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〔
解
題
〕

○  

本
稿
は
、趙
ち
ょ
う

斉せ
い

平へ
い

氏
の
論
文「
細
雨
騎
驢
入
剣
門―

―

説
陸
游『
剣

門
道
中
遇
微
雨
』」
の
翻
訳
で
あ
る
。
同
論
文
は
、『
宋そ
う

詩し

臆お
く

説せ
つ
』（
一

九
九
三
年
十
一
月
、
北
京
大
学
出
版
社
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

○  

本
文
中
に
引
用
さ
れ
た
陸
游
の
詩
に
つ
い
て
、銭せ
ん

仲ち
ゅ
う

聯れ
ん

氏
の『
剣

南
詩
稿
校
注
』（
一
九
八
五
年
九
月
、
上
海
古
籍
出
版
社
。
以
下
『
校
注
』

と
略
記
）
に
よ
り
、
そ
の
冊
数
・
頁
数
・
制
作
時
期
及
び
制
作
場
所

を
、
訳
者
補
注
と
し
て
付
記
し
た
。

○  

本
文
中
に
引
用
さ
れ
た
詩
文
の
表
記
に
つ
い
て
、
引
用
の
誤
り

と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
原
典
に
よ
り
適
宜
修
正
し
た
。
誤
り
か

ど
う
か
判
断
で
き
な
い
場
合
に
は
趙
氏
の
原
文
の
表
記
に
従
い
、
異

同
の
所
在
を
補
注
に
記
し
た
。

○  

表
記
は
、
新
字
体
・
新
仮
名
遣
い
と
し
た
。

 

陸り
く

游ゆ
う

（
一
一
二
五
〜
一
二
一
〇
）
は
、
中
原
〔
北
方
の
黄
河
流
域
〕
を
奪

回
す
る
こ
と
を
終
生
自
己
の
任
務
と
し
、
そ
の
愛
国
の
思
い
は
極
め
て
強

烈
で
あ
っ
た
。
彼
は
単
に
愛
国
の
抱
負
を
有
す
る
の
み
な
ら
ず
、
何
と
か

し
て
実
際
の
金
と
の
戦
い
に
貢
献
し
よ
う
と
つ
と
め
も
し
た
。

投
筆
書
生
古
来
有 

筆
を
投
ず
る
の
書
生　

古
来　

有
り

従
軍
楽
事
世
間
無 

軍
に
従
う
の
楽
事　

世
間
に
無
し

 
 
 
 （『

剣
南
詩
稿
』〔
以
下
『
詩
稿
』
と
略
記
〕
巻
十
七
「
独
酌
し
て
南な
ん

鄭て
い
を
懐お
も

う
有　（
１
）
り
」）

 
そ
れ
ゆ
え
梁
り
ょ
う

啓け
い

超ち
ょ
うは
、
陸
游
を
次
の
よ
う
に
称
賛
し
て
い
る
。

集
中
十
九
従
軍
楽 

集
〔
詩
集
〕
中　

十
に
九
は
従
軍
の
楽

翻
訳

細
雨　

驢
に
騎
り
て　

剣
門
に
入
る

　
　
　

陸
游
の
「
剣
門
の
道
中　

微
雨
に
遇
う
」
詩
に
つ
い
て

趙　
　
　

斉　

平　
　

著

三　

野　

豊　

浩　
　

訳
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亘
古
男
児
一
放
翁 

亘こ
う

古こ
〔
永
遠
〕の
男
児　
一
放ほ
う

翁お
う〔
陸
游
の
号
〕

 

（「
放
翁
の
集
を
読
む
」
其
一
）

 
し
か
し
な
が
ら
、
同
時
代
の
そ
の
他
の
詩
人
た
ち
は
、「
た
ん
に
国
事

に
対
す
る
憂
憤
も
し
く
は
希
望
を
表
現
し
た
だ
け
で
あ
り
、
我
が
身
を
災

難
の
中
に
投
じ
、
生
命
と
持
て
る
力
の
す
べ
て
を
国
家
に
捧
げ
た
い
、
と

い
う
壮
志
や
大
望
を
有
し
て
は
い
な
い
」（
銭せ
ん

鍾し
ょ
う

書し
ょ
『
宋そ
う

詩し

選せ
ん

注ち
ゅ
う』）
と
し
、

陸
游
に
至
っ
て
は
じ
め
て
、「
た
ん
に
愛
国
、
憂
国
の
思
い
を
記
し
た
の

み
な
ら
ず
、
救
国
、
護
国
の
度
量
と
決
意
を
も
表
明
し
て
い
る
」（
同
前
）

と
見
な
す
の
は
、
こ
れ
ま
た
一
面
的
に
過
ぎ
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
呂り
ょ

