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北
宋
中
期
に
お
け
る
杜
詩
の
受
容
に
つ
い
て

【
要
旨
】

盛
唐
期
の
杜
甫

(七

一
二
～
七
七

〇
)
の
現
在
伝
わ

っ
て
い
る
詩
文
テ
ク
ス
ト
は
'
晩

唐

･
五
代
の
時
期
に

一
旦
か
な
り
の
部
分
が
散
伏
し
'
北
末
期
に
再
編
集
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
｡
杜
甫
詩
は
そ
の
後
'
北
宋
後
期
の
黄
塵
堅
及
び
江
西
詩
派
に
お
い
て
詩
作
の
規
範

と
な
る
に
至
る
が
､
こ
こ
で
は
､
杜
甫
詩
の
再
編
集
が
進
め
ら
れ
'
評
価
が
確
立
さ
れ
て

い
-
仁
宗
期
を
中
心
と
し
た
時
期
の
受
容
の
様
相
を
検
討
す
る
｡

五
代
後
曹
期
の

『
膏
唐
書
』
文
苑
博
下
所
収
の
杜
甫
の
伝
記
は
'
杜
甫
詩
を
高
-
評
価

し
た
中
唐
期
の
元
積

｢唐
散
工
部
員
外
郎
杜
君
墓
係
銘
｣
序
を
引
用
し
て
お
り
､
当
時
に

お
い
て
も
杜
甫
と
そ
の
詩
作

へ
の
評
価
は
決
し
て
低
-
な
か

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

ま
た
続
-
北
宋
初
期
に
は
､
王
南
偶
が
杜
甫
詩
を
高
-
評
価
し
た
が
､
孤
立
し
た
例
に
と

ど
ま
り
､
未
だ
大
き
な
流
れ
を
形
成
す
る
に
は
至
ら
な
い
｡

北
宋
中
期
に
は
文
人
官
僚
た
ち
の
間
で
杜
甫
詩
が
日
常
的
に
読
ま
れ
て
お
り
､
杜
甫
を

古
今
随

一
の
詩
人
と
す
る
位
置
づ
け
も
､
す
で
に
か
な
り
安
定
し
て
い
る
｡
ま
た
､
生
前

の
苦
労

･
唐
朝

へ
の
忠
誠

･
人
民
の
福
利

へ
の
関
心

･
天
地
の
機
微
に
迫
る
詩
作
と
等
の
､

後
世
に
ま
で
継
承
さ
れ
る
杜
詩
に
対
す
る
基
本
的
な
捉
え
方
も
ほ
ぼ
出
揃

っ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
｡

杜
甫
詩
を
､
詩
と
い
う
形
式
を
用
い
た
歴
史
の
記
録
と
い
う
意
味
で

｢詩
史
｣
と
呼
ぶ

こ
と
が
あ
る
が
､
杜
甫
詩
を
唐
代
の
史
実
を
知
る
資
料
と
し
て
用
い
た
例
は
､
仁
宗
期
を

中
心
と
し
た
時
期
の
筆
記
小
説
な
ど
に
多
-
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
､
こ
の
よ
う
な
例
が

増
加
し
て
い
-
な
か
で

｢詩
史
｣
と
い
う
捉
え
方
が
次
第
に
固
ま

っ
た
と
思
わ
れ
､
そ
の

背
景
に
は
､
杜
甫
詩
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
考
証
の
精
密
化
､
ま
た
読
み
手
の
側
の
歴
史

へ

の
感
心
の
強
さ
が
存
在
し
て
い
る
｡

北
宋
仁
宋
期
を
中
心
と
し
た
時
期
に
王
抹
ら
に
よ

っ
て
杜
甫
詩
の
テ
ク
ス
ト
が
再
編
集

湯

浅

陽

子

さ
れ
た
際
､
よ
り
精
確
な
テ
ク
ス
ト
を
求
め
て
各
テ
ク
ス
ト
間
の
校
勘
や
表
現
の
典
拠
等

の
検
討
が
進
め
ら
れ
る
過
程
で
､
そ
の
検
討
の
内
容
や
資
料
の
記
録
が
徐
々
に
蓄
積
さ
れ
'

次
第
に
注
釈
化
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

は
じ
め
に

盛
唐
期
の
杜
甫

(七

一
二
～
七
七

〇
)
が
､
そ
の
生
前
に
お
い
て
は
そ
の
詩
作
を

評
価
さ
れ
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
は
､
比
較
的
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
｡
彼
の

没
後
に
お
け
る
評
価
の
高
ま
り
を
示
す
資
料
と
し
て
､
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る

の
が
､
次
に
そ
の

一
部
分
を
掲
げ
る
､
中
唐
期
の
元
積

(七
七
九

～
八
三

l
)
の

｢唐
故
工
部
員
外
郎
杜
君
墓
係
銘
｣
序

(元
積
集
巻
五
十
六

中
華
書
局

一
九
八

二
年
)
で
あ
る
｡

至
於
子
美
､
蓋
所
謂
上
薄
風
騒
､
下
該
沈
末
､
古
傍
蘇
李
､
気
奪
曹
劉
､
掩
顔

謝
之
孤
高
､
雑
徐
康
之
流
麗
'
壷
得
古
今
之
髄
勢
､
而
兼
人
人
之
所
濁
専
夫
｡

Jヽめ

子
美
に
至
り
て
は
､
蓋
し
所
謂

上
は
風
雅
に
薄
り
'
下
は
沈
宋
に
該
ね
､
古

そ

お
ほ

き
は
蘇
李
に
傍
ひ
､
気
は
曹
劉
を
奪
ひ
､
顔
謝
の
孤
高
を
掩
ひ
､
徐
庚
の
流
麗

を
雑

へ
､
蓋
-
古
今
の
髄
勢
を
得
､
而
し
て
人
人
の
濁
り
専
ら
に
す
る
所
を
兼

ぬ
｡

こ
こ
で
元
積
は
､
そ
れ
ま
で
の
詩
の
歴
史
を
集
大
成
す
る
存
在
と
し
て
杜
甫
を
位

置
づ
け
､
非
常
に
高
-
評
価
し
て
い
る
の
だ
が
､
同
じ
よ
う
な
位
置
づ
け
と
評
価
は
'

皇軍;
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例
え
ば
蘇
拭

(
一
〇
三
六

～
一
一
〇
一
)
｢書
呉
道
子
蓋
後
｣
(東
披
集
巻
二
十
三

古
典
研
究
合
叢
書
16

汲
古
書
院

一
九
九

一
年
)
の

｢智
者
創
物
､
能
者
述
蔦
､

非

一
人
而
成
也
｡
君
子
之
於
撃
'
百
工
之
於
技
'
自
三
代
歴
漠
至
唐
而
傭
兵
｡
故
請

至
於
杜
子
美
'
文
至
於
韓
退
之
'
書
至
於
顔
魯
公
､
董
至
於
呉
道
子
､
而
古
今
之
愛
､

天
下
之
能
事
畢
臭
｡
｣
(智
者
は
物
を
創
り
､
能
者
は
蔦
れ
を
述
ぶ
､

一
人
に
し
て
成

る
に
非
ざ
る
な
り
｡
君
子
の
撃
に
於
け
る
や
'
百
工
の
技
に
於
け
る
や
､
三
代
よ
り

漠
を
歴
て
唐
に
至
り
て
備
は
れ
り
｡
故
に
詩
は
杜
子
美
に
至
り
て
'
文
は
韓
退
之
に

至
り
て
'
書
は
顔
魯
公
に
至
り
て
､
蓋
は
呉
道
子
に
至
り
て
､
古
今
の
愛
､
天
下
の

能
事
は
畢
れ
り
｡
)
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
､
北
宋
中

･
後
期
以
降
の
人
々
に
も
継
承

さ
れ
'
さ
ら
に
黄
庭
堅
及
び
江
西
詩
派
以
降
に
お
い
て
は
'
杜
詩
は
詩
作
に
お
け
る

規
範
と
し
て
の
位
置
を
確
立
す
る
に
至
る
｡

し
か
し
､
こ
れ
も
広
-
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
､
現
在
伝
わ
っ
て
い
る
杜
甫
の
詩

文
テ
ク
ス
ト
は
､
元
積
か
ら
蘇
拭
に
至
る
ま
で
の
間
の
時
期
に
お
い
て
'

一
旦
か
な

り
の
部
分
が
散
伏
し
､
そ
の
後
に
再
発
見

･
再
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
で
は
､

こ
の
間
の
再
発
見

･
再
編
集
が
進
め
ら
れ
た
時
期
に
お
い
て
'
杜
甫
詩
は
ど
の
よ
う

に
受
容
さ
れ
､
評
価
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
時
期
に
杜
甫
詩
が
次
第
に
広
-
愛

好
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
､
そ
の
評
価
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
'

漠
然
と
想
像
さ
れ
る
が
､
具
体
的
に
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ

っ
た
の
か
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
は
'
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
部
分
も
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
｡
杜
甫
詩
が
後
世
に
お
い
て
詩
作
の
規
範
と
な
る
に
至
る
こ
と
を
思
え
ば
､
そ
の

評
価
が
上
昇
し
て
い
-
こ
の
時
期
に
お
け
る
受
容
の
様
相
を
よ
り
丁
寧
に
把
握
し
て

お
-
こ
と
は
'
必
要
で
こ
そ
あ
れ
､
不
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
｡
そ
こ
で
以
下
で
は
､

杜
甫
詩
の
再
編
集
が
進
め
ら
れ
た
北
宋
中
期
､
特
に
仁
宗
期
を
主
な
対
象
と
し
て
､

当
時
に
お
け
る
杜
詩
の
受
容
の
様
相
に
つ
い
て
い
-
つ
か
の
側
面
か
ら
検
討
し
て
み

た
い
｡

阜

一

北
宋
初
期
に
お
け
る
杜
甫
詩
の
評
価

北
宋
中
期
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
す
る
前
に
､
ま
ず
､
そ
れ
以
前
の
状
況
を
整
理

し
て
お
-
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
｡
北
末
の
成
立
以
前
､
五
代
後
菅
期

(九
三
六
～
九

四
六
)
に
編
纂
さ
れ
た

『菖
唐
書
』
巻

一
百
九
十
下
文
苑
博
下

(中
華
書
局
本
)
は
､

既
に
杜
甫
の
侍
を
収
め
て
い
る
が
､
そ
こ
で
は
上
述
の
元
積
の

｢唐
故
工
部
員
外
郎

杜
君
墓
係
銘
｣
序
を

｢李

･
杜
之
優
劣
｣
を
論
じ
る
も
の
と
し
て
引
用
し
､
直
後
に

｢
自
後
屈
文
者
､
以
積
論
馬
是
｡
｣
(自
後
の
文
を
屠
る
者
､
積
の
論
を
以
て
是
と
為

す
｡
)
と
記
し
て
い
る
｡
こ
こ
か
ら
は
､
五
代
後
曹
期
に
お
い
て
も
元
積
に
よ
る
高

評
は
支
持
さ
れ
､
杜
甫
と
そ
の
詩
作

へ
の
評
価
は
決
し
て
低
-
な
か

っ
た
こ
と
が
窺

わ
れ
る
｡

続
-
北
宋
初
期
に
お
い
て
は
'
杜
甫
を
高
-
評
価
し
た
人
物
と
し
て
王
南
偶

(九

五
四
～

一
〇
〇
一
)
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
王
南
偶
は
自
居
易
の
詩
風
を
好
ん

だ
､
所
謂

｢
自
体
｣
の
詩
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
､
別
集

『
小
畜
集
』
巻
九

(四
部
叢
刊
本
)
に
は
､
次
の
よ
う
な
長
い
題
を
持
つ
詩
を
収
め
て
い
る
｡

前
賦
春
居
雑
興
詩
二
首
､
間
半
歳
不
復
省
視
｡
因
長
男
嘉
祐
讃
杜
工
部
集
､
見

語
意
頗
有
相
類
者
､
容
子
予
､
且
意
予
窺
之
也
､
予
喜
而
作
詩
､
柳
以
自
賀
｡

へだ

ち
な

前
に
春
居
雑
興
詩
二
首
を
賦
し
､
半
歳
を
間
つ
る
に
復
た
省
視
せ
ず
｡
因
み
に

長
男
嘉
祐

杜
工
部
集
を
讃
み
､
語
意
の
頗
る
相
ひ
類
す
る
者
有
る
を
見
､
予

と
に
沓
ふ
に
､
且
に
予
の
之
を
窺
め
り
と
意
ふ
な
り
と
､
予

喜
び
て
詩
を
作
り
､

柳
か
以
て
自
ら
賀
す
｡

『杜
工
部
集
』
を
読
ん
だ
息
子
は
､
そ
の
な
か
の
詩
句
に
半
年
前
に
父
が
制
作
し

た
詩
と
語
意
の
似
て
い
る
も
の
を
見
つ
け
て
､
父
が
杜
甫
の
詩
を
盗
ん
だ
の
だ
の
で

は
な
い
か
と
冴
り
､
こ
れ
を
問
う
た
と
い
う
｡
こ
こ
で
王
南
偶
の
息
子
が

『杜
工
部
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集
』
を
読
ん
で
い
る
こ
と
､
ま
た
杜
甫
の
詩
か
ら
の
剰
窃
を
あ
り
得
る
も
の
と
し
て

考
え
て
い
る
こ
と
か
ら
は
､
北
宋
初
期
の
知
識
人
た
ち
の
家
庭
で
す
で
に
杜
甫
詩
が

丁
寧
に
読
ま
れ
､
詩
作
の
参
考
や
手
本
と
な
っ
て
い
た
状
況
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
｡

ま
た
こ
の
よ
う
な
題
を
持

っ
た
詩
が
制
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
､
息
子
の
こ
の

指
摘
を
聞
い
た
王
南
偶
が
こ
れ
を
遺
憾
に
思
わ
ず
､
む
し
ろ
嬉
し
-
感
じ
て
い
る
こ

と
を
窺
わ
せ
る
が
､
さ
ら
に
詩
の
本
文
で
王
南
偶
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

