄
庭
堅
』「
解
説
」、
三
一
頁
。

（
6
）
吉
川
幸
次
郎
『
宋
詩
概
説
』、『
中
国
詩
人
選
集
』
二
集
1
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
。
の
ち
岩
波
文
庫
、
二
○
○
六
年
。
引
用
は
文

庫
版
、
二
○
二
頁
よ
り
。

（
7
）
黄
庭
堅
が
王
直
方
に
宛
て
た
手
紙
「
致
立
之
承
奉
書
」（
台
北
故
宮
博
物
院
蔵
）
に
、「
欲
為
素
児
録
数
十
篇
妙
曲
作
楽
、
尚
未
就
爾
（
素

児
の
た
め
に
数
十
篇
の
よ
い
楽
曲
を
書
い
て
あ
げ
た
い
が
、
ま
だ
で
き
て
お
り
ま
せ
ん
）」
と
あ
る
。「
致
立
之
承
奉
書
」
は
、『
黄
庭
堅

尺
牘
名
品
』、
上
海
書
画
出
版
社
、
二
○
一
二
年
、
所
収
。
こ
の
手
紙
と
王
直
方
と
の
交
流
に
つ
て
は
、
拙
論
「『
山
谷
詩
集
注
』
を
読
む

た
め
に
」、
慶
應
義
塾
大
学
日
吉
紀
要
『
言
語
・
文
化
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』
四
八
号
、
二
○
一
六
年
、
六
三
～
八
九
頁
、
で
も
紹

介
し
た
。
ま
た
任
淵
の
詩
題
注
に
引
く
「
山
谷
書
（
黄
庭
堅
の
手
紙
）」
は
、
も
と
は
他
の
蠟
梅
の
詩
に
付
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
あ
わ

せ
て
拙
論
、
参
照
の
こ
と
。

（
8
）
倉
田
氏
は
「
白
鷗
は
遠
く
波
間
の
よ
し
や
あ
し
に
人
か
ら
離
れ
て
い
る
が
、
杜
微
は
そ
の
よ
う
に
世
の
わ
ず
ら
わ
し
さ
か
ら
遠
ざ
か
っ

て
い
た
。
鷹
は
猛
禽
な
が
ら
飼
わ
れ
る
鳥
を
取
る
に
使
わ
れ
る
。
か
り
に
尋
ね
る
が
、
孔
明
は
何
と
し
て
杜
微
を
主
簿
に
迎
え
よ
う
と
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
徐
積
が
隠
居
し
て
い
る
の
は
よ
い
こ
と
で
あ
る
が
、
孔
明
の
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
人
が
居
れ
ば
、
績
を
用
い
る
で
あ
ろ

う
に
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
よ
く
理
解
で
き
な
い
。

（
9
）
荒
井
健
注
『
黄
庭
堅
』「
解
説
」、
八
～
九
頁
。

（
10
）
詞
学
研
究
会
編
著
『
宋
代
の
詞
論
―
張
炎
『
詞
源
』
―
』、
二
○
○
四
年
、
中
国
書
店
、
二
四
○
～
二
四
二
頁
、
参
照
。