本ほ
ん

中ち
ゅ
うは
す
で
に
次
の
よ
う
に
詠
っ
て
い
る
し
、

欲
逐
范
仔
輩 

欲
す　

范は
ん

仔し

〔
北
宋
滅
亡
の
際
の
義
勇
軍
の
リ
ー

ダ
ー
〕
の
輩
を
逐お

い

同
盟
起
義
師 

同
盟
し
て
義ぎ

師し

〔
義
勇
軍
〕
を
起
こ
さ
ん
と

 

（『
東と
う

莱ら
い

先せ
ん

生せ
い

外が
い

集し
ゅ
う』
巻
三
「
兵
乱
の
後　

自
ら
嬉よ
ろ
こぶ
雑
詩
」
其
一
）

 

ま
た
劉
り
ゅ
う

子し

翬き

も
、
次
の
よ
う
に
詠
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

結
束
擬
従
戎 

結
束
〔
装
い
〕　

従
戎
〔
従
軍
〕
に
擬
し

秋
堂
試
宝
弓 

秋
堂
〔
秋
の
気
配
に
つ
つ
ま
れ
た
座
敷
〕　

宝
弓

を
試
す

　

…
… 

　

…
…

挽
強
吾
有
待 

強
き
を
挽ひ

く
は　

吾わ
れ

に
待
つ
有
り

狐
兎
莫
争
雄 

狐こ

兎と　

雄
を
争
う
莫な
か

れ

 

（『
屏へ
い

山ざ
ん

集し
ゅ
う』
巻
十
六
「
弓
を
試
す
」）

何
如
著
鞭
走
大
梁 

何い
か
ん如
ぞ　

著
ち
ゃ
く

鞭べ
ん
〔
出
陣
〕
し
て
大た
い

梁り
ょ
う〔
河
南

省
開
封
。
北
宋
の
都
〕
に
走
る
は

我
亦
与
爾
同
翺
翔 

我
も
亦ま

た
爾な
ん
じと
同と
も

に
翺こ
う

翔し
ょ
う〔
鳥
の
よ
う
に
高

く
飛
ぶ
〕
せ
ん

今
年
猟
叛
醢
彭
越 

今
年　

叛〔
反
逆
者
〕を
猟
し
て　

彭ほ
う

越え
つ〔
漢

の
高
祖
の
家
臣
〕
を
醢
し
お
か
らと
し

明
年
猟
胡
花
徳
光 

明
年　

胡〔
異
民
族
〕を
猟
し
て　

徳と
く

光こ
う〔
遼

の
太
宗
の
名
〕
を
花

ほ
じ
し〔

ほ
し
肉
〕
と
せ
ん

 

（『
屏
山
集
』
巻
十
二
「
劉
兼
道
の
猟
」）

 

陸
游
と
同
時
代
の
そ
の
他
の
詩
人
た
ち
と
の
違
い
は
、
彼
が
四
川
・
陝

西
に
あ
る
宋
・
金
国
境
防
衛
の
前
線
に
ま
で
行
き
、
そ
こ
で
実
際
の
金
と

の
戦
い
に
参
加
す
る
機
会
を
有
し
た
こ
と
に
こ
そ
あ
る
。
彼
は
後
に
、
当

時
を
回
想
し
て
次
の
よ
う
に
詠
っ
て
い
る
。

昔
者
戍
南
鄭 

昔む
か
し者　

南な
ん

鄭て
い
〔
陝
西
省
〕
を
戍ま
も

り

秦
山
鬱
蒼
蒼 

秦
山　

鬱
と
し
て
蒼
蒼
た
り

鉄
衣
臥
枕
戈 

鉄
衣
〔
鉄
の
よ
ろ
い
〕　

臥ふ

し
て
は
戈ほ
こ

を
枕
と
し

睡
覚
身
満
霜 

睡ね
む
り
よ
り
覚さ

む
れ
ば　

身　

霜
に
満
つ
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（『
詩
稿
』
巻
十
一
「
鵝
湖
夜
坐
書　（
２
）
懐
」）