れ
ら
は
い
ず
れ
も
あ
る
種
の
気
分
を
伴

っ
て
い
る
｡
そ
の
一
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
｡

命
屈
由
来
道
日
新

詩
家
権
柄
敵
陶
鈎

任
無
功
業
調
金
鼎

且
有
篇
章
到
古
人

本
輿
楽
天
為
後
進

(自
注
-
予
白
話
居
､

命
は
屈
し

由
来

道
は
日
び
に
新
た
な
り

詩
家
の
権
柄

陶
鈎
に
敵
ふ

功
業
の
金
鼎
を
調
ふ
る
無
き
に
任

へ

且
つ
篇
章
の
古
人
に
到
る
有
り

た
め

本
と
楽
天
の
輿

に
後
進
と
残
り

多
看
自
公
詩
｡
(自
注
-
予
諭
居
せ
ら
れ
L
よ
り
､
多

未
得
科
名
馨
巳
衰

年
年
額
惇
在
京
師

妻
装
秋
巻
停
燈
坐

見
超
朝
餐
乞
米
炊

尚
封
交
朋
腺
酒
飲

偏
看
卿
相
借
騒
騎

誰
怜
所
好
還
同
我

韓
柳
文
章
李
杜
詩

未
だ
科
名
を
得
ざ
る
に
馨
は
巳
に
衰

へ

年
年

額
博
し
て

京
師
に
在
り

妻
は
秋
巻
を
装
ひ
て
燈
を
停
し
て
坐
し

兄
は
朝
餐
に
造
り
て
米
を
乞
ひ
て
炊
ぐ

尚
は
交
朋
の
酒
を
賭
し
て
飲
む
に
封
し

偏
-
卿
相
の
髄
を
借
り
て
騎
る
を
看
る

誰
か
怜
れ
ま
ん

好
む
所

還
た
我
と
同
じ
き
を

韓
柳
の
文
章

李
杜
の
詩

-
白
公
の
詩
を
看
る
｡
)
)

敢
期
子
美
是
前
身

従
今
莫
厭
閑
官
職

主
管
風
騒
勝
要
津

散

へ
て
期
す

子
美
は
是
れ
前
身
な
り
と

今
よ
り
は
厭
ふ
美
し

閑
官
職
を

風
騒
を
主
管
す
る
は
要
津
に
勝
れ
り

左
遷
中
の
王
南
偶
は
､
天
命
の
行
き
詰
ま
り
を
感
じ
て
新
し
い

｢道
｣
を
模
索
し

て
い
る
｡
閑
職
に
あ
り
な
が
ら
自
分
を
生
か
す
道
と
し
て
詩
作
に
没
頭
し
た
人
物
と

し
て
､
彼
は
白
居
易
を
想
起
し
､
自
注
で
も
'
左
遷
中
に
白
居
易
詩
を
多
-
読
ん
だ

と
述
べ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
息
子
は
意
外
に
も
､
彼
の
詩
が
杜
甫
の
詩
に
似
て
い
て
､

さ
ら
に
は
剰
窃
で
は
な
い
か
と
さ
え
言
う
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
王
南
偶
は
こ
の
指

摘
を
不
快
と
し
な
い
｡
こ
の
よ
う
な
表
現
は
彼
の
杜
甫
詩
に
対
す
る
高
い
評
価
を
示

し
て
い
る
だ
ろ
う
｡

ま
た
､
王
南
偶
の
詩
に
は
こ
の
他
に
も
杜
甫
詩
に
言
及
す
る
も
の
が
あ
る
が
､
そ

｢贈
朱
厳
｣
(小
畜
集
巻
十
)

こ
こ
で
は
､
不
遇
の
人
生
を
送
る
朱
厳
が
自
己
と
同
じ
-

｢韓
柳
文
章
李
杜
詩
｣

を
好
む
と
述
べ
て
い
る
｡
ま
た
質
素
な
日
常
生
活
の
な
か
の

｢妻
｣
と

｢兄
｣
の
所

為
の
描
写
は
､
杜
甫

｢
江
村
｣
詩

(杜
詩
詳
註
巻
九

中
華
書
局

一
九
八
九
年
第

三
版
)
の

｢老
妻
童
紙
馬
棋
局
､
椎
子
蔽
針
作
釣
鈎
｡
｣
(老
妻
は
紙
に
董
き
て
棋
局

を
為
り
､
椎
子
は
針
を
蔽
き
て
釣
鈎
を
作
る
｡
)
等
も
連
想
さ
せ
る
だ
ろ
う
｡

こ
の
例
お
よ
び
先
に
挙
げ
た
詩
で
は
､
い
ず
れ
も
杜
甫
詩
を
愛
読
し
て
い
る
の
は
､

左
遷
中
の
自
分
や
科
挙
に
及
第
で
き
な
い
友
人
と
い
っ
た
､
不
遇
な
状
態
に
置
か
れ

て
い
る
者
で
あ
り
､
不
遇
な
人
生
を
生
き
た
杜
甫
の
作
品
は
'
共
感
を
寄
せ
る
に
ふ

さ
わ
し
い
も
の
と
感
じ
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
王
南
偶
の
杜
甫
詩
に
対
す
る
秤

価
に
は
､
不
遇
者
の
文
学
の
イ
メ
ー
ジ
が
伴

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

北
宋
初
期
に
お
け
る
杜
詩
評
と
し
て
は
'
こ
の
他
に
､
劉
放

(
一
〇
二
二
～
一
〇

八
八
)
『中
山
詩
話
』
(歴
代
詩
話

中
華
書
局

一
九
八
二
年
第
二
版
)
の
記
す
､

楊
億

(九
七
四
～

一
〇
二
〇
)
の
､
｢楊
大
年
不
喜
杜
工
部
詩
､
謂
馬
村
夫
子
｡
(楊

大
年

杜
工
部
の
詩
を
喜
ば
ず
､
謂
ひ
て
村
夫
子
と
為
す
｡
)
｣
が
よ
-
知
ら
れ
て
い

る
だ
ろ
う
｡
こ
れ
は
､
晩
唐
の
李
商
隙
ら
の
繊
細
で
華
麗
な
詩
風
を
理
想
と
し
た
西
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山昆
派
の
'
杜
甫
詩
を
洗
練
さ
れ
な
い
田
舎
び
た
も
の
と
捉
え
る
態
度
を
端
的
に
表
す

も
の
と
言
え
よ
う
｡
北
宋
初
期
に
お
い
て
は
'
王
南
僻
ら
の
よ
う
に
杜
甫
詩
を
高
-

評
価
す
る
人
は
存
在
し
て
い
て
も
､
孤
立
し
た
存
在
に
と
ど
ま
り
､
未
だ
大
き
な
流

れ
を
形
成
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

二

杜
詩
を
読
む
官
僚
た
ち

で
は
､
こ
の
後
の
北
宋
仁
末
期
を
中
心
と
し
た
時
期
に
､
杜
甫
詩
は
ど
の
よ
う
に

読
ま
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
｡
ま
ず
､
沈
括

(
一
〇
三

一
～
一
〇
九
五
)
『補
筆
談
』

巻
下

(稗
海
本
)
に
は
､
北
宋
仁
宗
期
の
官
僚
た
ち
が
杜
甫
詩
を
愛
好
し
て
い
た
様

子
が
､
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
｡

宋
景
文
子
京
判
太
常
日
'
欧
陽
文
忠
公
､
巧
景
純
同
知
穫
院
｡
景
純
喜
交
源
､

多
所
過
従
'
到
局
或
不
下
馬
而
去
｡

一
日
退
朝
､
道
典
子
京
柏
遇
｡
子
京
謂
之

日
､
｢久
不
辱
至
寺
､
但
聞
走
馬
過
門
｡｣
李
耶
邸
戯
臣
立
談
間
､
改
杜
子
美
贈

鄭
虞
文
詩
噸
之
日
､
｢景
純
過
官
舎
､
走
馬
不
曾
下
｡
忽
地
退
朝
逢
､
便
遭
官

長
罵
｡
多
羅
四
十
年
､
偶
未
識
摩
壇
｡
頼
有
王
宣
慶
'
時
時
乞
輿
鏡
｡
｣
葉
道

卿

･
王
原
叔
各
馬

一
健
吉
､
寓
於

一
幅
紙
上
｡
子
京
於
其
後
題
六
字
一H
'
｢効

子
美
辞
景
純
｣｡
献
臣
復
注
其
下
目
､
｢道
卿
御
書
､
原
叔
古
蒙
､
子
京
題
篇
､

戯
臣
小
書
｡
｣
欧
公
又
以
子
美
詩
書
於

一
綾
扇
上
｡
高
文
荘
在
坐
日
､
｢今
日
我

濁
無
功
｡
｣
乃
取
四
公
所
書
紙
寛

一
小
帖
､
懸
於
景
純
直
舎
而
去
｡
時
西
蒐
首

領
喚
厨
羅
新
婦
附
､
摩
壇
乃
其
子
也
｡
王
宣
慶
､
大
闇
､
求
景
純
馬
墓
志
､
逮

鏡
三
百
千
㌧
故
有
摩
壇

･
王
宣
慶
之
論
｡
今
詩
帖
在
景
純
之
孫
築
庭
､
扇
詩
荏

楊
次
公
家
､
皆

一
時
名
流
雅
諺
｡
予
皆
合
借
観
､
筆
跡
可
愛
｡

宋
景
文
子
京

太
常
を
判
す
る
日
､
欧
陽
文
忠
公
､
巧
景
純

同
に
穫
院
を
知

す
｡
景
純

交
薪
を
喜
び
､
過
従
す
る
所
多
-
､
局
に
到
る
も
或
ひ
は
馬
よ
り

下
り
ず
し
て
去
る
｡

一
日

朝
よ
り
退
き
て
､
道
に
子
京
と
相
ひ
遇
ふ
｡
子
京

か
たじ
け
な

之
に
謂
ひ
て
日
-
'
久
し
-
寺
に
至
る
を
辱
-
せ
ず
､
但
だ
馬
を
走
ら
せ
て
門

に
過
ぐ
る
と
聞
-
の
み
と
｡
李
耶
邸
戯
臣

立
談
の
間
に
､
杜
子
美
の
鄭
虞
文

よ

に
贈
る
詩
を
改
め
て
之
を
噸
し
て
日
-
､
｢景
純

官
舎
に
過
ぐ
る
に
､
馬
を

走
ら
せ
て
曾
て
下
り
ず
｡
忽
地
に
朝
よ
り
退
き
て
逢
ひ
､
便
ち
官
長
の
罵
り
に

遭
ふ
｡
多
-
羅
ぬ
る
こ
と
四
十
年
､
偶
た
ま
未
だ
摩
壇
を
識
ら
ず
｡
頼
む
に
王

宣
慶
有
り
､
時
時

乞
ふ
に
鏡
を
輿
ふ
｣
と
｡
葉
道
卿

･
王
原
叔

各
お
の
一

髄
の
書
を
為
し
､

一
幅
紙
の
上
に
寓
す
｡
子
京

其
の
後
に
於
い
て
六
字
を
題

し
て
云
へ
ら
-
､
｢
子
美
の
景
純
に
辞
す
る
に
効
ふ
｣
と
｡
戯
臣

復
た
其
の

下
に
注
し
て
日
-
､
｢道
卿
の
御
書
､
原
叔
の
古
蒙
､
子
京
の
題
篇
､
戯
臣
の

中
書
｣
と
｡
欧
公

又
た
子
美
の
詩
を
以
て
一
綾
扇
の
上
に
書
す
｡
高
文
荘

坐
に
在
り
て
日
-
､
｢今
日

我

濁
り
功
無
し
｣
と
｡
乃
ち
四
公
の
書
-
所

の
紙
を
取
り
て
一
小
帖
を
為
し
､
景
純
の
直
舎
に
懸
け
て
去
る
｡
時
に
西
完
の

首
領
喚
新
羅

新
た
に
蹄
附
し
､
摩
壇
は
乃
ち
其
の
子
な
り
｡
王
宣
慶
､
大
闇

に
し
て
､
景
純
に
墓
志
を
為
る
を
求
め
､
鏡
三
百
千
を
送
る
､
故
に
摩
壇

･
王

せ

宣
慶
の
諦

め
有
り
｡
今

詩
帖
は
景
純
の
孫
葉
の
虞
に
在
り
､
扇
詩
は
楊
次
公

の
家
に
在
り
､
皆
な

一
時
の
名
流
の
雅
語
な
り
｡
予

皆
な
曾
て
借
り
て
観
る

に
､
筆
跡

愛
づ
る
べ
し
｡

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
､
宋
祁

(字
子
京

九
九
八
～
一
〇
六

一
)
が
判
太
常
寺
に

在
任
し
､
欧
陽
僑

(
l
〇
〇
七
～
l
〇
七
二
)
と
巧
的

(字
景
純

九
九
四
～

一
〇

七
七
)
が
と
も
に
穫
院
に
在
職
し
て
い
た
時
期
の
も
の
だ
と
い
う
｡
李
責

『
資
治
通

鑑
長
編
』
巻

一
百
二
十
五
か
ら

一
百
三
十
四

(中
華
書
局
本
)
な
ら
び
に
欧
陽
情
の

墓
誌
銘
等
に
拠
れ
ば
､
宋
祁
が
天
章
閣
待
制
同
判
穫
院
と
な
っ
た
の
は
'
仁
宗
賓
元

二
年

(
一
〇
三
九
)
十

一
月
の
こ
と
で
あ
り
､
ま
た
欧
陽
修
は
､
翌
康
定
元
年

(
一

〇
四
〇
)
六
月
に
､
権
武
威
軍
節
度
判
官
と
し
て
在
任
し
て
い
た
滑
州
か
ら
召
還
さ



湯浅陽子 北宋中期における杜詩の受容について

れ
､
館
閣
校
勘
に
復
帰
し
て

『
崇
文
縫
目
』
の
編
修
に
参
与
し
､
十
月
に
は
､
太
子

中
允
に
転
じ
､
同
修
穫
書
と
な

っ
て
い
る
｡
そ
の
後
､
『
崇
文
縫
目
』
は
翌
慶
暦
元

年

(
一
〇
四

一
)
の
十
二
月
に
完
成
し
､
翌
年

(
一
〇
四
二
)
四
月
に
､
欧
陽
修
は

同
知
穫
院
の
命
を
受
け
､
同
年
九
月
に
は
､
通
判
と
し
て
滑
州
に
転
出
し
て
い
る
｡

両
者
の
官
歴
か
ら
見
て
､
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
t
だ
い
た
い
仁
宗
康
定
元
年

