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唐
詩
に
お
け
る
口
語
表
現

ー
ー
動
詞
に
後
置
す
る
助
辞
を
め
ぐ
っ
て
1

1

偉一勾

満

口
語
と
文
言
と
の
相
違
が
大
き
い
中
間
に
あ
っ
て
は
、
時
間
的
に
湖
っ
て
、

江

あ
る
時
期
に
話
し
こ
と
ば
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
、
残

さ
れ
て
い
る
文
献
か
ら
探
る
場
合
、
非
常
に
困
難
な
作
業
に
な
る
。

そ
れ
で
も
、
『
世
説
新
語
』
『
遊
仙
窟
』
敦
煙
変
文
や
訳
経
な
ど
の
文
献

を
資
料
と
し
て
、
中
古
に
お
け
る
口
語
の
あ
り
さ
ま
は
少
し
ず
つ
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

唐
詩
も
、

そ
の
こ
ろ
の
口
語
を
知
る
資
料
と
し
て
、
決
し
て
充
分
な
も
の
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
重
要
で
あ
る
。

は
読
書
人
た
る
土
大
夫
の
文
義
で
あ
る
の
で
、

H

雅
μ

を
重
ん
じ
る
傾
向
は
否
め
ず
、

そ
れ
だ
け
口
語
の
入
り
こ
む
余
地
は
少
な
い
こ
と
も

し
か
し
な
が
ら
、
詩

そ
れ
で
は
、
唐
詩
の
中
に
い
っ
た
い
ど
れ
だ
け
口
語
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
詩
人
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う

確
か
で
あ
る
。

な
量
的
、
質
的
な
差
異
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
興
味
か
ら
、
小
稿
に
お
い
て
は
、

口
語
の
語
葉
的
な
も
の
は
後
考
に
侠
っ
と
し
て
、
語
法
の
面
か
ら
、

わ
れ
る
と
見
受
け
ら
れ
る
動
詞
に
後
置
す
る
助
辞
「
得
L

「
取
」
「
却
」
「
与
し
「
着
（
著
）
し
に
絞
っ
て
、
部
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

口
語
と
し
て
よ
く
使
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な
お
、
筆
者
が
述
べ
る
文
法
的
説
明
の
多
く
は
、
参
考
文
献
に
挙
げ
た
諸
著
に
拠
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
い
ず
れ
の
論
著
に
み
え
る
か
は
、
煩

を
厭
う
て
注
記
し
て
い
な
い
。

（一）

」
れ
ら
五
つ
の
助
辞
に
つ
い
て
、

唐
詩
に
お
け
る
表
わ
れ
方
を
知
る
一
法
と
し
て
、

索
引
の
備
わ
っ
て
い
る
詩
人
に
つ
い
て
調
べ
て
み

た
。
次
頁
の
表
は
そ
の
結
果
で
あ
る
。

各
詩
人
の
作
品
数
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
索
引
に
、

そ
の
数
が
明
記
し
て
あ
る
場
合
は
そ
れ
に
拠
る
。

そ
れ
以
外
は
平
岡
武
夫
編
「
唐
代
の
し

お
り
」
日
・
ロ
『
唐
代
の
詩
篇
』

一
・
二
に
拠
っ
て
い
る
。

そ
の
内
訳
と
し
て
、
「
古
詩
」
「
楽
府
歌
行
」
「
絶
句
」
「
律
詩
」
の
四
種
に
分
け
、

そ
れ
ぞ
れ
の
詩
体
に
お
け
る
玉
種
の
助
辞
の
表
わ
れ
た
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「
件
数
」
と
は
、

五
種
の
助
辞
の
詩
に
表
わ
れ
た
数
で
あ
る
。

数
を
示
し
て
い
る
。
「
古
詩
」
に
は
騒
体
を
含
み
、

っ
楽
府
歌
行
L

に
は
、
雑
言
、
詞
を
含
み
、
「
律
詩
」
に
は
、
五
言
排
律
（
七
言
排
律
）
を

含
む
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
三
韻
律
詩
も
含
め
た
。

李
白
は
、
件
数
に
対
し
て
、
内
訳
の
総
計
が
一
件
足
ら
な
い
が
、

そ
れ
は
索
引
に
よ
っ
て
、

一
つ
逸
句
に
表
わ
れ
て
い
る
の
を
件
数
に
含

め
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

白
居
易
は
『
全
唐
詩
』
に
拠
っ
て
筆
者
が
調
べ
た
。

調
査
し
て
み
て
、

ま
ず
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
、
初
唐
の
詩
人
に
、
こ
の
五
種
の
助
辞
を
用
い
る
口
語
表
現
が
ま
ず
見
ら
れ
な
い
こ
と
で



l作品数｜件数ト古詩（護持｜絶句｜律詩l

杜審言 43 。 。 。 1 

王 勃 97 。 。 。 。 。
陳子昂 128 。 。 。 。 。
二丘F江二 ~·丘日二 b子1ト~ 263 5 。 。 2 3 

王昌齢 223 6 。 4 1 

王 系住 384 5 1 2 1 

7寸k一~ 白 1,049 37 12 19 3 2 

杜 甫． 1,455 43 4 12 3 24 ! 

芦－，之 参 401 21 7 5 3 6 

銭 起 532 5 。 2 2 

章応物 571 。 。 。 。 。
孟 502 24 12 4 3 5 

韓 愈、 418 16 9 4 2 

張 籍 487 42 。 12 9 21 

白居易 2,865 265 28 39 67 131 

柳宗元 181 4 。 3 。
李 賀 243 15 2 7 5 I: I 杜 牧 524 35 。 2 15 

温庭笥 338 21 7 3 11 I 

609 40 4 16 13 
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あ
る
。
他
の
口
語
表
現
は
あ
る
い
は
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
他
の
初
唐
の
詩
人
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
太
宗
の
詩
に
も
、
こ
の
五
種
の
助
辞
は
表
わ
れ
な
い
し
、
初
唐
の
詩
の
傾
向
と
し
て
、

口
語
表
現
は
少
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ

る
。
杜
審
言
に
見
え
る
一
件
に
し
て
も
、
充
分
に
口
語
的
と
い
え
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
詩
は
「
張
侍
御
に
代
わ
っ
て
美
人
を
傷
む
」
と

題
す
る
五
言
律
詩
で

そ
の
尾
聯
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

応
憐
脂
粉
気
留
著
舞
衣
中
（
亡
き
彼
女
の
化
粧
の
香
り
が
、

思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
）

舞
い
の
た
め
の
衣
裳
に
残
っ
て
着
い
て
い
る
に
つ
け
て
も
可
哀
相
に

こ
の
場
合
の
「
留
著
」
の
「
著
」
は
、
助
辞
（
助
動
詞
）
と
し
て
持
続
を
表
わ
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
も
と
の
動
詞
と
し
て
の
「
つ
く
」