 
孝
宗
の
乾け
ん

道ど
う

八
年
（
一
一
七
〇
）
夏
、
陸
游
は
山
陰
〔
浙
江
省
紹
興
〕

を
出
発
し
て
蜀
へ
赴
任
し
、
年
末
に
夔き

州し
ゅ
う〔
四
川
省
奉
節
〕
に
到
着
し
て

通つ
う

判は
ん

の
任
に
就
い
た
。
途
中
「
梁
参
政
に
投　（
３
）
ず
」
詩
（『
詩
稿
』
巻
二
）
を

書
き
、
従
軍
し
て
敵
を
倒
し
た
い
と
い
う
願
い
を
述
べ
て
い
る
。

頗
聞
匈
奴
乱 
頗す
こ
ぶる
聞
く　

匈
き
ょ
う

奴ど

〔
北
方
の
異
民
族
〕　

乱
る
と

天
意
殄
蛇
豕 

天
意　

蛇だ

豕し

〔
貪
欲
で
凶
暴
な
敵
〕
を
殄つ

く
さ
ん

と
す

何
時
嫖
姚
師 

何い
ず
れ
の
時
か　

嫖
ひ
ょ
う

姚よ
う
〔
漢
の
霍か
く

去き
ょ

病へ
い
〕
の
師
〔
軍

隊
〕

大
刷
渭
橋
恥 

大
い
に
渭い

橋き
ょ
うの
恥
を
刷は
ら

わ
ん

士
各
奮
所
長 

士　

各お
の

お
の　

長
ず
る
所
を
奮ふ
る

う

儒
生
未
宜
鄙 

儒じ
ゅ

生せ
い　

未
だ
宜よ
ろ

し
く
鄙ひ

〔
卑
賤
〕
な
る
べ
か
ら
ず

覆
氈
草
軍
書 

氈せ
ん
〔
毛も
う

氈せ
ん
〕
を
覆
い
て　

軍
書
を
草
し

不
畏
寒
堕
指 

畏お
そ
れ
ず　

寒　

指
を
堕お

と
す
を

 

ち
ょ
う
ど
う
ま
い
具
合
に
、
四
川
宣せ
ん

撫ぶ

使し

の
王お
う

炎え
ん
が
、
彼
を
幕
府
に
招

い
て
く
れ
た
。
そ
こ
で
、
陸
游
は
乾
道
八
年
（
一
一
七
二
）
の
春
の
終
わ

り
に
南な
ん

鄭て
い
（
興こ
う

元げ
ん

府ふ

の
行
政
の
中
心
）
に
到
着
し
、
宣せ
ん

撫ぶ

司し

干か
ん

辦べ
ん

公こ
う

事じ

兼

検け
ん

法ぽ
う

官か
ん
に
任
命
さ
れ
た
。
彼
は
王
炎
の
幕
府
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
軍
事
活
動

に
参
加
し
た
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
に
。

登
城
看
烽
火 

城
に
登
り
て　

烽
火
を
看み

れ
ば

川
迥
風
裂
面 

川　

迥は
る

か
に
し
て　

風　

面
を
裂
く

 
 
 
 （『
詩
稿
』
巻
八
「
夜　

唐
の
諸
人
の
詩
を
読
む
に
、
烽
火
を
賦
す
る
者
多

し
。
因よ

り
て
山
南
に
在あ

り
し
時
、
城
に
登
り
て
塞
上
の
伝
烽
を
観み

し
こ
と

を
記お
も

い
、
追
い
て
一
首
を
賦　（
４
）
す
」）

夜
棲
高
塚
占
星
象 

夜
は
高こ
う

塚ち
ょ
う〔
小
高
い
丘
〕
に
棲す

み
て　

星
象

を
占
い

昼
上
巣
車
望
虜
塵 

昼
は
巣そ
う

車し
ゃ
〔
見
張
り
用
の
軍
車
〕
に
上の
ぼ

り
て   

虜り
ょ

塵じ
ん
を
望
む

 

（『
詩
稿
』
巻
三
十
六
「
昔
を
憶お
も

う（５
）」）

 