(
一
〇

四

〇
)
の
後
半
か
ら
､
慶
暦
二
年

(
一
〇
四
二
)
の
前
半
に
か
け
て
の
も
の
と
考
え

て
よ
い
だ
ろ
う
｡
な
お
､
劉
放

(
一
〇
二
三

～
一
〇
八
九
)
『中
山
詩
話
』
等
に
も
､

同
じ
話
が
よ
り
短
い
形
で
集
録
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
内
容
は
､
交
際
好
き
な
た
め
に
役
所
に
出
勤
し
て
も
す
ぐ
に

慌
し
-
帰

っ
て
し
ま
う
巧
約
を
､
同
僚
た
ち
が
､
杜
甫
の

｢戯
簡
鄭
虞
文
度
､
兼
呈

蘇
司
業
源
明
｣
(戯
れ
に
鄭
虞
文
度
に
簡
し
､
兼
ね
て
蘇
司
業
源
明
に
呈
す
)
詩
を

も
じ

っ
て
か
ら
か
う
､
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
な
お
､
こ
の

『
補
筆
談
』
巻
下
所
収

の
本
文
で
は
､
改
作
詩
の
作
者
を
李
淑

(字
戯
臣

一
〇
〇
二
～

一
〇
五
九
)
と
し

て
い
る
が
､
『中
山
詩
話
』
(歴
代
詩
話
本
)
で
は
､
王
沫

(字
､
原
叔

九
九
七

～

一
〇
五
七
)
が
戯
れ
に

｢景
純
過
官
舎
､
走
馬
不
曾
下
｡
着
地
超
朝
蹄
､
便
遭
官
長

罵
｡
｣
と
改
作
し
た
の
を
受
け
て
､
李
淑
が
､
｢
我
馬
に
之
に
足
さ
ん
｣
と
言
い
､

｢多
羅
四
十
年
､
偶
未
識
摩
壇
｡
(時
西
戎
喚
氏
子
名
摩
壇
｡
)
近
有
王
宣
政
､
時
時

輿
紙
鏡
｡
(巧
嘗
馬
主
宣
政
作
墓
銘
｡
)
｣
と
続
け
た
こ
と
に
な

っ
て
お
り
､
作
者
と

詩
句
に
異
同
が
存
在
す
る
｡
次
に

『杜
詩
詳
註
』
巻
三
に
拠

っ
て
杜
甫
の
原
詩

｢戯

簡
鄭
虞
文
度
､
兼
呈
蘇
司
業
源
明
｣
を
示
す
が
､
改
作
詩
が
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る

語
に
は
○
を
付
す
｡
な
お

(○
)
は
改
作
詩
相
互
に
異
同
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
｡

0

0

0

0

頗
遭

官

長

罵0
0

才
名
三

十
年○

坐
客
寒
無

髭

(○
)
○

頼

有

蘇
司
業

0

0
(○
)

〇

時

時

乞

酒
鏡

頗
る
官
長
の
罵
り
に
遭
ふ

才
名

三
十
年

坐
客

寒
-
し
て
髭
無
し

頼
む
に
蘇
司
業
有
り

時
時
に
酒
鏡
を
乞
ふ

0
0

虞
文
至
官
舎

0

0

繋
馬
堂
階
下(○)

酔
則
騎
馬
蹄

虞
文

官
舎
に
至
る
に

馬
を
堂
階
の
下
に
繋
ぐ

醇

へ
は
則
ち
馬
に
騎
り
て
躍
り

一
見
す
る
と
明
ら
か
な
よ
う
に
､
改
作
詩
の
全
四
十
字
の
う
ち
十
五
か
ら
十
八
字

は
､
原
詩
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
お
り
､
上
手
に

｢改
｣
作
し
て
い
る
と
言

っ
て
よ
い

だ
ろ
う
｡
ま
た
､

一
句
目
で
原
作
の

｢至
｣
(
い
た
る
)
を

｢過
｣
(た
ち
よ
る
)
に
､

二
旬
日
で
馬
を

｢繋
｣
(
つ
な
ぐ
)
を

｢走
｣
(は
し
ら
せ
る
)
に
そ
れ
ぞ
れ
改
め
て

い
る
の
は
､
対
比
さ
れ
る
意
味
を
持

つ
動
詞
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
､
あ
え
て
原
作

の
文
意
と
の
間
に
ず
れ
を
生
じ
さ
せ
る
面
白
さ
を
狙

っ
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
｡
ま

た
末
尾
は
､
原
作
で
は
､
｢蘇
司
業
を
あ
て
に
し
て
時
々
酒
代
を
も
ら
お
う
と
す
る
｣

の
意
に
な
る
と
こ
ろ
だ
が
､
改
作
の

『
補
筆
談
』
の
本
文
で
は
'
｢
王
宣
慶
を
あ
て

に
て
時
々
金
を
も
ら
お
う
と
す
る
｣
の
意
と
な

っ
て
'
可
約
が
王
宣
慶
の
墓
誌
銘
を

書
い
て
報
酬
を
得
た
こ
と
を
あ
て
こ
す
る
こ
と
に
な
る
｡
ま
た
さ
ら
に

『中
山
詩
話
』

の
本
文
の
場
合
に
は
'
｢近
頃
は
王
宣
政
が
い
て
時
々
紙
鏡
を
-
れ
る
の
だ
｣
の
意

と
な
り
､
故
人
で
あ
る
王
宣
政

(王
宣
慶
を
指
す
か
｡
)
が
亡
者
の
金
で
あ
る
紙
鏡

を
く
れ
る
､
と
さ
ら
に
き
つ
い
皮
肉
を
言

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡

杜
甫
の
原
詩
と
改
作
詩
と
を
こ
の
よ
う
に
比
較
し
て
み
る
と
､
改
作
者
た
ち
が
杜

甫
詩
の
用
語
と
内
容
と
を
よ
-
頭
に
入
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
､
そ
も
そ
も
集

団
の
中
で

｢替
え
歌
｣
の
享
受
が
成
り
立

つ
の
は
､
｢
元
歌
｣
が
既
に
よ
-
知
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
つ
ま
り
､
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
は
､

こ
の
と
き
躍
院
に
集

っ
て
い
た
官
僚
た
ち
の
誰
も
が
杜
甫
詩
を
よ
-
読
ん
で
い
た
こ

と
､
さ
ら
に
そ
の
知
識
が
､
仲
間
内
で
の
日
常
的
な
冗
談
の
レ
ベ
ル
で
用
い
ら
れ
る

ほ
ど
､
彼
ら
の
間
で
は
当
た
り
前
の
も
の
と
な

っ
て
い
た
こ
と
を
捉
え
る
こ
と
が
で

星等;
巨書!
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き
る
だ
ろ
う
｡

な
お
､
こ
の
と
き
穫
院
に
集

っ
て
い
た
顔
ぶ
れ
に
は
､
巧
約

･
葉
清
臣

(字
道
卿

一

〇
〇
〇
～一
〇
四
九
)

･
高
若
納

(誼
文
荘

九
九
七
～

l
〇
五
五
)
の
他
に
､

杜
甫
詩
テ
ク
ス
ト
の
再
編
集
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
王
珠
､
な
ら
び
に
'

中
庸
期
の
韓
愈
ら
の
文
学
の
強
い
影
響
を
受
け
､
古
文
復
興
を
継
承
し
､
か
つ
西
山昆

体
の
流
行
を
超
え
た
新
し
い
詩
風
を
模
索
し
た
欧
陽
情
と
い
っ
た
､
末
代
の
詩
風
形

成
に
重
要
な
影
響
を
与
え
た
人
物
が
含
ま
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
こ
こ
で
は
判
穫
院
と

し
て
登
場
し
､
後
に

『新
居
書
』
の
編
修
の
中
心
と
な
る
宋
祁
は
､
後
世
に
お
い
て

詩
の
作
者
と
し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
､
そ
の
別
集

『
景
文
集
』

に
は
､
｢擬
杜
工
部
九
成
宮
｣
(巻
六
)
･
｢擬
杜
子
美
峡
中
意
｣
(巻
十
七
)
を
収
め

て
お
り
､
杜
詩
を
よ
-
読
ん
で
い
た
ら
し
い
｡

さ
ら
に
､
北
宋
中
期
の
官
僚
た
ち
が
杜
甫
詩
を
愛
読
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
資
料

と
し
て
'
世
代
は
少
し
後
に
な
る
が
､
韓
推

(
一
〇
一
七

～
一
〇
九
八
)
｢讃
杜
子

星
宿
安
得
野
其
菅

讃
之
頗
躍
精
膿
張

径
欲
追
掻
忘
愚
狂

排
桐
撹
筆
不
得
下

元
気
混
浩
神
無
方

星
宿

安
-
ん
ぞ
其
の
菅
を
野
ぶ
る
を
得
ん

之
を
讃
む
に

頗
躍
と
し
て
精
膿
張
り

径
ち
に
追
撮
せ
ん
と
欲
し
て
愚
狂
を
忘
る

俳
桐
し
て
筆
を
携
る
も
下
す
を
得
ず

元
気
は
混
浩
し

神
は
方
無
し

美
詩
｣
(南
陽
集
巻

一

寒
燈
燭
槽
宵
漏
長

寿
倒
囲
史
形
勢
傷

取
観
杜
詩
壷
累
紙

坐
覚
神
気
東
洋
洋

高
言
大
義
経
比
重

往
往
変
化
安
能
常

壮
哉
起
我
不
暇
採

満
坐
嘆
息
喧
中
萱

唐
之
詩
人
以
百
数

羅
列
衆
制
何
塩
焼

太
陽
重
光
燭
寓
物

四
庫
全
書
本
)
を
挙
げ
て
み
よ
う
｡

寒
燈

槽
燭
と
し
て

宵
漏

長
し

国
史
に
顛
倒
し
て
形
は
努
れ
傷
む

取
り
て
杜
詩
を
観
て
壷
-
紙
を
累
ぬ
る
に

坐
ら
に
し
て
覚
ゆ

神
気

来
た
り
て
洋
洋
た
る
を

大
義
を
高
言
し
て

経

重
き
を
比
べ

往
往
に
し
て
変
化
し
安
ん
ぞ
能
-
常
な
ら
ん
や

壮
な
る
か
な

我
を
起
こ
し
て
来
る
に
暇
あ
ら
ざ
ら
し
め

満
坐

嘆
息
し
て
中
萱
に
喧
し

唐
の
詩
人

宙
以
て
数

へ

衆
制
を
羅
列
す
る
こ
と
何
ぞ
塩
焼
た
る

太
陽

光
を
重
ね
て
寓
物
を
燭
ら
せ
ば

こ
こ
で
韓
経
は
'
史
館
で
の
史
書
編
修
の
合
間
の
休
憩
中
に
杜
甫
の
詩
を
読
み
､

そ
の

｢神
気
｣
と
､
大
義
を
言
挙
げ
す
る
こ
と
､
表
現
の
多
様
性
に
引
き
込
ま
れ
､

眠
れ
な
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
と
言

っ
て
い
る
｡
さ
ら
に
そ
れ
は
彼
だ
け
で
は
な
-
､

同
僚
た
ち
も
ま
た
､
杜
甫
詩
を
読
ん
で
感
嘆
の
た
め
息
を
つ
き
､
騒
が
し
-
話
し
て

い
る
と
い
う
｡
こ
の
詩
の
詳
し
い
制
作
時
期
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
､
韓
経
は
英
宗

期
に
同
修
起
居
注
と
な

っ
て
い
る
の
で
､
こ
の
頃
制
作
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
｡
前
出
の
王
沫
ら
に
よ
っ
て
再
編
集
さ
れ
た
杜
甫
の
詩
集
は
､
こ
の
頃
に

は
史
館
の
中
に
も
持
ち
込
ま
れ
て
読
ま
れ
て
い
た
よ
う
だ
｡
こ
の
詩
の
内
容
は
'
先

に
見
た
穫
院
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
と
も
に
､
北
宋
中
期
に
お
い
て
館
閥
で
任
に
当
た
っ

た
文
人
官
僚
た
ち
の
間
で
杜
甫
詩
が
日
常
的
に
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で

あ
り
'
ま
た
そ
こ
で
杜
甫
詩
を
読
ん
で
い
た
の
は
､
特
に
詩
作
に
強
い
関
心
を
示
し

た
り
､
後
世
に
お
い
て
詩
文
の
作
者
と
し
て
評
価
さ
れ
た
り
す
る
人
物
だ
け
は
な
-
､

そ
の
他
の
文
人
官
僚
た
ち
を
も
含
ん
で
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

ま
た
こ
の
詩
の
な
か
で
韓
経
は
､
杜
甫
詩
に
つ
い
て
､
そ
の
他
の
数
多
-
の
唐
代

詩
人
た
ち
を
顔
色
な
さ
し
め
る
も
の
で
あ
り
､
万
物
の
根
源
の
精
気
と
精
神
の
広
が

り
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
評
し
､
そ
の
詩
人
と
し
て
の
力
量
に
脱
帽
し
､
自
分
の
非