と
い
う
原
義
の
色
合
い
が
濃
厚
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
持
続
を
表
わ
す
助
辞
だ
と
考
え
て
も
、
不
都
合
は
な
い
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
複
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合
動
詞
か
ら
動
詞
＋
助
辞
（
助
動
詞
）
へ
の
過
渡
的
な
色
彩
が
強
い
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
陳
の
江
総
の
「
烏
棲
曲
」
に
、

城
南
美
人
暗
著
曙

（
城
南
の
美
人
は
夜
明
け
ま
で
暗
い
て
い
た
。
）

と
あ
る
の
に
比
べ
れ
ば
、
社
審
言
の
詩
の
「
著
」
の
ほ
う
が
複
合
動
詞
と
し
て
の
色
合
い
が
強
い
こ
と
が
感
じ
ら
れ
よ
う
。
六
朝
の
詩
人
に

見
出
さ
れ
る
口
語
が
、
初
唐
の
詩
人
に
よ
り
少
な
い
よ
う
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
時
代
が
逆
行
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
六

朝
の
詩
人
た
ち
は
、
貴
族
階
段
が
多
く
、

ま
た
南
方
が
活
躍
の
舞
台
で
あ
り
、
遊
戯
的
な
詩
作
を
生
む
環
境
に
あ
っ
た
の
に
対
し
、
初
唐
の

詩
人
た
ち
は
、
貴
族
階
級
出
身
者
は
少
な
く
、
北
方
の
人
が
多
く
、

そ
の
詩
風
も
遊
戯
的
と
い
う
よ
り
は
清
新
で
、
活
発
な
方
向
に
む
か
つ

て
い
て
、

そ
れ
だ
け
緊
張
し
た
表
現
と
な
り
、

口
語
が
表
わ
れ
に
く
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。



盛
唐
に
な
る
と
、

そ
ろ
そ
ろ
口
語
が
表
わ
れ
は
じ
め
る
。
李
白
と
杜
甫
は
、

そ
の
詩
風
に
お
い
て
盛
唐
を
代
表
す
る
ば
か
り
で
な
く
、

口

語
の
使
用
度
に
お
い
て
も
群
を
抜
い
て
い
る
。
李
白
は
、

そ
の
瓢
逸
な
詩
風
を
反
映
し
て
、
や
は
り
古
詩
、
楽
府
歌
行
に
口
語
表
現
が
多
く

表
わ
れ
て
い
る
。
杜
甫
は
、
律
詩
に
す
ぐ
れ
る
こ
と
を
反
映
し
て
、

口
語
も
律
詩
に
最
も
多
く
表
わ
れ
る
。
楽
府
歌
行
に
口
語
が
表
わ
れ
や

す
い
こ
と
は
、

そ
の
詩
体
の
性
格
か
ら
理
解
し
や
す
い
が
、
古
詩
に
お
い
て
は
、
文
言
が
中
心
と
な
る
だ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
る
。
杜
甫
に
お

い
て
古
詩
に
口
語
表
現
が
少
な
い
の
は
領
け
る
。

し
か
し
、
絶
句
に
よ
り
少
な
い
の
は
意
外
な
感
じ
が
し
た
。
絶
句
が
当
時
よ
く
歌
唱
さ
れ

た
こ
と
は
、
様
々
な
資
料
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
唐
の
醇
用
弱
の
『
集
異
記
』
に
見
え
る
話
は
有
名
で
あ
る
。
王
昌
齢
、
高

適
、
王
之
換
の
三
詩
人
が
、
歌
妓
に
唱
わ
れ
る
詩
の
数
を
競
う
話
で
、
唱
わ
れ
た
詩
は
、
高
適
の
を
除
い
て
、

み
な
絶
句
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
社
甫
は
、
絶
句
に
お
い
て
、

あ
る
い
は
そ
の
詩
全
体
を
通
じ
て
、
当
時
の
表
舞
台
と
は
異
な
っ
た
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
を
感

じ
さ
せ
る
。
ヰ
参
は
、

そ
の
作
品
数
か
ら
み
て
、

口
語
が
多
い
方
と
い
え
よ
う
。
杜
確
の
「
卑
嘉
州
詩
集
序
」
に
一
般
庶
民
や
夷
狭
に
ま
で
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H

調
諦
吟
習
μ

さ
れ
た
と
み
え
る
の
も
領
け
る
。

中
唐
に
至
っ
て
、

口
語
の
表
わ
れ
方
に
変
化
が
み
ら
れ
る
。
量
的
な
面
に
お
い
て
は
、
初
唐
か
ら
盛
唐
、

そ
し
て
中
唐
へ
と
、
全
体
と
し

て
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
質
的
に
み
れ
ば
、

各
詩
人
の
個
性
の
相
違
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
と
傾
向
が
分
れ
る
の
で
あ

る
。
章
応
物
に
一
件
も
な
い
と
い
う
の
は
極
端
な
こ
と
で
あ
る
が
、
白
居
易
の
多
さ
も
顕
著
で
あ
る
。
白
居
易
の
作
品
数
の
多
さ
を
考
慮
し

て
も
、
詩
人
が
と
り
わ
け
多
く
口
語
を
詩
に
使
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
平
易
な
詩
を
作
る
よ
う
に
心
が
け
た
白
居

易
の
姿
勢
が
、

口
語
の
頻
用
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
。
張
籍
も
口
語
を
多
く
使
っ
て
い
る
。

詩
体
別
に
そ
の
件
数
が
、
「
律
詩
」
に
最
も

多
く
、
古
詩
に
な
い
と
い
う
状
況
は
、
白
居
易
の
詩
体
別
の
分
布
と
相
似
る
。
詩
体
の
性
格
の
違
い
か
ら
考
え
て
、
充
分
自
然
な
分
布
に
思

わ
れ
る
。
張
籍
は
韓
愈
の
弟
子
と
い
わ
れ
る
が
、

そ
の
作
詩
傾
向
は
白
居
易
の
方
に
近
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
白
居
易
、
張
籍
と
対
極
に
あ



る
と
思
わ
れ
る
詩
人
が
、
韓
愈
、
孟
郊
で
あ
る
。
こ
の
二
人
の
詩
人
は
、
古
詩
に
最
も
多
く
口
語
を
使
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
古
詩
の
作
品

が
多
い
せ
い
も
あ
ろ
う
が
、

そ
の
古
詩
の
詩
風
が
、
以
前
の
詩
人
た
ち
の
そ
れ
と
違
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
李
白
も
古