ま
た
、
軍
中
で
の
豪
放
な
生
活
を
過
ご
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
次
の

よ
う
に
。

打
毬
築
場
一
千
歩 

毬ま
り
を
打
ち
て　

場
を
築
く
こ
と　

一
千
歩

閲
馬
列
厩
三
万
匹 

馬
を
閲
し
て　

厩う
ま
やを
列
す
る
こ
と　

三
万
匹

華
灯
縦
博
声
満
楼 

華か

灯と
う　

博
〔
ば
く
ち
〕
を
縦
ほ
し
い
ま
まに
し　

声　

楼
に
満
つ

宝
釵
艶
舞
光
照
席 

宝ほ
う

釵さ　

艶え
ん

舞ぶ　

光　

席
を
照
ら
す

 
 
 
 （『

詩
稿
』
巻
二
十
五
「
九
月
一
日
夜
、
詩
稿
を
読
み
て
感
有
り
、
筆
を
走

ら
せ
て
歌
を
作　（
６
）
る
」）
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雪
中
痛
飲
百
榼
空 

雪
中
に
痛
飲
し
て　

百
ひ
ゃ
く

榼こ
う
〔
た
く
さ
ん
の
酒

樽
〕　

空む
な

し
く

蹴
踏
山
林
伐
狐
免 

山
林
を
蹴
し
ゅ
う

踏と
う
し
て　

狐こ

免と

を
伐う

つ

 
 
 
 （『

詩
稿
』
巻
十
四
「
十
月
二
十
六
日
夜
、
夢
に
南
鄭
の
道
中
を
行
く
。
既

に
覚さ

め
て
恍
然
た
り
。
筆
を
攬と

り
て
此こ

の
詩
を
作
る
。
時
に
且ま
さ

に
五
更
な

ら
ん
と（
７
）す」）

 

さ
ら
に
重
要
な
こ
と
に
は
、
王
炎
の
た
め
に
計
略
を
立
て
て
軍
事
行
動

を
画
策
し
も
し
た
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
、

画
策
雖
工
不
見
用 

画
策　

工た
く
みな
り
と
雖い
え
ども
用
い
ら
れ
ず

悲
咤
那
復
従
軍
楽 

悲ひ

咤た

〔
嘆
き
悲
し
む
〕
す　

那な
ん

ぞ
従
軍
の
楽

し
み
を
復
せ
ん

 
 
 

（『
詩
稿
』
巻
三
十
八
「
三
山
に
門
を
杜と
ざ

し
て
歌
を
作　（
８
）
る
」
其
三
）

と
い
う
こ
と
に
な
り
、し
か
も
早
早
と
、「
四
十
（
陸
游
は
当
時
四
十
八
歳
）

　

戎
に
従
い　

南
鄭
に
駐
す
」（『
詩
稿
』
巻
二
十
五
「
九
月
一
日
夜
、
詩
稿
を

読
み
て
感
有
り
…
…
」）
と
い
う
、
短
い
従
軍
生
活
に
終
止
符
を
打
つ
こ
と

に
な
っ
た
。
乾
道
八
年
（
一
一
七
二
）
九
月
、
虞ぐ

允い
ん

文ぶ
ん

が
再
び
地
方
に
派

遣
さ
れ
て
四
川
宣
撫
使
と
な
り
、
王
炎
は
朝
廷
に
帰
還
す
る
。
陸
游
は
あ

る
時
公
用
で
閬ろ
う

中ち
ゅ
う〔
四
川
省
〕
に
出
向
き
、
十
月
に
な
っ
て
か
ら
南
鄭
に

帰
還
し
た
と
こ
ろ
、
王
炎
の
幕
府
は
す
で
に
解
散
し
て
い
た
。
陸
游
は
四

川
・
陝
西
の
国
境
防
衛
の
前
線
か
ら
呼
び
戻
さ
れ
、
成せ
い

都と

府ふ

路ろ

安あ
ん

撫ぶ

使し

司し

参さ
ん

議ぎ

官か
ん
に
任
命
さ
れ
た
。
十
一
月
二
日
、
陸
游
は
南
鄭
を
出
発
し
、
成
都

〔
四
川
省
〕
へ
と
赴
任
す
る
。

 