力
を
痛
感
し
て
い
る
が
'
杜
甫
詩
に
対
す
る
同
様
の
評
は
同
時
代
の
人
物
の
詩
文
中

に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
'
韓
推
の
み
に
止
ま
ら
な
い
｡

文
物
皇
居
盛

詩
家
老
社
家

文
物

皇
居
に
盛
ん
に
し
て

詩
家

老
社
家
た
り
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雅
音
還
正
始

感
興
出
離
騒

杜
陵
有
窮
老

白
頭
惟
苦
吟

正
気
自
天
降

至
音
感
人
深

雅
音

正
始
に
還
り

感
興

離
騒
よ
り
出
づ

張
方
平

(
一
〇
〇
七
～
一
〇
九

一
)
｢讃
杜
工
部
詩
｣

(柴
全
集
巻
二

四
庫
全
書
本
)

杜
陵

窮
老
有
り

白
頭

惟
だ
苦
吟
す
る
の
み

正
気

天
よ
り
降
り

至
音

人
を
感
ぜ
し
む
る
こ
と
探
し

同

｢讃
杜
詩
｣
(柴
全
集
巻
二
)

こ
こ
で
は
､
張
方
平
か
ら
二
例
を
挙
げ
た
が
､
｢讃
杜
工
部
詩
｣
で
は
杜
甫
を
程

柴

･
学
術
等
の
文
化
的
制
度
が
盛
行
し
た
唐
代
に
お
け
る
最
も
優
れ
た
詩
人
と
し
て

位
置
づ
け
､
さ
ら
に
そ
の
源
を
､
『
毛
詩
』
大
序
の

｢周
南

･
召
南
､
正
始
之
道
'

王
化
之
基
｡
｣
(周
南

･
召
南
は
､
正
始
の
道
､
王
化
の
基
な
り
｡
)
､
及
び

『離
騒
』

に
求
め
て
い
る
｡
ま
た

｢讃
杜
詩
｣
で
は
､
杜
甫
を
､
老
年
に
至
る
ま
で
困
窮
の
な

か
で
詩
作
し
た
が
､
そ
の
詩
作
は
万
物
の
お
お
も
と
で
あ
る
元
気
を
受
け
た
も
の
で

あ
り
､
そ
の
結
果
得
ら
れ
た
優
れ
た
詩
の
響
き
は
人
を
探
-
感
動
さ
せ
た
と
述
べ
て

い
る
｡
い
ず
れ
の
評
価
も
､
韓
経
が
記
し
て
い
た
も
の
と
よ
-
似
て
い
る
と
言
え
よ

う
○ま

た
韓
維

･
張
方
平
の
他
､
趨
拝

(
一
〇
〇
八
～
一
〇
八
四
)
｢題
杜
子
美
書
室
｣

(清
厭
集
巻
三

四
庫
全
書
本
)
に
も
類
似
し
た
表
現
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

直
将
騒
雅
鎮
湊
淫

壇
貝
千
草
照
古
今

天
地
不
能
寵
大
句

鬼
神
無
慮
騨
幽
吟

幾
逃
兵
火
覇
危
極

直
に
騒
雅
を
格
て
湊
淫
を
鎮
め

壇
貝
千
草

古
今
を
照
ら
す

天
地
は
大
句
を
寵
め
る
能
は
ず

鬼
神
は
幽
吟
を
蹄
-
る
虞
無
し

幾
た
び
か
兵
火
よ
り
逃
れ
て
危
極
に
薦
し

欲
厚
民
生
意
思
探

民
生
に
厚
か
ら
ん
と
欲
し
て
意
思
探
し

茅
屋

一
間
遺
像
在

茅
屋

一
間

遺
像
在
り

有
誰
於
世
是
知
音

誰
か
世
に
於
い
て
是
れ
知
音
有
ら
ん
や

こ
こ
で
も
や
は
り
杜
甫
を

『
楚
辞
』
『
詩
』
の
正
統
を
継
承
す
る
古
今
随

一
の
詩

人
と
位
置
づ
け
､
ま
た
そ
の
詩
作
が
天
地
の
機
微
に
迫
る
も
の
で
あ
る
こ
と
､
及
び

生
前
の
苦
労
に
言
及
し
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
さ
ら
に
人
民
の
福
利

へ
の
関
心
を
挙
げ

て
い
る
が
､
こ
の
よ
う
な
諸
点
が
当
時
の
知
識
人
た
ち
に
お
け
る
杜
甫

･
杜
詩
に
対

す
る
基
本
的
な
捉
え
方
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

ま
た
､
当
時
に
お
け
る
杜
甫
像
を
捉
え
る
資
料
と
し
て
は
'
当
時
編
ま
れ
た
唐
朝

の
正
史
で
あ
る

『
新
唐
書
』
(中
華
書
局
本
)
巻
二
百

一

｢文
嚢
博
上
杜
審
言
侍
｣

に
附
さ
れ
た
杜
甫
の
伝
記
を
挙
げ
る
べ
き
だ
ろ
う
｡
こ
の

『新
居
書
』
は
､
仁
宗
慶

暦
五
年

(
一
〇
四
五
)
に
編
修
の
詔
が
下
さ
れ
､
嘉
祐
五
年

(
一
〇
六
〇
)
に
完
成

に
至

っ
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
杜
甫
の
伝
で
は
､
生
涯
の
事
跡
を
辿

っ
た
後
､
杜
甫

の
人
と
な
り
と
文
学
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
｡

甫
暁
放
不
日
検
､
好
論
天
下
大
事
､
高
而
不
切
｡
少
輿
李
白
斉
名
､
時
碗

｢李

杜
｣
｡
嘗
従
自
及
高
通
過
汀
州
､
酒
酎
登
吹
壷
､
憤
慨
懐
古
､
人
莫
測
也
｡
数

嘗
遥
乳
､
挺
節
無
所
汗
､
馬
歌
詩
､
傷
時
模
弱
'
情
不
忘
君
'
人
憐
其
忠
云
｡

甫

噴
故
に
し
て
自
ら
検
せ
ず
､
好
み
て
天
下
の
大
事
を
論
じ
､
高
け
れ
ど
も

切
な
ら
ず
｡
少
-
し
て
李
白
と
名
を
暫
し
-
し
､
時
に

｢李
杜
｣
と
漉
す
｡
嘗

っ
て
自
及
び
高
適
に
従
ひ
て
汀
州
に
過
ぎ
り
'
酒
鮒
に
し
て
吹
垂
に
登
り
､
憤

慨
し
て
古
を
懐
ふ
に
､
人
は
測
る
莫
き
な
り
｡
激
し
は
冠
乳
を
嘗
む
る
に
､
挺

節
し
て
汗
す
所
無
-
､
歌
詩
を
為
り
､
時
の
椀
弱
を
傷
み
､
情
は
君
を
忘
れ
ず
､

人
は
其
の
忠
を
憐
れ
み
て
云
ふ
｡

こ
こ
で
は
杜
甫
の
人
と
な
り
お
よ
び
そ
の
詩
作
に
つ
い
て
､
三
点
を
取
り
上
げ
て

い
る
｡
ま
ず

一
つ
め
は
､
杜
甫
が
社
会
の
重
大
事
を
論
ず
る
こ
と
を
好
ん
だ
が
､
そ
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れ
は
感
情
の
ま
ま
に
言
葉
を
放
つ
も
の
で
あ
り
､
そ
れ
ぞ
れ
の
事
柄
に
つ
い
て
事
細

か
に
検
討
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
｡
『
新
居
書
』
の

侍
部
分
の
執
筆
を
担
当
し
た
の
は
宋
祁
と
さ
れ
て
い
る
が
､
こ
の
よ
う
な
記
述
か
ら

は
､
宋
祁
が
､
杜
甫
を
沈
思
黙
考
の
人
と
し
て
で
は
な
-
､
む
し
ろ
激
情
の
人
と
し

て
捉
え
て
い
る
こ
と
を
示
す
だ
ろ
う
｡
ま
た
､
二
つ
め
は
､
杜
甫
が
生
前
か
ら
李
白

と
併
称
さ
れ
る
詩
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
､
李
白
も
登
場
す
る
吹
垂
で
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
挙
げ
て
い
る
点
で
あ
る
｡
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
'
杜
甫
が
自
ら
の
高
潮
し
た
感

情
に
浸
る
様
子
を
描
い
て
お
り
､
す
で
に
一
つ
め
に
挙
げ
た
､
激
情
の
人
と
し
て
の

性
格
を
補
強
す
る
も
の
と
も
な

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡

さ
ら
に
三
つ
め
は
､
杜
甫
が
騒
乱
の
時
代
の
な
か
で
唐
朝

へ
の
忠
誠
を
堅
持
し
､

時
勢
を
嘆
き
､
そ
の
思
い
を
詩
に
表
現
し
て
､
人
々
に
感
銘
を
与
え
た
と
い
う
点
で

あ
る
｡
杜
甫
の
詩
が
､
彼
の
生
き
た
時
代
の
困
難
な
状
況
の
も
と
で
こ
そ
生
み
出
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
､
ま
た
そ
の
中
に
あ

っ
て
杜
甫
が
唐
朝

へ
の
忠
義
を
貫
い
た

と
い
う
こ
と
は
､
先
に
見
た
そ
の
詩
作
に
対
す
る
評
価
と
と
も
に
､
概
ね
こ
の
後
も

杜
甫
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
-
と
思
わ
れ
る
｡

す
で
に
見
た
韓
推

･
張
方
平
の
詩
で
は
､
唐
代
最
高
の
詩
人
と
い
う
評
価
を
し
て

い
た
が
､
で
は

『新
居
書
』
は
､
杜
甫
を
唐
詩
の
歴
史
の
な
か
に
ど
の
よ
う
に
位
置

づ
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡
杜
甫
伝
の
費
に
お
い
て
､
宋
祁
は
杜
甫
の
平
生
や
人
と

な
り
に
は
言
及
せ
ず
､
詩
作
を
唐
代
の
詩
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
試
み
て

い
る
｡費

目
､
唐
興
'
詩
人
承
陳

･
隔
風
流
､
浮
廓
相
衿
｡
至
宋
之
間

･
沈
任
期
等
､

研
指
聾
音
､
浮
切
不
差
'
而
競

｢律
詩
｣
､
競
相
襲
沿
｡
逮
開
元
間
'
栢
裁
以

雅
正
､
然
侍
華
者
質
反
､
好
麗
老
壮
違
､
人
得

一
築
､
皆
目
名
所
長
｡
至
甫
､

洋
酒
江
把
､
千
乗
商
状
､
兼
古
今
而
有
之
､
官
人
不
足
､
甫
乃
厭
徐
､
残
膏
謄

復
､
清
弓
後
人
多
臭
｡
故
元
積
謂
､
｢詩
人
以
来
､
未
有
如
子
美
者
｡
｣
甫
又
善

陳
時
事
､
律
切
精
探
'
至
千
言
不
少
衰
､
世
親

｢詩
史
｣
｡
昌
繁
韓
愈
於
文
章

慎
許
可
､
至
歌
詩
､
濁
推
日
､
｢李
杜
文
章
在
'
光
焔
寓
丈
長
｡
｣
誠
可
信
云
｡

質
に
日
-
､
唐
興
こ
り
､
詩
人
は
陳

･
晴
の
風
流
を
承
け
､
浮
廓
に
し
て
相
ひ

跨
る
｡
宋
之
問

･
沈
任
期
等
に
至
り
て
､
馨
音
を
研
指
し
'
浮
切

差
は
ず
'

や
や

而
し
て

｢律
詩
｣
と
競
し
､
競
ひ
て
相
ひ
襲
沿
す
｡
開
元
の
間
に
逮
び
､
栴

裁

-
に
雅
正
を
以
て
し
､
然
し
て
華
を
悼
む
者
は
質
反
き
､
麗
を
好
む
者
は
壮
違

ひ
､
人
は

一
嬰
を
得
､
皆
な
自
ら
長
ず
る
所
を
名
と
す
｡
甫
に
至
り
て
､
揮
滴

江
把
､
千
乗
商
状
､
古
今
を
兼
ね
て
之
を
有
ち
､
宅
人
の
足
ら
ざ
る
と
こ
ろ
､

甫
は
乃
ち
徐
す
を
厭
ひ
､
残
膏
謄
綾
､
後
人
を
清
弓
す
る
こ
と
多
し
｡
故
に
元

積
謂

へ
ら
-
､
｢詩
人
以
来
､
未
だ
子
美
の
如
き
者
有
ら
ず
｣
と
｡
甫
は
又
た

善
-
時
事
を
陳
べ
､
律
切
精
探
に
し
て
､
千
言
に
至
る
も
少
や
も
衰

へ
ざ
れ
ば
､

世
に

｢詩
史
｣
と
競
す
｡
昌
翠
韓
愈
は
文
章
に
於
い
て
許
可
す
る
を
慎
む
も
､

歌
詩
に
至
り
て
は
､
濁
り
推
し
て
､
｢李
杜
の
文
章
在
り
､
光
焔

寓
丈
長
し
｣

と
日
ふ
の
み
｡
誠
に
信
ず
べ
-
し
て
云
ふ
｡

こ
こ
で
は
､
ま
ず
杜
甫
以
前
の
唐
代
詩
史
を
､
①
唐
初
に
お
け
る
陳

･
情
の
華
や

か
な
詩
風
の
継
承
､
②
宋
之
間

･
沈
任
期
に
よ
る
音
律
の
研
究
と

｢律
詩
｣
の
盛
行
､

③
玄
宗
開
元
年
間
に
お
け
る
典
雅

･
純
正
の
追
求
と
い
う
三
つ
の
段
階
に
区
分
し
､

そ
の
上
で
第
④
の
段
階
と
し
て
､
こ
れ
ら
を
含
む
古
今
の
詩
風
を
兼
備
し
た

｢集
大

成
｣
者
と
し
て
杜
甫
を
位
置
づ
け
て
い
る
｡
さ
ら
に
杜
甫
以
後
の
状
況

(第
⑤
段
階
)