詩
に
口
語
を
多
く
使
う
け
れ
ど
も
、
李
白
の
奔
放
さ
と
は
違
っ
た
性
格
の
表
わ
れ
と
思
わ
れ
る
。
韓
愈
は
古
文
運
動
を
す
す
め
て
い
る
が
、

そ
れ
は
決
し
て
普
通
の
意
味
で
の

H

復
古
μ

で
は
な
い
。
復
古
を
唱
え
て
、
実
は
新
し
い
文
学
を
創
造
し
て
い
る
。

そ
ん
な
姿
勢
が
数
値
に

出
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
孟
郊
も
相
似
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
章
応
物
と
柳
宗
元
は
他
の
中
唐
の
詩
人
と
著
し
く
掛
け
離
れ
た
数
値

を
示
し
て
い
る
。
章
応
物
は
陶
淵
明
の
流
れ
を
汲
む
と
い
わ
れ
る
が
、
古
詩
を
得
意
と
し
、
枯
淡
な
趣
き
を
も
っ
詩
風
か
ら
し
て
、

I

’A

エーや、
A

仁司一三問、刀

そ
の
詩
に
表
わ
れ
に
く
か
ろ
う
と
思
う
。
柳
宗
元
も
、

そ
の
自
然
描
写
の
詩
に
は
孤
絶
し
た
寂
多
感
が
あ
り
、
人
と
相
対
し
て
始
め
て
生
じ

る
会
話
、

そ
れ
が
口
語
表
現
の
潜
在
的
な
形
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
柳
宗
元
の
詩
に
は
会
話
は
少
な
い
。
内
面
に
向
か
う
詩
の
方
が
多
い
。
や
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は
り
口
語
表
現
は
少
な
く
な
っ
て
当
然
で
あ
る
。
李
賀
は
、
楽
府
が
多
い
詩
人
に
し
て
は
口
語
表
現
が
少
な
い
と
い
え
よ
う
。

晩
唐
に
は
詩
に
口
語
を
用
い
る
こ
と
が
定
着
し
た
よ
う
で
あ
る
。
杜
牧
は
、
古
体
と
近
体
と
で
、
明
ら
か
に
作
風
が
ち
が
う
詩
人
だ
が
、

口
語
の
表
わ
れ
方
も
、

そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
。
古
体
に
お
い
て
は
硬
骨
さ
を
、
近
体
、

と
く
に
絶
句
に
お
い
て
は
酒
脱
さ
を
発
揮
す
る
特

質
を
反
映
し
た
数
値
と
な
っ
て
い
る
。
温
庭
錆
に
は
意
外
に
口
語
が
少
な
い
。
古
詩
に
な
い
の
は
、
杜
牧
と
事
情
が
ち
が
い
、
も
と
も
と
こ

の
詩
人
に
古
詩
が
少
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
。
李
商
隠
は
、

と
り
わ
け
近
体
に
す
ぐ
れ
る
詩
人
ゆ
え
、
近
体
に
件
数
が
多
く
な
る
。
古
詩
に
も

口
語
を
よ
く
使
う
の
は
、
杜
牧
と
ち
が
っ
て
、
詩
体
に
か
か
わ
ら
ず
締
艶
な
詩
が
多
い
せ
い
の
よ
う
で
あ
る
。

以
上
、

ひ
と
と
お
り
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
考
え
た
と
こ
ろ
を
述
べ
た
。
扱
う
口
語
や
詩
人
が
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
決
し
て
充
分
な
資

料
と
は
い
え
な
い
が

そ
れ
で
も
、

い
さ
さ
か
な
り
と
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
、

そ
れ
ぞ
れ
の
詩
人
の
特
徴
を
反
映
し
て
い
る
と
思
う
。



（二）

動
詞
に
後
置
す
る
五
種
の
助
辞
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
具
体
例
を
挙
げ
つ
つ
検
討
し
よ
う
。

「得」こ
の
字
は
本
来
、
H

獲
得
す
る
μ

こ
と
を
意
味
す
る
動
詞
で
、
文
言
に
お
い
て
は
、
目
的
語
を
後
に
と
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

求
則
得
之
、
舎
則
失
之
。
（
求
め
れ
ば
そ
れ
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
捨
て
て
お
け
ば
そ
れ
を
喪
失
す
る
。
）
『
孟
子
』
告
子
上

不
入
虎
穴
、
不
得
虎
子
。
（
虎
穴
に
入
ら
ず
ん
ば
、
虎
子
を
得
ず
。
）
『
後
漢
書
』
班
超
伝
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円
獲
得
す
る
μ

と
い
う
本
義
が
引
伸
し
て
、

H
t
で
き
る
μ

と
可
能
を
表
わ
す
と
、
後
に
動
詞
を
と
っ
て
補
動
詞
と
な
る
。

君
子
之
至
於
斯
也
、
五
口
未
嘗
不
得
見
也
。
（
こ
こ
に
お
い
で
に
な
っ
た
君
子
に
、
私
は
ま
だ
お
会
い
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
）
『
論
語
』
八
伶

王
政
可
得
関
与
。
（
王
者
の
政
治
に
つ
い
て
、
聞
か
せ
て
も
ら
え
る
だ
ろ
う
か
。
）

『
孟
子
』
梁
恵
王
下

文
言
に
お
い
て
は
、
自
立
語
で
あ
る
動
詞
と
し
て
も
、
付
属
語
で
あ
る
補
動
詞
と
し
て
も
、
他
の
動
詞
の
後
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
「
取
得
」

「
捕
得
」
の
よ
う
に
他
の
動
詞
の
あ
と
に
つ
く
場
合
は
、
前
の
動
詞
と
等
立
の
関
係
に
あ
る
。

口
語
に
お
い
て
は
、
動
詞
の
後
に
つ
き
、
可
能
を
表
わ
す
他
、
結
果
補
語
を
導
い
た
り
、

ほ
と
ん
ど
意
味
を
も
た
な
く
な
っ
た
り
す
る
。

H

獲
得
す
る
μ

と
い
う
原
義
が
残
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
例
を
挙
げ
る
。



少
年
猟
得
平
原
兎
馬
後
横
梢
意
気
帰

（
若
者
は
平
原
の
兎
を
捕
ら
え
て
、
馬
の
尻
を
よ
こ
ざ
ま
に
打
ち
、
音

貰
得
新
豊
酒
復
間
秦
女
答

e
 

（
新
豊
酒
を
掛
け
買
い
し
、
ま
た
秦
女
の
響
を
聞
く
。
）
王
維
「
与
慮
象
集
朱
家
L

五
律

越
有
珠
譲
楚
屈
平
売
身
買
得
千
年
名

（
戦
国
、
越
に
は
珠
譲
が
お
り
、
楚
に
は
屈
原
が
い
て
、
そ
の
身
を
売
っ
て
千
年
も
伝
わ
る
名
声
を
買
え
た
。
）