陸
游
は
、
失
意
と
悲
愴
な
思
い
を
胸
に
、
南
鄭
を
離
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
彼
は
国
境
防
衛
の
前
線
に
身
を
置
い
て
い
た
と
は
い
え
、
北
伐
し
て

金
と
戦
う
こ
と
に
つ
い
て
は
何
の
実
績
も
な
く
、

良
時
恐
作
他
年
恨 

良
時　

恐
ら
く
は
他
年
の
恨う
ら

み
と
作な

ら
ん

大
散
関
頭
又
一
秋 

大だ
い

散さ
ん

関か
ん
〔
関
中
西
部
か
ら
秦
に
入
る
境
界
の

要
衝
〕
頭　

又ま

た
一
秋

 

（『
詩
稿
』
巻
三
「
帰
り
て
漢
中
の
境
上
に
次や
ど

る（９
）」）

 

今
で
は
成
都
に
呼
び
戻
さ
れ
、
遠
く
前
線
を
離
れ
て
し
ま
い
、
な
お
さ

ら
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

那
用
更
為
麟
閣
夢 

那な
ん
ぞ
用
い
ん　

更
に
麟り
ん

閣か
く
〔
漢
代
に
功
臣
の

像
を
掲
げ
た
楼
閣
〕
の
夢
を
為
す
を

従
今
正
有
鹿
門
期 

今
よ
り
は
正
に
鹿ろ
く

門も
ん
〔
湖
北
省
に
あ
る
隠
者

ゆ
か
り
の
山
〕
の
期
の
み
有
り

 

（『
詩
稿
』
巻
三
「
思
帰
引（10
）」）

 
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
心
境
で
剣
門
関
を
経
過
し
た
時
に
、
陸
游
は
次
に

あ
げ
る
「
剣
門
の
道
中　

微
雨
に
遇
う（11
）」
詩
（『
詩
稿
』
巻
三
）
を
書
い
た

の
で
あ
る
。
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衣
上
征
塵
雑
酒
痕 

衣い

上じ
ょ
うの
征せ
い

塵じ
ん　

酒し
ゅ

痕こ
ん

を
雑ま
じ

え

遠
遊
無
処
不
消
魂 

遠え
ん

遊ゆ
う　

処
と
こ
ろと
し
て
消
し
ょ
う

魂こ
ん

せ
ざ
る
は
無
し

此
身
合
是
詩
人
未 

此こ

の
身　

合ま
さ

に
是こ

れ
詩
人
た
る
べ
き
や
未い
な

や

細
雨
騎
驢
入
剣
門 

細さ
い

雨う　

驢ろ

に
騎の

り
て　

剣け
ん

門も
ん

に
入い

る

 

こ
の
詩
の
実
際
の
含
意
は
、
陸
游
が
成
都
に
到
着
し
て
四
年
め
に
書
い

た
「
夏
夜
大
酔
し
、
醒さ

め
て
後
に
感
有（12
）り
」
詩
（『
詩
稿
』
巻
七
）
の
中
に
、

最
も
は
っ
き
り
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

客
遊
山
南
夜
望
気 

山
南
に
客
遊
し
て　

夜　

気
を
望
み

頗
謂
王
師
当
入
秦 

頗
る
謂お
も

う　

王
師
〔
王
者
の
軍
隊
〕　

当ま
さ

に

秦
に
入
る
べ
し
と

欲
傾
天
上
河
漢
水 

天
上
の
河
漢
〔
天
の
川
〕
の
水
を
傾
け

浄
洗
関
中
胡
虜
塵 

関
中
の
胡こ

虜り
ょ
〔
異
民
族
〕
の
塵
を
浄
洗
せ
ん

と
欲
す

那
知
一
旦
事
大
謬 

那な
ん
ぞ
知
ら
ん　

一
旦　

事　

大
い
に
謬あ
や
まり

騎
驢
剣
閣
霜
毛
新 

驢
に
騎の

り
て　

剣
閣
に　

霜
毛　

新
た
な
る

を

却
将
覆
氈
草
檄
手 

却
っ
て
氈
〔
毛
氈
〕
を
覆
い
檄
を
草
せ
し
手

を
将も
っ

て

小
詩
点
綴
西
州
春 

小
詩
に
西
州〔
西
方
の
地
〕の
春
を
点て
ん

綴て
つ〔
ぽ

つ
ぽ
つ
と
書
き
つ
づ
る
〕
す

 