に
つ
い
て
は
､
杜
甫
の
影
響
の
広
が
り
を
挙
げ
､
そ
の
具
体
的
な
例
と
し
て
､
元
積

に
よ
る
高
い
評
価
､
時
事
を
題
材
と
す
る
長
編
詩
に
対
す
る

｢詩
史
｣
と
し
て
の
評
､

古
文
の
大
家
で
あ
る
韓
愈
に
よ
る
李
杜
詩

へ
の
高
い
評
価
､
の
三
点
を
挙
げ
て
い
る
｡

す
で
に
見
た
よ
う
に
､
五
代
後
晋
期
に
編
纂
さ
れ
た

『膏
唐
書
』
巻

一
百
九
十
下

文
苑
博
下
の
杜
甫
の
博
で
は
､
杜
甫
詩
を

｢蓋
-
古
今
の
倦
勢
を
得
､
而
し
て
人
人

の
濁
り
専
ら
に
す
る
所
を
兼
ね
｣
る
も
の
と
し
て
高
-
評
価
す
る
元
積
の

｢唐
政
工
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部
員
外
郎
杜
君
墓
係
銘
｣
序
を
､
｢李

･
杜
之
優
劣
｣
を
論
じ
る
も
の
と
し
て
引
用

し
て
お
り
､
さ
ら
に
､
こ
れ
以
後
は
元
積
に
よ
る
高
評
が
支
持
さ
れ
た
と
言
葉
を
添

え
て
い
る
こ
と
か
ら
､
五
代
後
晋
期
に
お
い
て
も
杜
甫
詩
に
対
す
る
評
価
は
高
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
が
､
こ
こ
に
挙
げ
た

『新
居
書
』
杜
甫
侍
費
の
内
容
は
'
宋
祁
の
杜

詩
評
も
ま
た
､
す
で
に
見
た
韓
推

･
張
方
平

･
趨
拝
の
詩
と
と
も
に
､
こ
の

『膏
唐

書
』
及
び
中
居
期
の
元
積

･
韓
愈
ら
に
よ
る
高
い
評
価
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
だ
ろ
う
｡

ま
た
､
『新
居
書
』
巻
二
百

一
文
嚢
侍
上
の
序
に
お
い
て
宋
祁
は
､
唐
代
文
学
史

を
①
高
祖

･
太
宗
期

(初
唐
期
)
②
玄
宗
期

(盛
唐
期
)
③
大
暦

･
貞
元
期

(中
居

期
｡
そ
の
後
の
時
期
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
い
｡
)
の
三
期
に
区
分
し
､
③
の
中
庸

期
を

｢排
逐
百
家
､
法
度
森
厳
､
抵
蝶
曹

･
魂
､
上
乱
漠

･
周
､
唐
之
文
完
然
鳥

l

王
法
､
此
其
極
也
｡
(百
家
を
排
逐
し
､
法
度
は
森
厳
に
し
て
､
晋

･
魂
に
抵
摸
し
､

上
は
漠

･
周
を
乱
し
､
唐
の
文
は
完
然
に
し
て
一
主
法
と
為
る
､
此
れ
其
の
極
み
な

り
｡
)｣
を
最
盛
期
と
位
置
づ
け
て
い
る
｡
さ
ら
に
同
じ
序
の
な
か
で
は
､
唐
代
に
お

い
て
詩
文
に
優
れ
た
人
々
を
､
｢侍
従
酬
奉
｣
･
｢制
射
｣
･
｢言
詩
｣
･
｢講
怪
｣
の
四

つ
の
範
噂
に
分
け
て
示
し
､
杜
甫
は
そ
の
う
ち
の

｢言
詩
｣
に
､
李
白

･
元
積

･
自

居
易

･
劉
南
錫
と
と
も
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
､
特
に
他
か
ら
抜
き
ん
出
て
い
る
と

し
て
絶
賛
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
さ
ら
に
宋
祁
は
唐
代
の
主
要
な
詩
文
作
者

を
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
し
た
こ
の
部
分
を
､
｢皆
卓
然
以
所
長
馬

一
世
冠
､
其
可
尚
巳
｡
｣

(皆
な
卓
然
と
し
て
長
ず
る
所
を
以
て
l
世
に
冠
為
り
'
其
れ
尚
ぶ
べ
き
の
み
｡)
と

収
め
て
お
り
､
名
前
を
挙
げ
た
各
々
の
人
物
を
､
そ
れ
ぞ
れ
の
方
面
に
お
い
て
優
れ

て
い
る
と
評
価
す
る
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
｡

さ
ら
に
､
唐
代
の
詩
人
各
々
の
個
性
や
長
所
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
態
度
は
､
栄

祁
の
こ
の

｢新
居
書
文
蛮
博
序
｣
以
外
に
も
､
同
時
代
の
幾
人
か
の
文
章
の
な
か
に

も
見
る
こ
と
が
で
き
､
例
え
ば
欧
陽
僑

(
一
〇
〇
七
～

一
〇
七
二
)
は
､
｢書
梅
聖

愈
嚢
後
｣
(居
士
集
巻
七
十
三

四
部
叢
刊
本
)
の
な
か
で
､
唐
代
に
至
る
ま
で
の

詩
の
歴
史
を
踏
ま
え
つ
つ
､
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

蓋
詩
者
､
柴
之
苗
商
輿
｡
漠
之
蘇

･
李
､
魂
之
曹

･
劉
､
得
其
正
始
｡
宋
秀
而

下
'
得
其
浮
浮
流
快
｡
唐
之
時
､
子
昂

･
李

･
杜

･
沈

･
宋

･
王
推
之
徒
､
或

得
其
淳
古
淡
泊
之
馨
､
或
得
其
野
和
高
暢
之
節
'
而
孟
郊

･
貢
島
之
徒
､
又
得

其
悲
愁
哲
理
之
気
｡
由
是
而
下
､
得
者
時
有
而
不
純
君
｡
今
聖
愈
亦
得
之
｡

蓋
し
詩
な
る
者
は
､
柴
の
苗
商
か
｡
漠
の
蘇

･
李
､
魂
の
曹

･
劉
､
其
の
正
袷

を
得
｡
宋
秀
よ
り
而
下
､
其
の
浮
淫
流
快
を
得
｡
唐
の
時
､
子
昂

･
李

･
杜

･

沈

･
宋

･
王
椎
の
徒
､
或
ひ
は
其
の
淳
古
淡
泊
の
聾
を
得
､
或
ひ
は
其
の
野
和

高
暢
節
を
得
'
而
し
て
孟
郊

･
君
島
の
徒
'
又
た
其
の
悲
愁
哲
理
の
気
を
得
｡

是
よ
り
而
下
'
得
る
者

時
に
有
れ
ど
も
純
な
ら
ず
｡
今

聖
愈

亦
た
之
を

得
｡

梅
重
臣
の
詩
文
稿
に
寄
せ
た
こ
の
文
章
で
は
､
漠

･
魂

･
宋
奔

･
唐
の
各
々
の
請

人
が
､
古
代
の

『柴
』
の
後
商
と
し
て
､
そ
の
ど
の
よ
う
な
面
を
継
承
し
て
い
る
か

を
列
挙
L
t
そ
れ
ら
を
総
合
的
に
継
承
す
る
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
で
､
梅

重
臣
の
詩
作
を
高
-
評
価
し
て
い
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
｡
欧
陽
修
が
杜
甫

を
あ
ま
り
好
ま
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
､
劉
敗

『中
山
詩
話
』
に
言
及
が
あ
る

が
､
こ
こ
で
も
杜
甫
だ
け
を
取
り
出
し
て
特
別
に
評
価
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
｡

本
章
で
見
て
き
た
よ
う
に
､
北
宋
仁
宗
期
の
知
識
人
た
ち
の
間
に
お
い
て
は
､
杜

甫
に
対
す
る

『楚
辞
』
『詩
』
の
正
統
を
継
承
す
る
古
今
随

一
の
詩
人
と
い
う
位
置

づ
け
は
､
す
で
に
か
な
り
安
定
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
ま
た
､
生
前
の
苦
労

･
磨

朝

へ
の
忠
誠

･
人
民
の
福
利
へ
の
関
心
と
い
っ
た
点
か
ら
そ
の
人
物
像
を
形
成
し
､

天
地
の
機
微
に
迫
る
も
の
と
し
て
そ
の
詩
作
を
捉
え
る
こ
と
も
､
か
な
り
広
-
行
わ

れ
て
お
り
､
後
世
に
ま
で
継
承
さ
れ
る
杜
詩
に
対
す
る
基
本
的
な
捉
え
方
は
ほ
ぼ
整

っ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
ま
た
､
な
か
に
は
欧
陽
情
の
よ
う
に
､
そ
の
詩
を
あ
ま
り
好



人文論叢 (三重大学)第27号 2010

ま
な
い
人
物
も
あ
る
が
､
そ
の
よ
う
な
人
物
に
お
い
て
も
'
唐
代
の
優
れ
た
詩
人
の

一
人
と
し
て
は
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
｡

三

｢詩
史
｣
と
し
て
の
杜
詩

と
こ
ろ
で
､
先
に
挙
げ
た

『新
居
書
』
文
苑
侍
所
収
の
杜
甫
の
博
の
費
に
､
｢甫

又
善
陳
時
事
､
律
切
精
深
､
至
千
言
不
少
衰
､
世
親

『詩
史
』
｡
｣
(甫
は
又
た
善
-

時
事
を
陳
べ
､
律
切
精
深
に
し
て
'
千
言
に
至
る
も
少
や
も
衰

へ
ざ
れ
ば
､
世
に

｢詩
史
｣
と
漉
す
｡
)
と
述
べ
た
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
が
､
次
に
杜
甫
詩
を

｢詩
史
｣
と

呼
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
､
少
し
検
討
し
て
み
た
い
｡

こ
の

｢詩
史
｣
と
い
う
語
を
､
詩
と
い
う
形
式
を
用
い
た
歴
史
の
記
録
と
い
う
意

味
で
用
い
た
初
出
と
し
て
､
工
具
書
等
に
よ
-
挙
げ
ら
れ
る
の
は
､
唐

･
孟
柴

『本

事
詩
』
高
逸
第
三

(歴
代
詩
話
横
編

中
華
書
局

一
九
八
三
年
)
の
次
の
記
述
で

あ
る
｡杜

逢
禄
山
之
難
､
流
離
陳
局
､
畢
陳
於
詩
､
推
見
至
隙
､
殆
無
道
事
､
故
昔
時

競
馬

｢詩
史
｣
｡

つ
ひ

杜

禄
山
の
難
に
逢
ひ
､
陳
萄
を
流
離
し
､
聾

に
詩
に
陳
ぶ
る
に
､
推
し
て
至

隙
を
見
し
､
殆
ん
ど
通
事
無
し
､
故
に
常
時

競
し
て

｢詩
史
｣
と
為
す
｡

も
し
も
こ
の
記
述
が

｢詩
史
｣
の
初
出
で
あ
る
な
ら
ば
､
｢詩
史
｣
と
い
う
語
は
､

当
初
か
ら
特
に
杜
甫
の
詩
を
意
識
し
て
造
ら
れ
た
語
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
｡

ま
た
晩
唐
の
人
で
あ
る
孟
柴
が

｢昔
時
｣
と
言
う
の
だ
か
ら
､
杜
甫
の
詩
を

｢詩
史
｣

と
評
す
る
こ
と
は
､
杜
甫
の
生
前
､
あ
る
い
は
少
な
-
と
も
中

･
晩
唐
期
に
遡
る
と

思
わ
れ
る
｡

そ
の
後
､
北
宋
中
期
以
降
の
杜
甫
詩
に
対
す
る
評
に
お
い
て
は
､
こ
の

｢詩
史
｣

の
語
を
用
い
る
例
が
増
加
し
て
お
り
､
そ
れ
ら
か
ら
は
､
当
時
に
お
い
て
杜
詩
が
ど

の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
か
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
｡
先
に
見
た

『新

居
書
』
巻
二
百

一
文
聾
博
の
杜
甫
博
の
質
で
は
､
『
本
事
詩
』
の
本
文
に
あ

っ
た

｢嘗
時
｣
と
い
う
限
定
は
な
-
な
り
､
｢世
｣
､

つ
ま
り
世
間

一
般
で
､
と
い
う
表
現

に
変
わ
っ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
表
現
の
変
化
は
､
杜
甫
の
詩
の
属
性
と
し
て

｢請

史
｣
を
言
う
こ
と
が
､
こ
の
北
宋
中
期
に
お
い
て
も
あ
る
程
度
広
-
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
｡