唯
向
天
竺
山
取
得
両
片
石

（
た
だ
天
竺
山
で
、
二
つ
の
石
を
手
に
入
れ
た
だ
け
だ
。
）

王
昌
齢
「
観
猟
」
七
絶李

白
「
笑
歌
行
」

白
居
易
「
三
年
為
刺
史
二
首
L

第
二
首

三
韻
律
詩

「
猟
得
」
は
、
狩
り
を
し
て
得
た
と
い
う
意
味
で
、

と
り
わ
け
複
合
動
詞
の
色
が
濃
い
が
、

「
得
」
に
可
能
の
意
味
を
感
じ
さ
せ
な
く
も
な

い
。
狩
猟
に
は
能
力
の
上
手
下
手
が
あ
る
ゆ
え
、
若
者
は
狩
り
が
う
ま
く
で
き
て
、
兎
を
手
に
入
れ
ら
れ
る
、

と
考
え
る
と
、
音
山
気
揚
々
と
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帰
る
得
意
気
な
様
子
を
詠
む
後
の
句
と
も
よ
く
呼
応
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
「
得
」
の
原
義
は
表
わ
れ
て
い
る
。

「
貰
得
」
「
回
目
ハ
得
」
「
取
得
L

は
、
「
得
」
の
上
の
動
詞
が
み
な
獲
得
す
る
こ
と
に
か
か
わ
る
も
の
ゆ
え
、
複
合
動
詞
な
の
か
、
動
詞
＋
助
動
詞

な
の
か
、
判
然
と
区
別
し
に
く
い
。
得
の
原
義
を
色
濃
く
残
し
な
が
ら
も
、
得
の
音
山
義
は
軽
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
過
渡
的
な
例

と
い
え
よ
う
。

次
に
明
ら
か
に
助
動
詞
化
し
て
可
能
を
表
わ
し
て
い
る
例
を
挙
げ
る
。

数
茎
白
ノ
髪
那
拠
得
百
罰
深
杯
亦
不
辞

（
数
本
の
白
髪
は
ど
う
し
て
抜
き
棄
て
ら
れ
よ
う
。
こ
の
悲
し
み
を
紛
ら
す
た
め
な
ら
、

辞
さ
な
い
つ
も
り
だ
。
）
杜
甫
「
楽
遊
園
歌
」

深
い
杯
で
百
四
の
罰
杯
を
飲
ま
さ
れ
て
も



莫
辞
数
数
酔
東
楼
除
酔
無
因
破
得
愁

（
し
ば
し
ば
東
楼
で
飲
ん
で
酔
お
う
と
誘
う
け
れ
ど
も
断
わ
ら
な
い
で
く
れ
た
ま
え
。

る
す
べ
が
な
い
の
だ
か
ら
。
）
白
居
易
「
東
楼
招
客
夜
飲
」
七
絶

誰
人
断
得
人
間
事
少
夫
堪
傷
老
又
悲

（
だ
れ
が
人
間
の
幸
不
幸
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
若
死
に
も
充
分
傷
ま
し
い
が
、

白
居
易
「
天
老
」
七
絶

酔
う
以
外
に
愁
い
を
打
ち
破
る
こ
と
の
で
き

年
と
る
こ
と
も
ま
た
悲
し
い
こ
と
だ
。
）

三
例
の
う
ち
二
例
は
、
反
語
で
あ
る
が
、
や
は
り
、
強
調
し
た
表
現
の
中
で
な
い
と
、
明
ら
か
に
可
能
と
し
て
の
よ

F
だ
と
認
定
で
き
な

い
こ
と
、
が
多
い
の
で
あ
る
。

明
降
暗
歯
今
何
在
血
汚
遊
魂
帰
不
得

（
明
る
い
ひ
と
み
と
白
い
歯
の
美
し
か
っ
た
楊
貴
妃
は
今
ど
こ
に
お
ら
れ
る
の
か
。

こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。
）
杜
甫
「
哀
江
頭
」
楽
府

君
家
赤
旗
困
不
得
一
団
旋
風
桃
花
色

（
君
の
あ
か
か
げ
の
馬
は
、
絵
に
も
描
け
な
い
。
旋
風
が
さ
つ
と
巻
き
上
げ
る
桃
の
花
の
よ
う
な
色
の
毛
並
だ
。
）

赤
駿
馬
歌
L

迷
魂
乱
眼
看
不
得
照
耀
万
樹
繁
如
堆

（
心
を
迷
わ
さ
れ
、
限
を
肱
ま
さ
れ
て
、
じ
っ
と
見
て
い
ら
れ
な
い
。

は
小
さ
な
丘
の
よ
う
。
）
韓
愈
「
李
花
贈
張
十
一
署
」
七
古

湘
東
行
人
長
嘆
息
十
年
離
家
帰
未
得
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次
は
動
詞
＋
不
得
（
未
得
）
の
例
で
あ
る
。

血
に
汚
れ
、

さ
ま
よ
う
魂
は
、

ど
こ
へ
も
帰
る

ヰ
参
「
衛
節
度

李
の
花
は
た
く
さ
ん
の
樹
に
照
り
か
が
や
い
て
、

そ
の
多
さ



（
湘
東
の
旅
人
は
長
い
た
め
息
を
つ
く
。
十
年
も
故
郷
の
わ
が
家
を
離
れ
て
、

千
薬
万
方
治
不
得
唯
応
閉
目
学
頭
陀

（
ど
ん
な
薬
で
も
ど
ん
な
方
法
で
も
、

易
「
眼
暗
」
七
律

ま
だ
帰
れ
な
い
。
）

張
籍
「
行
路
難
」

こ
の
眼
は
治
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
目
を
閉
じ
て
頭
陀
の
法
を
学
ぶ
し
か
な
い
。
）
白
居

否
定
の
場
合
、

ほ
と
ん
ど
不
可
能
を
表
わ
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
文
言
に
お
い
て
は
、
不
得
＋
動
詞
で
禁
止
を
表
わ
す
こ
と
が
あ

る
が
、
「
不
得
」
が
動
詞
の
後
に
な
る
口
語
表
現
で
、
禁
止
を
表
わ
す
例
は
、
今
回
、
探
し
え
な
か
っ
た
。
ま
た
、
白
居
易
の
つ
長
恨
歌
」
に