こ
の
こ
と
は
、
陸
游
は
本
来
金
と
戦
う
戦
士
に
な
り
た
か
っ
た
の
だ

が
、
南
宋
の
朝
廷
が
金
に
対
し
て
妥
協
的
で
弱
腰
な
た
め
に
戦
士
と
な
れ

ず
、
や
む
な
く
詩
人
と
な
っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

朱し
ゅ

熹き

は
、
あ
る
時
次
の
よ
う
に
語
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

 

放
翁
之
詩
、
読
之
爽
然
、
近
代
唯
見
此
人
為
有
詩
人
風
致
。
…
…

近
報
又
已
去
国
、
不
知
所
坐
何
事
、
恐
只
是
不
合
作
此
好
詩
、
罰
令

不
得
作
好
官
也
。

 

陸
游
の
詩
は
、
読
む
と
気
分
爽
快
に
な
り
ま
す
。
近
頃
の
人
た
ち

の
中
で
は
、
た
だ
こ
の
人
だ
け
が
詩
人
と
し
て
の
風
格
を
備
え
て
い

ま
す
。
…
…
近
ご
ろ
、
ま
た
も
や
都
を
立
ち
去
っ
た
と
の
こ
と
で
す

が
、
一
体
何
の
罪
を
犯
し
た
の
か
知
り
ま
せ
ん
。
恐
ら
く
は
、
こ
ん

な
立
派
な
詩
を
作
る
の
は
け
し
か
ら
ぬ
と
い
う
の
で
、
罰
と
し
て
立

派
な
お
役
人
に
な
れ
な
く
な
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
し
ょ
う
。

 
 
 

（『
朱
子
大
全
集
』
巻
四
十
三
「「
徐じ
ょ

載さ
い

叔し
ゅ
く

賡こ
う
に
答
う
」）

　

朱
熹
の
言
葉
は
、
当
時
の
愛
国
者
た
ち
が
金
へ
の
抵
抗
を
要
求
し
て
も

願
い
通
り
に
な
ら
な
い
と
い
う
不
平
と
憤
懣
を
反
映
し
、
陸
游
の
代
わ
り

に
不
満
を
漏
ら
し
て
お
り
、
陸
游
は
実
際
に
は
政
治
上
の
圧
迫
・
排
斥
を

受
け
、
や
む
な
く
詩
人
と
な
っ
た
の
だ
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
我
々
が
陸
游
の
「
剣
門
の
道
中　

微
雨
に
遇
う
」
詩
の
主
題

を
理
解
す
る
の
を
助
け
て
く
れ
る
。

 

陸
游
は
風
塵
の
中
を
山
陰
か
ら
夔
州
に
向
か
い
、
さ
ら
に
風
塵
の
中
を
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夔
州
か
ら
南
鄭
に
駆
け
つ
け
、
瞬
く
間
に
今
度
は
風
塵
の
中
を
南
鄭
か
ら

成
都
に
呼
び
戻
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
成
都
に
到
着
し
た
四
年
目
に
、
や

は
り
「
征
塵
〔
旅
の
ほ
こ
り
〕　

十
載
〔
十
年
〕　

戎
じ
ゅ
う

衣い

〔
軍
服
〕
を
暗
く

す
」（『
詩
稿
』
巻
八
「
歳
暮
の
感
懐（13
）」）
と
い
う
嘆
き
を
も
ら
し
て
い
る
。「
剣

門
の
道
中　

微
雨
に
遇
う
」
詩
は
、冒
頭
か
ら
た
だ
ち
に
「
衣
上
の
征
塵
」

と
詠
い
は
じ
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
旅
の
途
中
で
の
塵
労
を
表
し
て
い
る
。

「
塵
」
の
字
の
み
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ま
た
「
万
里　

封
侯
を
覓も
と

め
」
た

も
の
の
、「
塵
は
旧ふ
る

き
貂
ち
ょ
う

裘き
ゅ
う〔
テ
ン
の
皮
衣
〕
を
暗
く
す
」（『
渭い

南な
ん

文ぶ
ん

集し
ゅ
う』

巻
五
十
「
訴そ

衷ち
ゅ
う

情じ
ょ
う」
詞
）
と
い
う
よ
う
に
、
功
業
を
樹
立
し
た
く
て
も
そ

の
す
べ
が
な
い
と
い
う
意
味
が
、
暗
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。
実
際
、「
征