例
え
ば
､
劉
放

『
中
山
詩
話
』
の
､
次
に
挙
げ
る
よ
-
知
ら
れ
た
章
段
で
は
､

｢詩
史
｣
と
い
う
語
こ
そ
用
い
て
は
い
な
い
も
の
の
､
杜
甫
詩
の
表
現
の
有
す
る
､

詩
と
い
う
形
式
を
用
い
た
歴
史
の
記
録
と
い
う
性
格
が
､
史
実
を
知
る
た
め
の
資
料

と
し
て
示
さ
れ
た
例
を
挙
げ
て
い
る
｡

真
宗
間
近
臣
､
｢唐
酒
債
幾
何
｣
莫
能
封
｡
丁
晋
公
濁
日
､
｢斗
五
三
百
｡
｣
上

聞
､
｢何
以
知
之
｣
日
､
｢臣
観
杜
甫
詩

『速
須
相
就
飲

一
斗
､
恰
有
三
百
青
銅

鏡
｡
』｣
亦

一
時
之
善
封
｡

真
宗

近
臣
に

｢唐
の
酒
債
は
幾
何
｡
｣
と
問
ふ
に
､
能
-
封
ふ
る
美
し
｡
丁

晋
公

濁
り
､
｢斗
宜
ひ
三
百
｣
と
日
ふ
の
み
｡
上
､
｢何
を
以
て
之
を
知
る
か
｣

と
問
ふ
に
'
日
-
'
｢臣

杜
甫
の
詩
の

『速
や
か
に
須
ら
-
相
ひ
就
き
て
一

斗
を
飲
む
べ
し
､
恰
も
三
百
青
銅
鏡
有
り
｡
』
を
観
た
り
｣
と
｡
亦
た

一
時
の

善
封
な
り
｡

こ
れ
は
､
唐
の
酒
の
値
段
を
近
侍
の
臣
下
た
ち
に
問
う
た
真
宗

(在
位
九
九
七
～

一
〇
二
二
)
に
対
し
て
､
丁
謂

(九
六
二
～
一
〇
三
三
)
が
､
杜
甫

｢侶
側
行
贈
畢

四
曜
｣
(杜
詩
詳
註
巻
六
)
の
､
｢街
頭
酒
債
常
苦
貴
､
方
外
酒
徒
稀
酔
眠
｡
速
宜
相

就
欽

一
斗
､
恰
有
三
百
青
銅
鏡
｡｣
に
拠

っ
て
､
｢
一
斗
が
三
百
鏡
で
ご
ざ
い
ま
す
｣

と
答
え
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
わ
ざ
わ
ざ
記
録
さ
れ
た
の
は
､

文
学
作
品
で
あ
る
詩
の
一
節
を
史
実
の
考
証
の
た
め
の
資
料
と
し
て
用
い
る
､
と
い

う
機
転
の
面
白
さ
や
意
外
性
に
対
す
る
興
味
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
､
こ
の



湯浅陽子 北宋中期における杜詩の受容について

詩
句
の
内
容
が
事
実
を
記
録
し
た
も
の
と
し
て
丁
謂
の
記
憶
に
留
め
ら
れ
､
さ
ら
に

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
劉
敗
に
よ
っ
て
書
き
留
め
ら
れ
た
こ
と
は
､
日
常
生
活
に
取
材

し
て
細
か
-
措
写
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
持
つ
杜
甫
の
詩
が
､
読
者
で
あ
る
北
末
の

官
僚
た
ち
に
と

っ
て
､
他
の
文
献
に
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
唐
代
の
社
会
や
生
活
の

状
況
を
伝
え
る
資
料
と
な
る
可
能
性
を
持
つ
と
感
じ
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ

ろ
う
｡

こ
の

『中
山
詩
話
』
の
記
述
は
､
す
で
に
真
宗
期
に
丁
謂
が
杜
甫
の
詩
に
対
し
て

｢詩
史
｣
的
な
捉
え
方
を
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
､
同
様
に
杜
甫
の
詩
を

唐
代
の
史
実
を
知
る
た
め
の
資
料
と
し
て
用
い
る
例
は
､
仁
宗
期
を
跨
い
だ
'
後
の

哲
宗
期

(
l
〇
八
五
～

l
i
O
O
)
頃
に
成
立
し
た
資
料
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
､

そ
れ
ら
は
当
時
の
知
識
人
た
ち
の
間
で
､
唐
代
の
史
実
の
詳
細
な
部
分

へ
の
関
心
が

高
ま

っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
次
に
そ
の
具
体
例
と
し
て
､
鹿
元
英

(生
卒

年
未
詳
｡
哲
宗
元
祐
三
年

(
一
〇
八
八
)
知
曹
州
)
『文
昌
雑
録
』
巻
五

(撃
津
討

源
本
)
の
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
｡

杜
甫
馬
左
拾
遺
､
作

｢紫
窟
殿
退
朝
｣
詩
云
､
｢
宮
中
毎
出
蹄
束
省
､
合
送
壁

龍
集
鳳
池
｡
｣
東
省
､
門
下
也
､
鷲
憂
在
鳶
｡
鳳
池
在
中
書
省
｡
杜
詩
不
磨
有

誤
､
恐
唐
朝
別
有
故
事
｡
又
恐
是
時
政
事
堂
適
在
右
省
耳
｡

杜
甫

左
拾
遺
と
為
り
､
｢紫
窟
殿
退
朝
｣
詩
を
作
り
て
云

へ
ら
-
'
｢宮
中
よ

か
な
ら
ず

り
毎
に
出
づ
る
に
東
省
に
蹄
し
､
舎

愛
龍
の
鳳
池
に
集
ふ
を
送
る
｣
と
｡
東

省
は
､
門
下
な
り
､
鷲
垂
は
鳶
に
在
り
｡
鳳
池
は
中
書
省
に
在
り
｡
杜
詩

磨

に
誤
り
有
る
べ
か
ら
ず
､
恐
る
ら
-
は
唐
朝
に
別
に
故
事
有
ら
ん
｡
又
た
恐
る

た
ま

ら
-
は
是
の
時

政
事
堂
は
適
た
ま
右
省
に
在
り
し
の
み
｡

こ
の
例
で
は
､
杜
甫

｢紫
窟
殿
退
朝
口
競
｣
(杜
詩
詳
註
巻
六
)
の
詩
句
を
資
料

と
し
て
､
唐
代
の
宮
殿
の
植
栽
､
庁
舎
の
配
置
を
考
証
し
､
詩
句
に
記
さ
れ
た
庁
令

の
配
置
が
通
説
と
は
異
な
る
も
の
で
あ

っ
て
も
､
｢杜
詩
不
磨
有
誤
､
恐
唐
朝
別
有

故
事
｡
｣
(杜
詩

鷹
に
誤
り
有
る
べ
か
ら
ず
､
恐
る
ら
-
は
唐
朝
に
別
に
故
事
有
ら

ん
｡
)
と
述
べ
て
い
る
の
で
､
著
者
の
鹿
元
英
に
と

っ
て
は
､
杜
甫
の
詩
は
事
実
を

記
録
す
る
と
い
う
こ
と
は
､
常
識
的
な
認
識
と
な

っ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
｡
こ

の
他
に
も
､
例
え
ば
沈
括
が

『夢
渓
筆
談
』
巻
二
十
四
で
､
杜
甫

｢塞
定
子
｣
(杜

詩
詳
註
巻
四
)
の
表
現
を
資
料
と
し
て
､
延
州
に
は
天
資
年
間
に
す
で
に
五
つ
の
城

塞
が
あ

っ
た
と
考
証
し
て
い
る
等
､
現
存
す
る
筆
記
小
説
等
の
な
か
に
は
､
杜
甫
請

の
詩
句
を
史
実
の
記
録
と
し
て
捉
え
て
い
る
も
の
を
い
-
つ
も
指
摘
で
き
る
が
､
そ

の
よ
う
な
事
例
が
次
第
に
増
加
し
て
い
き
､
杜
甫
詩
は
詩
に
よ
る
史
実
の
記
録
で
あ

る
と
い
う
認
識
が
'
少
し
ず
つ
固
ま

っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

し
か
し
､
杜
甫
詩
が
史
実
の
記
録
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
対
し
て
､
全
-
疑
問
が

差
し
挟
ま
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
｡
そ
れ
を
表
し
て
い
る
の
が
､
次
に
挙
げ
る
成
都

武
侯
廟
の
柏
樹
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
｡

武
侯
廟
柏
､
其
色
若
牙
然
､
自
而
光
揮
､
不
復
生
枝
葉
臭
｡
杜
工
部
甫
一N
'

｢黛
色
参
天
二
千
尺
｣
､
其
言
蓋
過
､
今
才
十
丈
｡
古
之
詩
人
好
大
其
事
､
率
如

此
也
｡
工
部
詩
及
段
相
図
文
昌
記
石
高
於
廟
堂
中
｡

(苑
鎮

(
l
〇
〇
七
～

一
〇
八
七
)
『
東
碧
記
事
』
巻
四

中
華
書
局

一
九

九
七
年
第
二
版
)

武
侯
廟
の
柏
'
其
の
色

牙
然
た
る
が
若
-
､
自
-
し
て
光
輝
あ
り
､
復
た
生

枝
葉
を
生
ぜ
ず
｡
杜
工
部
甫
云
へ
ら
-
､
｢黛
色

天
に
参
ず
る
こ
と
二
千
尺
｣

と
､
其
の
言
は
蓋
し
過
ぎ
た
り
､
今
才
か
に
十
丈
な
る
の
み
｡
古
の
詩
人

其

の
事
を
大
に
す
る
を
好
み
､
率
ね
此
-
の
如
き
な
り
｡
工
部
の
詩
及
び
段
相
国

文
昌
の
記
の
石
高

廟
堂
中
に
於
い
て
あ
り
｡

杜
甫

｢武
侯
廟
柏
｣
詩
云
'
｢霜
皮
溜
雨
四
十
園
､
黛
色
参
天
二
千
尺
｡
｣
四
十

固
乃
是
径
七
尺
､
無
乃
太
細
長
乎
｡
防
風
氏
身
虞
九
畝
､
長
三
文
｡
姫
室
畝
虞

/~し
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六
尺
､
九
畝
乃
五
丈
四
尺
､
如
此
､
防
風
之
身
乃

一
餅
飲
耳
｡
此
亦
文
章
之
病

也
｡

(沈
括

(
一
〇
三

一
～
一
〇
九
五
)
『夢
渓
筆
談
』
巻
二
十
三

四
部
叢
刊
本
)

杜
甫

｢武
侯
廟
柏
｣
詩
に
云
へ
ら
-
､
｢霜
皮

雨
を
溜
め
て
四
十
園
'
黛
色

天
に
参
ず
る
こ
と
二
千
尺
｣
と
｡
四
十
園
は
乃
ち
是
れ
径
七
尺
な
り
､
乃
ち
太

だ
細
長
な
る
こ
と
無
か
ら
ん
や
｡
防
風
氏
身
は
虞
き
こ
と
九
畝
､
長
き
こ
と
三

文
な
り
｡
姫
室

畝
は
虞
き
こ
と
六
尺
､
九
畝
な
ら
ば
乃
ち
五
丈
四
尺
な
り
､

此
-
の
如
-
､
防
風
の
身
は
乃
ち

一
餅
飲
な
る
の
み
｡
此
れ
亦
た
文
章
の
病
な

り

○

こ
れ
ら
に
お
い
て
は
､
成
都
武
侯
廟
の
柏
樹
に
寄
せ
た
杜
甫

｢古
柏
行
｣
(杜
詩

詳
註
巻
十
五
)
の
詩
句
の
表
現
が
､
大
げ
さ
な
表
現
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
｡
事
実
を

記
録
す
る

｢詩
史
｣
と
評
さ
れ
る
杜
甫
の
詩
に
も
誇
張
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を

珍
し
い
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
が
､
さ
ら
に
王
得
臣

(
一
〇

三
六
～

一
二

五
?
)
『塵
史
』
巻
中

｢妨
誤
｣
(上
海
古
籍
出
版
社

一
九
八
六
年
)

で
は
'
沈
括
ら
の
言
葉
を
踏
ま
え
､
こ
の
詩
句
の
表
現
と

｢詩
史
｣
と
い
う
属
性
と

の
敵
齢
の
解
決
を
求
め
て
､
次
の
よ
う
な
検
討
を
行

っ
て
い
る
｡

凡
言
木
之
巨
細
者
､
始
日
洪
把
､
大
日
囲
､
引
而
増
之
日
合
抱
｡
蓋
扶
把
之
間
､

綾
数
寸
耳
｡
国
別
尺
也
｡
合
抱
則
五
尺
也
｡
『荘
子
』
日
､
｢傑
社
木
､
其
大
蔽

牛
､
撃
之
百
園
｡
｣
疏
云
､
｢
以
縄
束
之
､
国
威
育
尺
｡
｣
是
也
｡
今
人
以
南
手

指
合
而
環
之
､
適
周

一
尺
｡
杜
子
美

｢武
侯
廟
柏
｣
詩
云
､
｢霜
皮
溜
雨
四
十

国
､
黛
色
参
天
二
千
尺
｡
｣
是
大
四
丈
｡
沈
存
中
内
翰
云
､
｢
四
十
園
乃
是
径
七

尺
､
無
乃
太
細
長
也
｡｣
然
沈
精
於
算
数
者
､
不
知
何
法
以
準
之
｡
若
径
七
尺
､

則
国
富
二
丈

一
尺
｡
博
日
､
｢孔
子
身
大
十
囲
｡
｣
夫
以
其
大
也
､
散
記
之
｡
如

/_i

沈
之
言
､
挽
今
之
三
尺
七
寸
有
崎
耳
､
何
足
以
馬
具
邪
､
周
之
尺
､
嘗
今
之
七

寸
五
分
｡

凡
そ
木
の
巨
細
を
言

へ
ば
､
始
め
を
扶
把
と
日
ひ
､
大
な
る
を
園
と
日
ひ
､
引

き
て
之
を
増
す
を
合
抱
と
日
ふ
｡
蓋
し
扶
把
の
間
は
､
娩
か
に
数
寸
な
る
の
み
｡

園
な
れ
ば
則
ち
尺
な
り
｡
合
抱
な
れ
ば
則
ち
五
尺
な
ら
ん
｡
『荘
子
』
に
冒
-
､

｢傑
社
の
木
､
其
の
大
な
る
こ
と
牛
を
蔽
ひ
､
之
を
撃
す
る
こ
と
育
園
な
り
｣

ほ
ぽ

と
｡
疏
に
云
-
'
｢縄
を
以
て
之
を
束
ぬ
る
に
､
園
は
鹿
百
尺
な
り
｣
と
｡
是

れ
な
り
｡
今
人
両
手
の
指
を
合
し
て
之
を
環
る
に
､
適
た
ま
周

一
尺
な
り
｡
杜

子
美

｢武
侯
廟
柏
｣
詩
に
云
へ
ら
-
､
｢霜
皮

雨
を
溜
め
て
四
十
園
､
黛
色

天
に
ず
る
こ
と
二
千
尺
｣
と
｡
是
れ
大
な
る
こ
と
四
丈
な
り
｡
沈
存
中
内
翰

云
へ
ら
-
､
｢
四
十
園
は
乃
ち
是
れ
径
七
尺
な
り
､
乃
ち
太
だ
細
長
な
る
こ
と

無
か
ら
ん
や
｣
と
｡
然
る
に
沈
の
算
数
に
精
し
き
者
な
る
も
､
何
に
法
り
て
以

て
之
を
準
ふ
る
か
を
知
ら
ず
｡
若
し
径
七
尺
な
れ
ば
､
則
ち
園
は
雷
に
二
丈

一

尺
な
る
べ
し
｡
博
に
日
-
､
｢孔
子
は
身
の
大
な
る
こ
と
十
園
な
り
｣
と
｡

夫

れ
其
の
大
な
る
を
以
て
な
り
､
故
に
之
を
記
す
｡
沈
の
言
の
如
-
な
ら
ば
'
娩

か
に
今
の
三
尺
七
寸
の
崎
有
る
の
み
､
何
ぞ
以
て
異
と
為
す
に
足
ら
ん
や
､
周

の
尺
は
､
雷
に
今
の
七
寸
五
分
な
る
べ
し
｡

こ
こ
で
は
､
通
常
な
ら
ば
事
実
を
記
録
す
る

｢詩
史
｣
と
し
て
評
さ
れ
る
杜
甫
の

詩
に
お
い
て
､
現
実
と
敵
齢
す
る
表
現
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
問
題
と
し
､
長
さ