「
御
宇
多
年
求
不
得
」
と
あ
る
の
は
、

「
得
」
を
機
能
語
と
み
る
べ
き
か
、

動
詞
と
み
る
べ
き
か
、

判
断
が
難
し
い
。

意
味
か
ら
み
れ
ば
、

円
求
め
る
行
為
が
で
き
な
い
μ

の
で
は
な
く
、
円
求
め
て
も
手
に
入
ら
な
い
μ

の
で
あ
る
か
ら
、
動
詞
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し
、

そ

「
得
」
の
後
に
結
果
補
語
が
あ
る
例
を
挙
げ
る
。
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れ
で
も
探
し
あ
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
し
て
、
不
可
能
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
の
で
あ
る
。

巳
応
春
得
細
頗
覚
寄
来
遅

（
黄
梁
は
も
う
細
か
く
春
い
た
こ
と
だ
ろ
う
に
、
届
け
に
来
る
の
が
い
さ
さ
か
遅
い
よ
う
に
感
じ
る
。
）

第

二

首

五

律

駆
禽
養
得
熟
和
葉
摘
来
新

（
烏
を
追
い
払
っ
て
、
桜
桃
の
実
が
熟
す
ま
で
栽
培
し
、
葉
と
い
っ
し
ょ
に
摘
ん
で
来
た
ば
か
り
だ
。
）

老
同
食
勅
賜
桜
桃
、
玩
物
感
思
、
因
成
十
四
韻
」
五
古

両
地
江
山
陽
得
偏
五
年
風
月
一
一
部
将
残

（
蘇
州
杭
州
ど
ち
ら
の
山
も
川
も
、
あ
ま
ね
く
歩
き
ま
わ
っ
た
。

杜
甫
「
佐
還
山
後
寄
三
首
」

白
居
易
「
与
沈
楊
二
舎
人
間

五
年
の
問
、
風
や
月
を
詩
に
詠
じ
て
き
た
が
、

も
う
ほ
と
ん
ど
詠



じ
尽
く
そ
う
と
し
て
い
る
。
）

白
居
易
「
一
一
認
懐
L

七
律

文
言
に
お
い
て
、
結
果
補
語
を
も
っ
「
得
」
の
表
現
は
な
い
。
非
常
に
口
語
ら
し
い
表
現
と
い
え
る
。
こ
の
場
合
、
「
得
」
に
は
機
能
語
と
し

て
の
役
割
り
し
か
な
い
。

さ
ら
に
、
実
質
の
意
味
を
表
わ
さ
な
く
な
っ
た
例
を
挙
げ
る
。

記
得
長
安
還
欲
笑
不
知
何
処
是
西
天

（
長
安
を
覚
え
て
い
て
、
ふ
り
か
え
っ
て
笑
お
う
と
し
た
が
、
ど
ち
ら
が
西
の
空
や
ら
わ
か
ら
な
い
。
）

及
中
書
買
舎
人
至
遊
洞
庭
五
首
L

第
三
首
七
絶

恰
似
春
風
相
欺
得
夜
来
吹
折
数
枝
花

（
ま
る
で
春
風
が
ば
か
に
し
た
か
の
よ
う
に
、
夜
の
う
ち
に
何
本
か
の
花
の
枝
を
吹
き
折
っ
て
い
た
。
）

第
二
首

春
風
触
処
到
憶
得
故
国
時

（
春
風
に
あ
た
る
と
こ
ろ
へ
や
っ
て
来
て
、
故
郷
の
園
を
お
も
う
と
き
。
）
ヰ
参
「
江
上
春
嘆
」
五
律

当
年
嫁
得
君
為
君
乗
機
梓

（
今
年
あ
な
た
の
と
こ
ろ
へ
嫁
い
で
き
て
、
あ
な
た
の
た
め
に
、
は
た
の
仔
を
と
り
機
織
り
す
る
の
で
す
。
）

到
時
想
得
君
拍
得
枕
上
関
看
眼
暫
明

（
こ
の
薬
が
そ
ち
ら
に
着
い
た
と
き
、
君
が
手
に
取
る
こ
と
を
思
う
。
病
床
の
枕
辺
で
開
き
見
て
、
そ
の
ひ
と
と
き
だ
け
で
も
限
の

前
が
明
る
く
な
っ
て
く
れ
れ
ば
。
）
白
居
易
「
間
微
之
江
陵
臥
病
、
以
大
通
中
散
碧
映
垂
雲
膏
寄
之
、
因
題
四
韻
」
七
古

杜
郎
生
得
真
男
子

李
白
「
陪
族
叔
刑
部
侍
郎
陣

杜
甫
「
絶
句
漫
興
九
首
」
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孟
郊
「
織
婦
辞
」
楽
府

一
民
玉
暁
廃
眉
刷
翠



（
頭
は
骨
っ
ぽ
く
剛
健
で

「
唐
児
歌
」

眉
は
み
ど
り
で
さ
っ
と
引
い
た
よ
う
に
り
り
し
い
。

杜
く
ん
は
真
の
男
子
に
生
ま
れ
つ
い
た
。

オヌ
ー「

賀

「
記
得
」
「
憶
得
」
「
想
得
L

な
ど
、
心
理
的
な
動
詞
は
、
「
得
」
に
何
の
意
味
も
な
い
こ
と
が
多
い
。
同
じ
心
理
的
な
動
詞
で
も
、
「
認
得
」
「
料

得
」
な
ど
、
認
知
を
表
わ
す
場
合
は
、
動
詞
の
性
質
そ
の
も
の
に
可
能
の
要
素
が
強
く
あ
る
ゆ
え
、
「
得
」
が
可
能
の
意
味
を
担
う
こ
と
が
多

U、
。

次
の
例
は
「
能
」
を
伴
っ
た
も
の
。

誰
能
地
得
人
間
事
来
共
騰
騰
過
比
生

（
だ
れ
が
こ
の
人
の
世
を
捨
て
ら
れ
よ
う
。

律
誰
能
哉
得
曹
剛
手
挿
向
重
蓮
衣
袖
中

（
だ
れ
が
曹
剛
の
手
を
切
っ
て
、
重
蓮
の
袖
の
中
に
挿
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
）

未
能
掲
得
杭
州
去
一
半
勾
留
是
此
湖

（
杭
州
の
地
を
捨
て
て
去
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
の
は
、

居
易
「
春
題
湖
上
」
七
律

誰
能
料
得
今
春
事
又
向
劉
家
飲
酒
来

（
だ
れ
が
今
年
の
春
の
こ
の
あ
り
さ
ま
を
予
想
で
き
た
だ
ろ
う
。

「
会
昌
元
年
春
五
絶
句
病
後
喜
過
劉
家
」

い
っ
し
ょ
に
元
気
、
よ
く
生
き
て
い
ご
う
。
）

白
居
易
「
答
元
八
郎
中
楊
十
二
博
士
」
七
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白
居
易
「
穏
曹
剛
琵
琶
兼
示
重
蓮
」
七
絶