塵
」
は
「
い
た
ず
ら
に
山
河
を
跋
渉
し
た
」
と
い
う
意
味
を
明
示
し
て
も

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
煩
悶
し
、
憂
鬱
な
の
で
、
酒
の
力
を
借
り

て
愁
い
を
ま
ぎ
ら
さ
ず
に
は
お
ら
れ
ず
、そ
れ
ゆ
え
「
衣
上
」
は
「
征
塵
」

以
外
に
「
酒
痕
を
雑
え
」
て
も
い
る
の
で
あ
る
。「
酒
痕
」
が
上
着
に
つ

い
て
い
る
こ
と
は
、
ち
ょ
っ
と
軽
く
一
杯
飲
ん
だ
の
で
は
な
く
、
浴
び
る

ほ
ど
痛
飲
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
詩
人
は
自
分
自
身
の
姿
を
描
写

す
る
に
あ
た
り
、
た
だ
上
着
に
ぽ
つ
ぽ
つ
と
こ
び
り
付
い
た
土
ぼ
こ
り

と
、
ぽ
た
ぽ
た
と
し
た
た
り
落
ち
た
酒
の
し
み
を
用
い
る
だ
け
で
、
そ
の

失
意
で
無
聊
な
境
遇
と
、
言
い
表
せ
な
い
ほ
ど
の
悲
憤
で
い
っ
ぱ
い
の
胸

中
と
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 

同
様
に
風
塵
の
中
を
と
ぼ
と
ぼ
と
旅
し
て
は
い
る
が
、
南
鄭
に
赴
任
す

る
の
と
成
都
に
赴
任
す
る
の
と
で
は
、
感
じ
方
は
大
き
く
異
な
っ
て
い

る
。
夔
州
を
離
れ
て
の
最
初
に
書
か
れ
た
「
三さ
ん

折せ
つ

鋪ほ

に
飯
す　

鋪
は
乱
山

の
中
に
在あ

り（14
）」
詩
（『
詩
稿
』
巻
三
）
は
、
次
の
よ
う
に
詠
っ
て
い
る
。

但
令
身
健
能
強
飯 

但た

だ
身
を
し
て
健
に
し
て
能よ

く
強
飯
せ
し
む

れ
ば

万
里
只
作
遊
山
看 

万
里
も
只た

だ
遊
山
と
作な

し
て
看み

ん

 

ま
た
、
そ
の
後
で
書
か
れ
た
「
嘉か

川せ
ん

鋪ほ

に
て
小
雨
に
遇
い
、
景
物　

尤
も
っ
と

も
奇
な
り（15
）」
詩
（『
詩
稿
』
巻
三
）
は
、
次
の
よ
う
に
詠
っ
て
い
る
。

一
春
客
路
怨
風
埃 

一
春　

客
路　

風ふ
う

埃あ
い
を
怨
む
も

小
雨
山
行
亦
楽
哉 

小
雨
に
山
行
す
る
は　

亦ま

た
楽
し
か
ら
ず
や

 

「
遊
山
」「
山
行
」
は
、
い
ず
れ
も
字
面
通
り
の
意
味
で
あ
り
、「
万
里
」

の
行
程
の
苦
労
を
感
じ
な
い
ど
こ
ろ
か
、
ま
る
で
物
見
遊
山
の
よ
う
な
尽

き
せ
ぬ
楽
し
み
が
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
南
鄭
へ
の
赴
任

は
み
ず
か
ら
願
い
出
て
の
こ
と
で
あ
り
、
心
は
希
望
に
満
ち
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
南
鄭
を
離
れ
て
最
初
に
書
か
れ
た
「
初
め
て
興
元

を
離
る（16
）」
詩
（『
詩
稿
』
巻
三
）
は
次
の
よ
う
に
詠
っ
て
お
り
、

炊
菰
斫
膾
明
年
事 

菰ま
こ
もを
炊た

き　

膾な
ま
すを
斫き

る
は　

明
年
の
事
な
ら

ん

却
憶
斯
遊
亦
壮
哉 

却か
え

っ
て
憶お
も

う　

斯こ

の
遊　

亦ま

た
壮
な
る
か
な
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そ
の
後
、「
長
木
晩
興（17
）」
詩
（『
詩
稿
』
巻
三
）
で
も
、「
聊い
さ
さか
行こ
う