の
単
位
を
調
整
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
解
決
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
る
｡
王
得
臣

に
と

っ
て
は
､
杜
甫
詩
は
事
実
を
記
録
し
て
い
る
と
い
う
認
識
は
揺
ら
ぎ
の
無
い
ら

の
で
あ
り
､

一
見
し
て
事
実
と
合
致
し
な
い
よ
う
で
あ

っ
て
も
､
そ
れ
に
は
特
別
の

理
由

(
こ
の
場
合
に
は
長
さ
の
単
位
の
変
化
)
が
あ
り
､
結
果
的
に
は
事
実
と
敵
離

し
な
い
は
ず
だ
と
考
え
て
い
る
｡
蘇
拭

(
一
〇
三
六
～
一
一
〇
一
)
と
同
じ
年
の
生

ま
れ
で
あ
る
王
得
臣
の
世
代
に
至
る
と
､
杜
甫
詩
=
｢詩
史
｣
と
い
う
関
係
は
既
に
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自
明
の
こ
と
と
さ
れ
､
そ
の
表
現
は
文
学
的
な
空
想
や
誇
張
を
含
ま
ず
､
必
ず
歴
史

的
事
実
を
反
映
す
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
｢詩
史
｣
と
い
う
評
を
与
え
る
こ
と
は
､
杜
甫
の
詩
が
本
来
有
し

て
い
る
様
々
な
性
格
の
な
か
か
ら
､
特
に
そ
の
ひ
と
つ
に
着
目
し
た
も
の
と
言
う
こ

と
が
で
き
よ
う
が
､
こ
の

｢詩
史
｣
と
い
う
捉
え
方
が
あ
る
程
度
の
広
が
り
を
持
ち

え
た
背
景
に
は
､
杜
甫
詩
の
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
考
証
が
重
ね
ら
れ
精
密
さ
が
追
及

さ
れ
る
な
か
で
､
史
実
と
の
関
係
に
注
意
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
事

情
が
存
在
し
て
い
る
だ
ろ
う
｡
さ
ら
に
､
よ
り
広
範
な
背
景
と
し
て
は
､
別
集
の
編

年
化
と
い
う
現
象
に
顕
著
な
､
こ
の
時
期
に
お
け
る
時
間
系
列
に
添

っ
て
も
の
ご
と

を
整
理
し
よ
う
と
す
る
志
向
の
強
ま
り
､
ま
た
そ
の
よ
う
な
思
考
と
お
な
じ
思
潮
の

な
か
に
あ
る
史
学
の
盛
行
と
い
う
状
況
が
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
､
本
稿
で
す
で
に
名
前
を
挙
げ
た
人
物
を
含
め
て
､
杜
甫
の
請

を
読
ん
で
い
た
知
識
人
た
ち
の
な
か
に
は
当
時
､
史
書
の
編
纂
に
携
わ
っ
た
人
物
が

数
多
-
含
ま
れ
て
お
り
'
｢詩
史
｣
と
い
う
捉
え
か
た
は
､
読
み
手
の
側
の
歴
史

へ

の
関
心
の
強
さ
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

四

テ
ク
ス
ト
の
整
備
と
読
み
の
精
密
化

既
に
挙
げ
た
五
代
後
曹
期
に
編
ま
れ
た

『膏
唐
書
』
巻

一
百
九
十
下
文
苑
博
下
所

収
の
杜
甫
の
伝
に
､
｢甫
有
文
集
六
十
｡｣
と
記
さ
れ
て
い
た
杜
甫
の
別
集
は
､
晩
唐

･

五
代
の
動
乱
を
経
過
す
る
な
か
で
過
半
が
散
逸
し
､
北
宋
初
期
に
お
い
て
は
､
そ
の

一
部
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
に
と
ど
ま

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
仁
宗
期
に
王
秦

臣
等
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た

『崇
文
纏
目
』
巻
五
別
集
類
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
､

｢杜
甫
集
二
十
巻
｣
(撰

･
編
者
名
な
し
)
と

｢杜
工
部
小
集
六
巻

杜
甫
撰

契
晃

集
｣
の
み
で
あ
り
､
そ
の
他
に
大
部
な
杜
甫
の
別
集
等
は
な
い
｡

し
か
し
既
に
見
た
よ
う
に
､
北
宋
初
期
に
お
い
て
も
杜
甫
詩
に
対
し
て
は
あ
る
程

度
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
お
り
､
そ
こ
で
､
よ
り
完
全
な
テ
ク
ス
ト
を
求
め
て
､

仁
宗
期
を
中
心
と
し
た
北
宋
中
期
に
､
そ
の
作
品
の
収
集
と
整
理
が
盛
ん
に
行
わ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
北
宋
中
期
に
お
け
る
作
品
の
収
集
と
整

理
の
状
況
に
つ
い
て
は
､
こ
れ
ま
で
に
様
々
な
検
討
が
進
め
ら
れ
て
お
り
'
拙
稿

｢
王
安
石
の
詩
に
お
け
る
唐
詩
の
受
容
に
つ
い
て
｣
二

杜
詩
テ
ク
ス
ト
の
整
理
と

杜
詩
の
学
習

(三
重
大
学
人
文
学
部
文
化
学
科

『人
文
論
叢
』
第
二
〇
号

二
〇
〇

三
年
三
月
)
で
も
､
王
安
石
の
場
合
と
関
わ
っ
て
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
､
こ

こ
で
は
詳
し
-
は
繰
り
返
さ
な
い
が
､
蘇
舜
欽

(
一
〇
〇
八
～
一
〇
四
九
)
｢題
杜

子
美
別
集
後
｣
(蘇
学
士
文
集
巻
十
三
)
･
王
沫

(九
九
七
～
一
〇
五
七
)
｢分
門
集

注
杜
工
部
詩
序
｣
(分
門
集
注
杜
工
部
詩
巻
首
)
･
王
瑛

(生
卒
年
未
詳
｡
治
平
二
年

(
一
〇
六
五
)
知
揚
州
｡
)
｢後
記
｣
(同
)
等
の
資
料
か
ら
､
仁
宗
期
を
中
心
と
し
た

時
期
に
､
民
間
に
散
逸
し
て
い
た
作
品
が
次
第
に
収
集
さ
れ
､
全
二
十
巻

(詩
十
八

巻

･
文
二
巻
)
の
繋
年
テ
ク
ス
ト
が
編
集
さ
れ
､
そ
れ
が
補
訂
を
経
て
版
本
化
さ
れ

て
い
っ
た
状
況
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡

こ
の
よ
う
な
杜
詩
の
収
集
と
整
理
の
努
力
が
重
ね
ら
れ
た
結
果
､
杜
甫
詩
に
対
す

る
読
み
は
､
次
第
に
精
密
化
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
'
例
え
ば
'
杜
甫
詩
の
再
編

集
に
関
わ
っ
た
人
物
の
ひ
と
り
で
あ
り
､
先
に
見
た
穫
院
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
も
登
場

し
た
王
珠
の
言
葉
を
記
録
し
た

『
王
氏
談
叢
』
(明

･
陶
宗
儀
等
編

『
説
部
』
宛
委

山
房
本
弓
二
十
四

上
海
古
籍
出
版
社

一
九
八
九
年
第
二
版
)
｢詩
話
｣
に
は
､

杜
甫
詩
に
関
わ
る
い
-
つ
か
の
記
述
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
､
そ
れ
ら
か
ら
は
､

彼
が
杜
甫
詩
を
整
理
す
る
様
子
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
｡

公
言
､
近
人
別
侍
杜
甫
詩

｢杜
醜
行
｣

一
篇
云
､
｢誰
言
養
雛
不
白
幡
､
此
請

亦
足
馬
愚
蒙
｣
｡
此
正
破
前
篇
､
非
甫
作
也
｡

公
言

へ
ら
-
､
近
人

別
に
杜
甫
詩

｢杜
醜
行
｣

一
篇
を
侍
ふ
る
に
云
-
､

EiiiiiiiiiZI
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｢誰
か
言
は
ん
雛
を
養
ふ
に
自
ら
晒
せ
ざ
る
と
'
此
の
語

亦
た
愚
蒙
と
為
す

に
足
る
｣
と
｡
此
れ
正
に
前
篇
を
破
れ
ば
､
甫
の
作
に
非
ざ
る
な
り
｡

こ
こ
で
王
珠
は
'
流
布
し
て
い
る
テ
ク
ス
ト
と
は
別
に
近
ご
ろ
の
人
が
伝
え
て
い

る
杜
甫

｢杜
鴇
行
｣
に
､
｢誰
言
養
雛
不
白
幡
'
此
語
亦
足
馬
愚
蒙
｡｣
と
あ
る
が
､

こ
れ
は
前
の
作
品

(未
詳
｡
た
だ
し

『文
苑
英
華
』
巻
三
百
四
十
五
で
は
直
前
に
杜

甫

｢杜
醜
行
｣
(君
不
見
昔
日
萄
天
子
､
～
)
を
掲
載
し
て
お
り
､
王
珠
が
こ
の
テ

ク
ス
ト
を
意
識
し
て
い
る
と
考
え
れ
ば
､
話
の
つ
じ
っ
ま
が
合
う
｡
)
を
損
な
う
も

の
な
の
で
杜
甫
の
作
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
｡
な
お
､
宋
初
に
編
纂
さ
れ
た

『文

苑
英
華
』
で
は
､
こ
の
詩
を
司
空
曙
作
と
し
て
巻
三
百
四
十
五

｢
詞
行
｣
に
収
め

(作
者
名
の
下
に

｢
又
見
杜
甫
集
｣
と
注
す
)
'
現
行
本
の

『九
家
集
註
杜
詩
』
に
は

こ
の
詩
句
を
含
む

｢杜
醜
行
｣
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
｡
ま
た

『杜
詩
詳
註
』
巻
九

に
は
当
該
句
を
異
同
な
-
含
む

｢杜
醜
行
｣
テ
ク
ス
ト
を
収
め
て
い
る
｡

ま
た
王
珠
は
書
物
の
校
勘
に
関
わ
っ
て
､
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
｡

公
言
､
校
書
之
例
､
官
本
有
語
異
而
意
適
者
､
不
取
可
情
｡
蓋
不
可
決
､
謂
非

昔
人
之
意
､
倶
嘗
存
之
､
注
馬

｢
一
云
､
作
萱
｡｣
(
l
字
巳
上
謂
之

｢
二
至
､

l
字
謂
之

｢
l
作
｣
｡)
公
自
校
杜
甫
詩
有

｢押
閣
臨
無
地
｣
之
句
､
ti]本
又
馬

荒
蕪
之

｢蕪
｣
､
既
両
字
之
｡
官
日
有
人
日
､
｢鳥

『無
』
字
以
馬
無
義
｡
｣
公

笑
日
'
｢
『文
選
』
云
､
『飛
閣
下
臨
干
無
地
｡
』
豊
島

『無
』
義
乎
｡
｣

(『同
』
校
書
)