半
分
は
こ
の
西
湖
に
ひ
き
と
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
）
白

ま
た
劉
夢
得
さ
ん
の
家
に
酒
を
飲
み
に
来
る
な
ど
と
。
）

自
居
易

以
上
回
例
み
な
白
居
易
の
詩
で
あ
る
。
今
回
、
こ
の
四
例
の
他
は
見
出
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
三
例
は
反
語
で
あ
る
し
、
強
調
の
表
現



で
あ
る
。
可
能
の
音
ω
味
は
「
能
」
に
多
く
担
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
「
得
」
も
そ
れ
と
呼
応
し
て
、
可
能
が
強
調
さ
れ
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。「

得
」
に
つ
い
て
の
例
は
ひ
じ
よ
う
に
多
い
。

そ
れ
だ
け
に
、

そ
の
使
用
度
に
よ
っ
て

各
詩
人
の
口
語
の
多
寡
を
測
る
指
標
と
な
り
う

る
の
で
あ
る
。（三）

「
取
」
「
却
」
「
与
し
寸
著
（
着
）
」
は
、
「
得
」
と
ち
が
っ
て
、

そ
の
も
と
は
使
成
複
合
動
詞
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
「
得
」
の
よ
う
に
語
序
は

も
と
も
と
問
題
に
な
ら
な
い
。
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「取」複
合
動
詞
と
し
て
の
色
合
い
が
強
い
例
を
挙
げ
る
。

摘
取
芙
蓉
花
莫
摘
芙
蓉
葉

（
蓮
の
花
を
摘
み
と
り
な
さ
い
。

折
取
対
明
鏡
宛
将
衰
髪
同

（
折
り
と
っ
て
鏡
に
向
か
う
と
、

翁
者
」
五
律

震
得
井
州
快
努
万

蓮
の
葉
を
摘
ん
で
は
い
け
な
い
。
）

王
昌
齢
「
越
女
」
楽
府

げ
白
頭
翁
μ

の
十
莱
は
、

さ
な
が
ら
私
の
白
髪
と
同
じ
み
た
い
だ
。
）

李
白
「
見
野
草
中
有
名
目
白
頭

努
取
呉
松
半
江
水



（
な
ん
と
か
し
て
、
井
州
の
よ
く
切
れ
る
刀
を
手
に
入
れ
て
、
松
江
の
水
の
半
分
で
も
切
り
取
っ
て
絵
に
で
き
れ
ば
い
い
の
に
。
）

甫
「
戯
題
画
山
水
図
歌
」

秋
来
野
火
焼
機
林
枝
桐
己
枯
堪
採
取

（
秋
に
な
っ
て
、
野
火
が
擦
の
林
を
焼
い
て
し
ま
っ
た
の
で
、
枝
は
も
う
枯
れ
て
し
ま
っ
て
、
採
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
）

張
籍
「
樵
客
吟
し
楽
府

L
L
 

4
必什，

他
に
、
「
奪
取
」
「
収
取
」
な
ど
、
い
ず
れ
も
複
合
動
詞
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
得
」
と
同
様
、
意
味
と
し
て
は
獲
得
を
表
わ
す

こ
と
も
多
い
が
、
成
り
立
ち
は
使
成
複
合
動
詞
と
し
て
始
ま
っ
て
い
る
の
で
、
語
序
は
常
に
他
の
動
詞
の
後
に
な
る
。

次
に
「
取
」
が
助
動
詞
化
し
た
例
を
挙
げ
る
。

看
取
富
貴
眼
前
者
何
用
悠
悠
身
後
名

（
目
の
前
の
富
貴
だ
け
見
な
さ
い
。
は
る
か
先
の
死
ん
で
か
ら
後
の
名
声
な
ど
何
に
な
る
と
い
う
の
で
す
か
。
）

試
妾
与
君
涙
両
処
滴
池
水

看
取
芙
蓉
花
今
年
為
誰
死

（
こ
こ
ろ
み
に
私
と
あ
な
た
の
涙
を
二
ケ
所
の
池
に
そ
れ
ぞ
れ
滴
ら
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
蓮
の
花
を
ご
ら
ん
に
な
っ
て
。

れ
の
せ
い
で
枯
れ
て
し
ま
う
か
し
ら
。
）
孟
郊
「
古
怨
」
楽
府

老
人
言
君
聴
取
（
こ
の
お
じ
い
さ
ん
の
言
葉
を
、
諸
君
と
く
と
聞
き
た
ま
え
。
）
白
居
易
「
新
豊
折
管
翁
」
楽
府

元
和
粧
棟
君
記
取
警
椎
面
緒
非
華
風

（
今
日
、
元
和
の
化
粧
や
髪
型
は
と
い
え
ば
、
諸
君
し
っ
か
り
覚
え
て
お
き
た
ま
え
。

で
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
。
）
白
居
易
「
時
世
粧
」
楽
府

唯
君
莫
惜
酔
認
取
少
年
場

李
白
「
少
年
行
」
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今
年
、

だ

と
が
っ
た
ま
げ
や
赤
い
顔
は

中
国
の
装
い



（
君
だ
け
は
酔
う
ま
い
と
し
て
、
け
ち
け
ち
飲
ま
な
い
で
く
れ
。

杜
牧
「
早
春
贈
軍
事
醇
判
官
」
五
律

血
気
盛
ん
な
若
者
が
集
ま
っ
て
騒
ぐ
よ
さ
を
わ
か
っ
て
ほ
し
い
。
）

知
覚
を
表
わ
す
動
詞
や
、
心
理
的
な
動
詞
の
あ
と
に
「
取
」
が
つ
く
と
、
願
望
、
要
求
、
命
令
の
表
現
に
な
る
こ
と
が
多
い
。
「
取
」
の
も
と

の
意
味
が
、
自
分
か
ら
働
き
か
け
て
何
か
を
取
る
と
い
う
積
極
的
な
行
動
を
表
わ
し
て
い
る
せ
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
「
取
」
の
動
調
と

し
て
の
意
味
は
な
く
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
取
」
の
後
が
使
役
に
な
る
例
を
挙
げ
る
。

不
然
箔
按
鼓
戯
治
流
呼
取
江
南
女
児
歌
梓
謡

（
さ
も
な
け
れ
ば
、
葦
笛
を
鳴
ら
し
、
太
鼓
を
打
っ
て
、
川
の
流
れ
に
戯
れ
、
江
南
の
少
女
を
呼
ん
で
、
ふ
な
う
た
を
歌
わ
せ
よ
う
。
）

李
白
「
江
夏
贈
章
南
陵
ば
」
雑
言

誰
能
載
酒
開
金
蓋
喚
取
佳
人
舞
繍
経

（
だ
れ
が
酒
を
運
び
金
の
杯
を
出
し
、
佳
人
を
呼
ん
で
ぬ
い
と
り
し
た
し
き
も
の
に
舞
い
を
ま
わ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
）
社
甫
「
江

畔
独
歩
尋
花
七
絶
句
L

第
四
首

願
将
花
贈
天
台
女
留
取
劉
郎
到
夜
帰

（
咲
き
誇
っ
て
い
る
花
を
天
台
の
山
の
か
の
二
人
の
娘
に
贈
り
た
い
も
の
だ
。
そ
う
す
れ
ば
、
彼
女
た
ち
が
劉
震
と
院
肇
を
と
ど
ま
ら

せ
た
の
に
あ
や
か
つ
て
、
劉
君
を
ひ
き
と
め
、
夜
に
な
っ
て
か
ら
帰
ら
せ
ら
れ
よ
う
。
）
白
居
易
「
県
南
花
下
酔
中
留
劉
五
」
七
絶

い
ず
れ
も
人
に
働
き
か
け
る
動
詞
、
呼
ぶ
、
喚
ぶ
、
留
め
る
、

な
の
で
、
使
役
の
形
を
導
き
や
す
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
「
取
」
は
実
質
の

意
味
ほ
な
く
、
他
に
対
し
て
積
極
的
に
働
き
か
け
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
残
し
て
い
て
、
使
役
を
導
く
機
能
を
担
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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「

n
u－

－
牛
去
」宋

以
後
は
「
了
L

の
ほ
う
が
多
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
完
了
を
表
わ
す
と
い
わ
れ
る
が
、
「
去
」
に
近
い
意
味
の
こ
と

が
多
い
。丈

夫
何
事
空
噺
倣
不
如
焼
却
頭
上
巾

（
一
人
前
の
男
が
ど
う
し
て
む
な
し
く
う
そ
ぶ
き
お
ご
っ
て
い
る
の
だ
。
頭
巾
な
ど
焼
い
て
し
ま
っ
た
ほ
う
が
い
い
。
）

贈
従
甥
高
鎮
」
七
古

此
処
吟
詩
向
山
寺
知
君
忘
却
曲
江
春

（
こ
こ
で
詩
を
吟
じ
て
山
寺
を
見
て
い
る
と
、
君
が
曲
、
江
池
で
進
士
及
第
を
祝
っ
た
春
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ

る
。
）
張
籍
「
寄
蘇
州
白
二
十
二
使
君
」
七
律

売
却
新
昌
宅
柳
充
送
老
資

（
新
昌
の
家
を
売
り
払
っ
て
、
し
ば
ら
く
老
後
の
資
金
に
充
て
よ
う
。
）
白
居
易
「
詔
授
同
州
刺
史
、
病
不
赴
任
、
因
詠
所
懐
」

漢
帝
不
憶
李
将
軍
楚
王
放
却
屈
大
夫

（
漢
の
皇
帝
は
李
広
将
軍
を
大
事
に
思
わ
な
か
っ
た
し
、
楚
の
懐
王
は
屈
原
を
追
放
し
て
し
ま
っ
た
。
）

一
片
花
飛
減
却
春
風
瓢
万
点
正
愁
人

（
ひ
と
ひ
ら
花
び
ら
が
飛
ん
で
も
、
そ
れ
だ
け
春
が
減
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
に
、

ん
と
う
に
愁
え
て
し
ま
う
。
）
杜
甫
「
曲
江
二
首
」
第
一
首
七
律

男
児
何
必
恋
妻
子
莫
向
江
村
老
却
人

（
男
は
妻
を
恋
い
お
も
う
ば
か
り
が
能
じ
ゃ
な
い
。

李
白
「
酔
後
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玉
排

李
白
「
悲
歌
行
」

風
が
万
も
の
花
び
ら
を
ひ
る
が
え
し
て
は
、

ほ

閏
舎
で
老
い
さ
ら
ば
え
な
い
で
く
れ
た
ま
え
。
）

ヰ
参
「
送
費
子
帰
武
田
日
」
七
古

ど
の
例
も
完
了
と
い
え
ば
い
え
る
が
、
前
に
く
る
動
詞
に
共
通
し
た
点
が
あ
る
。
焼
、
忘
、
売
、
放
、
減
、
老
、

み
な
消
滅
、
喪
失
の
概
念



で
と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
る
性
質
の
動
詞
で
あ
る
。

そ
の
場
か
ら
無
く
な
っ
て
し
ま
う
、

と
い
う
方
向
の
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、

そ
の

方
向
を
時
間
的
な
も
の
に
あ
て
は
め
れ
ば
、
完
了
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

最
悲
昨
日
同
遊
処
看
却
春
風
樹
樹
新

（
一
番
悲
し
い
の
は
、
つ
い
昨
日
い
っ
し
ょ
に
遊
ん
だ
と
こ
ろ
。

て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
）
張
籍
「
央
丘
長
史
L

七
律

春
の
風
情
を
す
っ
か
り
見
お
わ
っ
て
、

樹
々
が
新
緑
に
お
お
わ
れ

こ
の
つ
看
却
L

の
「
却
」
は
完
了
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

主
と
し
て
授
与
動
詞
の
あ
と
に
つ
く
。
介
詞
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
が
、
助
動
詞
と
し
て
動
詞
の
あ
と
に
用
い
る
の
は
、
古
代
語
の
用
法
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「与」
に
は
な
い
。
助
動
詞
と
し
て
の
使
い
方
は
口
語
的
と
い
え
る
。
現
代
語
の
「
給
」
に
相
当
す
る
と
い
わ
れ
る
。

嫁
与
長
干
人
沙
頭
候
風
色

（
長
干
の
人
に
嫁
い
で
、
水
辺
で
風
の
色
を
み
る
。
）

聖
賢
古
法
則
付
与
後
世
伝

（
聖
人
賢
人
は
、
雁
や
芸
が
礼
を
知
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
や
か
つ
て
、