公
言

へ
ら
-
､
校
書
の
例
､
官
本
に
語
異
な
り
て
意
通
ず
る
者
有
れ
ば
､
取
ら

ざ
る
は
惜
し
む
べ
し
｡
蓋
し
決
す
る
べ
か
ら
ず
､
昔
人
の
意
に
非
ざ
る
と
謂
へ

ば
､
供
に
首
に
之
を
存
し
､
注
し
て

｢
一
に
云
-
'
童
と
作
る
｣
と
為
す
べ
し
｡

(
一
字
己
上
は
之
を

｢
一
に
云
-
｣
と
謂
ひ
､

一
字
は
之
を

｢
一
に
作
る
｣
と

謂
ふ
｡
)
公

自
ら
杜
甫
詩
を
校
す
る
に

｢州
閣
臨
無
地
｣
の
句
有
り
､
官
本

に
又
た
荒
蕪
の

｢蕪
｣
と
為
し
､
既
に
之
を
両
字
に
す
｡
色
目

人
有
り
て
日

-
､
｢
『無
』
字
と
為
し
以
て
無
の
義
と
為
す
｣
と
｡
公
笑
ひ
て
日
-
､
｢
『文

選
』
に
云
へ
ら
-
､
『飛
閣

下
の
か
た
無
地
に
臨
む
』
と
｡
山豆
に

『無
』
の

義
と
馬
さ
ん
や
｣
と
｡

王
珠
は
こ
こ
で
'
書
物
校
勘
の
際
の
原
則
と
し
て
､
他
本
に
語
が
異
な
り
意
味
が

通
じ
る
異
同
が
あ
り
'
い
ず
れ
に
も
決
し
難
-
､
作
者
の
意
図
が
測
り
が
た
い
場
合

は
､
両
方
を
保
存
し
て
､
｢
一
に
云
-
､
萱
と
作
る
｣
と
注
す
べ
L
と
述
べ
て
い
る
｡

さ
ら
に
具
体
例
と
し
て
､
杜
甫

｢草
閣
｣
詩

(杜
詩
詳
註
巻
十
七
)
｢草
閣
臨
無
地
､

柴
扉
永
不
開
｡
魚
龍
週
夜
水
､
星
月
動
秋
山
｡
久
露
晴
初
湯
､
高
雲
薄
未
還
｡
淀
舟

漸
小
婦
､
瓢
泊
損
紅
顔
｡
｣
の
冒
頭
､
｢
草
閣
臨
無
地
｣
の
句
を
挙
げ
､
｢
無
｣
と

｢蕪
｣
の
二
種
の
本
文
が
存
在
し
た
と
述
べ
て
い
る
｡

現
行
王
沫
本
の
こ
の
部
分
は

｢蕪
｣
だ
が
､
郭
知
達

『九
家
集
注
杜
詩
』
巻
三
十

所
収
の
テ
ク
ス
ト
以
下
､
仇
兆
蕉
注

『杜
詩
詳
註
』
巻
十
七

･
鏡
謙
益

『杜
工
部
集

註
』
巻
十
五
と
も

｢無
｣
と
し
て
お
り
､
い
ず
れ
も

『文
選
』
(巻
五
十
九
)
所
収

の
､
王
巾

｢
頭
陀
寺
碑
文
｣
｢亙
丘
被
陵
､
因
高
就
遠
｡
層
軒
延
表
､
上
出
雲
寛
｡

飛
閣
遠
道
､
下
臨
無
地
｡

-
｣
を
典
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
｡
こ
の
章
段
は
王
珠
が

テ
ク
ス
ト
の
校
勘
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
だ
が
､
校
勘
の
精
確
さ
を
追
及
す

る
な
か
で
は
､
こ
の
杜
詩
の
例
の
よ
う
に
､
詩
句
の
表
現
の
典
拠
に
ま
で
遡

っ
た
検

討
が
必
要
と
な
る
場
合
も
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
検
討
が
重
ね

ら
れ
て
い
-
な
か
で
､
そ
れ
ぞ
れ
の
判
断
の
基
づ
-
と
こ
ろ
と
な
っ
た
資
料
が
書
き

記
さ
れ
て
い
け
ば
'
お
の
ず
か
ら
そ
れ
は
注
釈
に
近
い
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

王
珠
が
杜
甫
詩
に
注
釈
を
つ
け
た
か
否
か
に
つ
い
て
､
例
え
ば
南
宋
の
晃
公
武
は

『
郡
賓
講
書
志
』
巻
十
七

(孫
猛
校
謹

『
郡
暫
講
書
志
校
謹
』
巻
十
七

上
海
古
籍

出
版
社

一
九
九

〇
年
)
の

｢杜
甫
集
二
十
巻

集
外
詩

一
巻

注
杜
詩
二
十
巻

察
興
宗
編
杜
詩
二
十
巻

趨
次
公
注
杜
詩
五
十
九
巻
｣
で
､
王
沫
以
降
い
-
つ
か
の
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杜
甫
詩
注
が
編
ま
れ
た
が
､
そ
れ
ら
の
質
は
よ
い
と
は
言
え
ず
､
王
沫
注
と
さ
れ
る

も
の
は
偽
り
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
｡
当
時
､
単
行
の
王
沫
注
が
存
在
し
て
い
た
の

か
ど
う
か
は
簡
単
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
､
北
宋
中
期
か
ら
南
末
期
に
か

け
て
の
杜
甫
詩
注
を
集
成
し
た
南
宋

･
郭
知
達
編
の

『九
家
集
注
杜
詩
』
三
十
六
巻

(四
庫
全
書
本
)
の

｢九
家
｣
の
中
に
は
､
王
安
石

･
宋
祁

･
黄
庭
堅

･
醇
夢
符

･

杜
時
可

･
飽
彪

･
師
民
瞭

･
趨
彦
材
と
と
も
に
､
王
珠
が
名
を
連
ね
て
お
り
､
単
行

の
注
釈
が
存
在
し
た
か
､
あ
る
い
は
テ
ク
ス
ト
校
勘
の
資
料
と
し
て
記
さ
れ
た
も
の

が
注
釈
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
｡ま

た
､
杜
甫
詩
の
典
故
に
つ
い
て
の
検
討
は
､
王
沫
以
外
の
人
物
の
筆
記
等
に
ら

見
る
こ
と
が
で
き
る
｡
少
し
後
の
世
代
の
王
得
臣

『塵
史
』
巻
中

｢詩
話
｣
の
例
を

挙
げ
て
み
よ
う
｡

『荘
子
』
日
､
｢鵬
之
従
南
浜
也
､
持
扶
揺
而
上
者
九
寓
里
､
去
以
六
月
息
者

也
｡
｣
『爾
雅
』
樺
風
､
｢上
下
日
扶
掻
｡
｣
老
杜

｢下
峡
｣
詩
日
､
｢五
雲
高
太

甲
'
六
月
暁
樽
扶
｡｣
恐
別
有
出
｡

『荘
子
』
日
-
､
｢鵬
の
南
浜
に
従
る
や
､
扶
格
を
持
ち
て
上
る
者
九
寓
里
､

去
る
に
六
月
の
息
を
以
て
す
る
者
な
り
｣
と
｡
『爾
雅
』
樺
風
に
'
｢上
下
す
る

を
扶
格
と
日
ふ
｣
と
｡
老
杜
の

｢下
峡
｣
詩
に
日
-
､
｢五
雲

太
甲
を
高
-

し
､
六
月

樽
扶
を
噴
-
す
｣
と
｡
恐
る
ら
-
は
別
に
出
づ
る
と
こ
ろ
有
ら
ん
｡

こ
こ
で
は
杜
甫

｢下
峡
｣
詩

(｢大
暦
三
年
春
白
帝
城
放
船
出
埋
唐
峡
久
居
愛
府

将
適
江
陵
漂
泊
有
詩
凡
四
十
韻
｣
(杜
詩
詳
註
巻
二
十

一
))
の
'

伊
呂
終
難
降

韓
彰
不
易
呼

五
雲
高
太
甲

六
月
暁
持
扶

伊
呂

終
に
降
り
る
こ
と
難
-

韓
彰

呼
ぶ
こ
と
易
か
ら
ず

五
雲

太
甲
を
高
-
し

六
月

持
扶
を
噴
-
す

の
最
終
句
の
典
拠
に
つ
い
て
考
え
､
王
得
臣
は

『荘
子
』
遣
遥
遊
篇
冒
頭
の
､
よ

-
知
ら
れ
た
鵬
の

｢格
従
於
南
浜
｡｣
と
､
『爾
雅
』
樺
風

(正
し
-
は
樺
天

｢扶
揺

謂
之
森
｡
(扶
揺

之
を
森
と
謂
ふ
｡)
｣
及
び
そ
の
郭
瑛
注

｢暴
風
従
下
上
｡
(暴
風

下
よ
り
上
る
｡
)
｣
)
を
挙
げ
､
こ
の
他
に
基
づ
-
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
と
疑
問
を

呈
し
て
い
る
｡
こ
の
句
の
典
拠
に
つ
い
て
､
『九
家
注
』
巻
三
十
三
は

『
荘
子
』
追

遥
遊
を
挙
げ
て
続
-
句
と
の
関
係
か
ら
他
の
典
拠
を
検
討
し
､
『
杜
詩
詳
註
』
は
､

上
旬
に
朱
註
と
し
て
京
房

『易
候
』
等
を
､
下
旬
に

『荘
子
』
を
引
き
'
さ
ら
に
､

｢按
､
『五
雲
高
太
甲
』､
注
家
凡
数
説
-
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
『塵
史
』
の
本
章
段
は
､

こ
の
句
の
典
拠
の
様
々
な
検
討
の
一
端
を
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
よ
う
に
､
北
宋
仁
末
期
を
中
心
と
し
た
時
期
に
王
沫
ら
に
よ
っ
て
杜
甫
詩
の

テ
ク
ス
ト
が
再
編
集
さ
れ
た
際
､
よ
り
精
確
な
テ
ク
ス
ト
を
求
め
て
各
テ
ク
ス
ト
間

の
校
勘
や
表
現
の
典
拠
等
の
検
討
が
進
め
ら
れ
る
過
程
で
､
そ
の
検
討
の
内
容
や
質

料
の
記
録
が
次
第
に
蓄
積
さ
れ
て
い
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
｡
そ
れ
ら
は
ま
と
ま

っ
た

注
釈
と
は
呼
べ
な
い
に
し
て
も
､
杜
甫
詩
注
の
始
原
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
位
置
づ

け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
ま
た
'
複
数
の
人
物
の
手
に
な
る
そ
れ
ら
個
別
の
､

な
か
に
は
断
片
的
な
も
の
も
含
ま
れ
る
注
釈
的
記
述
の
な
か
に
は
､
す
で
に
失
わ
れ

た
も
の
も
多
い
と
思
わ
れ
る
が
､
そ
の
う
ち
の
保
存
さ
れ
た
も
の
が
､
南
宋
期
に
な
っ

て

『九
家
注
』
や
あ
る
い
は

『千
家
注
』
の
等
の
注
釈
書
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
､

後
世
に
ま
で
伝
わ
っ
て
い
-
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

最
後
に
､
同
じ

『塵
史
』
巻
中

｢詩
話
｣
か
ら
､
も
う

一
例
を
挙
げ
て
お
き
た
い
｡

古
書
詩
者
'
善
用
人
語
､
揮
然
若
己
出
､
唯
李
杜
｡
顔
延
年

｢粛
白
馬
賦
｣
日
､

｢旦
刷
幽
燕
､
夕
株
荊
越
｡
｣
子
美

｢駿
馬
行
｣､
｢重
洗
須
騰
浸
潤
深
'
夕
趨
可

刷
幽
井
夜
｡
｣
太
白

｢天
馬
歌
｣
日
､
｢鶏
鳴
刷
燕
晴
株
越
｡
｣
皆
出
於
顔
賦
也
｡

退
之
日
､
｢李
杜
文
章
在
'
光
焔
寓
丈
長
｡
｣
信
哉
｡

古
の
詩
を
善
-
す
る
者
の
､
善
-
人
語
を
用
ひ
て
､
揮
然
と
し
て
己
よ
り
出
づ

仝
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る
が
若
き
は
'
唯
だ
李
杜
の
み
｡
顔
延
年

｢赫
白
馬
賦
｣
に
日
-
､
｢
且
に
幽

燕
に
刷
き
､
夕
べ
に
荊
越
に
株
ふ
｣
と
｡
子
美

｢駿
馬
行
｣
に
､
｢
童
に
洗
ふ

に

須
ら
-
浬
洞
の
深
き
に
騰
る
べ
-
､
夕
べ
に
趨
る
に

幽
井
の
夜
に
刷
す

べ
し
｣
と
｡
太
白

｢天
馬
歌
｣
に
日
-
､
｢鶏
鳴

燕
に
刷
き

晴
に
越
に
株

ふ
｣
と
｡
皆
な
顔
の
賦
よ
り
出
づ
る
な
り
｡
退
之
日
-
､
｢李
杜

文
章
在
り
､

光
焔

寓
丈
に
長
し
｣
と
｡
信
な
る
か
な
｡

こ
こ
で
は
過
去
の
詩
人
の
う
ち
､
巧
み
に
先
人
の
詩
語
を
用
い
な
が
ら
も
､
ひ
と

つ
に
と
け
合

っ
て
自
分
の
創
出
で
あ
る
か
の
よ
う
な
の
は
､
た
だ
李
白
と
杜
甫
の
み

で
あ
る
と
､
李
白

･
杜
甫
を
非
常
に
高
-
評
価
し
て
い
る
｡
さ
ら
に
そ
の
実
例
と
し

て
顔
延
年

｢賭
白
馬
賦
｣
(文
選
巻
十
四
)
を
踏
ま
え
る
､
杜
甫

｢駿
馬
行
｣
(杜
詩

詳
註
巻
四
)
､
李
白

｢天
馬
歌
｣
(李
太
白
全
集
巻
三
)
を
挙
げ
､
加
え
て
中
庸
期
の

韓
愈
の
彼
ら
に
対
す
る
高
い
評
価
を
示
す
､
｢調
張
籍
｣
(韓
昌
翠
詩
繋
年
集
樺
巻
九
)

を
引
用
し
て
､
こ
れ
に
同
意
を
示
し
て
い
る
｡
王
得
臣
が
こ
こ
で
示
し
て
い
る

｢巧

み
に
先
人
の
詩
語
を
用
い
な
が
ら
も
､
ひ
と
つ
に
と
け
合

っ
て
自
分
の
創
出
で
あ
る

か
の
よ
う
｣
に
詩
句
を
制
作
す
る
と
い
う
考
え
方
は
､
少
し
後
の
江
西
詩
派
の

｢点

鎖
成
金
｣
｢
換
骨
奪
胎
｣
を
想
起
さ
せ
る
も
の
だ
が
､
王
得
臣
は
こ
の
手
法
に
秀
で

た
過
去
の
詩
人
と
し
て
､
李
白

･
杜
甫
を
挙
げ
て
い
る
｡
こ
こ
に
は
李
白

･
杜
甫
に

対
す
る
評
価
の
高
ま
り
と
､
後
の
江
西
詩
派

へ
の
流
れ
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

会