杜
甫
寸
社
関
」
五
古

禄
米
嘗
不
足
俸
銭
供
与
人

（
扶
持
米
は
足
り
た
た
め
し
と
て
な
い
の
に
、
給
金
を
人
に
あ
た
え
て
し
ま
う
。
）

李
白
「
長
干
行
二
首
」
第
二
首

古
の
礼
法
を
定
め
、

後
世
に
授
け
て
、

伝
え
た
の
で
あ
る
。
）

山
今
参
「
題
新
郷
壬
釜
庁
壁
」
五
律



蔵
書
控
屋
脊
不
借
与
凡
聾

（
蔵
書
は
棟
梁
に
と
ど
く
ほ
ど
あ
る
け
れ
ど
も
、

憲
騒
放
飽
騎
将
出
秋
巻
装
成
寄
与
誰

（
び
っ
こ
の
ロ
パ
は
充
分
に
放
し
て
お
い
た
か
ら
も
う
騎
っ
て
出
か
け
る
と
し
よ
う
。

き
あ
が
っ
た
が
、
だ
れ
に
贈
ろ
う
か
。
）
張
籍
「
贈
買
島
」
七
律

欲
将
此
意
窓
廻
擢
報
与
西
湖
風
月
知

（
こ
の
気
持
ち
を
揺
れ
動
く
か
い
に
こ
め
て
、
西
湖
の
風
月
に
伝
え
て
知
ら
せ
た
い
。
）

凡
愚
な
や
か
ら
に
貸
し
は
し
な
い
。
）

孟
郊
「
勧
善
吟
L

楽
府

秋
に
作
っ
た
詩
文
は
巻
物
に
し
て
装
丁
も
で

白
居
易
「
杭
州
廻
肪
L

七
絶

「
着
（
著
）
」

拘
わ
る
複
合
動
詞
と
な
る
。

そ
れ
が
助
動
詞
化
す
る
と
持
続
、
定
着
を
表
わ
す
こ
と
に
な
る
。
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元
来
「
く
っ
つ
く
L

「
身
に
つ
け
る
」
意
味
の
動
詞
で
あ
る
か
ら
、
「
附
着
」
「
愛
着
」
な
ど
と
、
も
の
で
も
心
で
も
「
く
っ
つ
く
」
こ
と
に

以
下
、
持
続
を
表
わ
し
て
い
る
と
わ
か
る
例
。

想
得
家
中
夜
深
坐
還
応
説
著
遠
行
人

（
家
で
は
み
ん
な
夜
お
そ
く
眠
ら
ず
に
す
わ
っ
て
、

易
「
郎
郭
冬
至
夜
思
家
」
七
絶

何
年
飲
著
声
聞
酒
直
到
如
今
酔
未
醒

（
い
つ
の
年
か
ら
、
在
葉
に
入
る
声
聞
の
酒
を
飲
ん
で
お
ら
れ
る
の
で
す
か
。

易
「
戯
礼
経
老
僧
L

七
絶

踏
着
不
死
機
欲
帰
多
浮
嫌

や
は
り
遠
く
旅
し
て
い
る
私
の
こ
と
を
話
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
う
。
）

白
居

ず
っ
と
今
ま
で
酔
っ
た
ま
ま
醒
め
な
い
と
は
。
）

白
居



（
滝
は
不
死
の
機
を
踏
み
つ
づ
け
、
帰
ろ
う
と
し
て
も
、
と
か
く
浮
薄
な
俗
塵
に
ま
み
れ
る
か
と
思
う
と
、
帰
る
の
が
い
や
に
な
る
。
）

孟
郊
「
噴
玉
布
」
五
古

何
事
古
今
詩
句
裏
不
多
説
著
洛
陽
秋

（
な
ぜ
か
、
古
今
の
詩
句
の
中
で
、
洛
陽
の
秋
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
も
の
は
あ
ま
り
な
い
。
）
白
居
易
「
秋
遊
」
七
絶

看
著
白
頭
牙
欲
吐
雪
舟
相
訪
勝
閑
行

（
水
草
の
白
い
花
が
芽
吹
い
て
雪
の
よ
う
に
咲
い
て
く
る
の
を
見
な
が
ら
、
か
の
王
子
猷
が
雪
の
夜
、
舟
で
戴
安
道
を
訪
ね
た
の
に

な
ら
え
ば
、
ひ
と
り
で
散
策
す
る
よ
り
よ
い
と
思
い
ま
せ
ん
か
。
）
杜
牧
「
湖
南
正
初
招
李
部
秀
才
」
七
律

定
着
を
表
わ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
例
も
挙
げ
よ
う
。

細
看
只
似
陽
台
女
酔
著
莫
許
帰
亙
山

（
よ
く
見
る
と
ど
う
み
て
も
陽
台
の
仙
女
の
よ
う
だ
。
酔
っ
ぱ
ら
わ
し
て
し
ま
っ
て
亙
山
に
帰
ら
す
ま
い
ぞ
。
）

美
人
」
七
絶

幾
度
野
火
来
風
迎
焼
不
著

（
い
く
度
野
火
が
せ
ま
っ
て
来
て
も
、
風
が
吹
き
か
え
し
て
、
焼
け
な
か
っ
た
。
）

山
今
参
「
酔
戯
賓
子
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白
居
易
「
有
木
詩
八
首
井
序
」
第
四
首

五
古

今
回
、
動
詞
＋
不
著
の
形
は
、
白
居
易
の
こ
の
一
例
の
み
見
出
し
た
。

ひ
じ
よ
う
に
口
語
ら
し
い
表
現
で
あ
る
。

唐
詩
に
表
わ
れ
た
口
語
表
現
に
つ
い
て
、
限
ら
れ
た
範
囲
で
は
あ
る
が
、
考
察
し
て
き
た
。
と
き
に
、
現
代
語
と
変
わ
ら
な
い
ほ
ど
、

口

誇
ら
し
い
表
現
が
み
ら
れ
た
と
思
う
。
こ
と
に
、
中
晩
唐
に
お
け
る
口
語
表
現
の
使
わ
れ
方
は
、
質
量
と
も
に
広
が
り
を
持
ち
つ
つ
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
っ
た
。

そ
し
て
、

わ
け
で
も
、
白
居
易
の
口
語
表
現
は
、
量
的
に
他
を
圧
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
質
的
に
も
、
群
を
抜
い



て
多
様
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
で
き
た
と
思
う
。

ま
た
、
中
晩
唐
で
、

そ
れ
だ
け
詩
に
口
語
表
現
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

根
本
に
は
、
盛
唐
、

と
く
に
杜
甫
に
よ
る
近
体
詩
の
確
立
が
あ
っ
た
と
思
う
。
近
体
詩
の
リ
ズ
ム
に
口
語
を
の
せ
る
こ
と
で
、
詩
作
は
い
よ

い
よ
活
発
に
展
開
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

中
古
に
お
け
る
口
語
的
な
語
法
に
つ
い
て
は
、

ま
だ
よ
く
わ
か
ら
な
い
点
が
多
い
。

小
稿
に
お
い
て
も
、

思
い
違
い
や
気
付
か
ず
に
い
る

こ
と
が
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
博
雅
の
叱
正
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。
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