役え
き

を
将も
っ

て

登
臨
に
当あ

つ
」
と
詠
っ
て
い
る
。「
壮
」
遊
、「
登
臨
」
は
い
ず
れ
も
反
語

的
表
現
で
あ
り
、
あ
わ
た
だ
し
い
「
行
役
」
を
、
か
り
そ
め
に
一
回
ま
た

一
回
と
い
う
山
水
登
臨
の
「
壮
」
遊
と
見
な
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
明
ら

か
に
、
風
雨
に
身
を
さ
ら
し
、
耐
え
難
い
ま
で
に
困
窮
し
て
い
な
が
ら
、

そ
の
中
に
楽
し
み
が
あ
る
と
、
こ
と
さ
ら
に
強
が
り
を
言
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
成
都
へ
の
赴
任
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
り
、
意
気

消
沈
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
剣
門
の
道
中　

微
雨
に
遇
う
」
詩
の
「
遠

遊　

処
と
し
て
消
魂
せ
ざ
る
は
無
し
」
と
い
う
一
句
も
ま
た
こ
の
よ
う
な

意
味
で
あ
り
、
苦
悩
し
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
こ
と
さ
ら
楽
し
げ
に
語
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。「
遠
遊
」
は
、
上
の
句
の
「
衣
上
の
征
塵
」
を
承
け

て
い
る
。「
遠
遊
」
し
て
「
処
と
し
て
消
魂
せ
ざ
る
は
無
し
」
と
い
う
の

が
反
語
的
表
現
で
あ
る
理
由
は
、「
酒
痕
を
雑
え
」
に
よ
っ
て
読
者
に
暗

示
さ
れ
て
い
る
。
游ゆ
う

国こ
く

恩お
ん

氏
の
『
陸
游
詩
選
』（
一
九
五
七
年
三
月
、
人
民

文
学
出
版
社
）
は
、「
消
魂
」
を
「
あ
こ
が
れ
さ
せ
る
・
慕
わ
せ
る
、
の
意
」

と
解
釈
し
て
お
り
、
字
面
の
上
か
ら
は
正
確
に
見
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

『
陸
游
詩
詞
賞
析
集
』（
一
九
九
〇
年
六
月
、
巴
蜀
書
社
）
は
こ
れ
に
反
駁
し
、

陸
游
の
「
思
帰
引
」
詩
の
「
此こ

の
身　

阿あ

堵と

〔
金
銭
〕
の
役
に
堪た

え
ず
」

と
「
仕し

宦か
ん
〔
役
人
づ
と
め
〕　

真
に
当ま
さ

に
鶏け
い

肋ろ
く
〔
未
練
の
対
象
〕
を
棄す

つ

べ
し
」
の
二
句
を
根
拠
と
し
て
、「
陸
游
が
『
遠
遊　

処
と
し
て
消
魂
せ

ざ
る
は
無
し
』
で
あ
る
原
因
を
、
は
っ
き
り
物
語
っ
て
い
る
」
と
解
釈
し

て
い
る
。「
消
魂
」
の
含
義
を
直
接
説
明
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、「
苦
痛

に
耐
え
ら
れ
な
い
」
と
い
う
意
味
に
解
釈
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
の
で
は
、
下
の
「
剣
門
に
入
る
」
と

う
ま
く
つ
な
が
ら
な
く
な
る
。「
消
魂
」の
語
は
江こ
う

淹え
ん
の「
別
れ
の
賦
」〔『
文

選
』
巻
十
六
〕
に
由
来
し
、
ま
る
で
魂
が
飛
び
去
っ
た
よ
う
な
気
持
ち
で

あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
別
れ
の
無
念
の
深
さ
を
形
容
し
、
後
に
は
多
く
「
消

魂
」
に
よ
っ
て
心
情
の
耐
え
難
さ
が
極
限
に
達
し
て
い
る
こ
と
を
表
す
よ

う
に
な
る
。
も
し
も
た
だ
、
ま
る
で
魂
が
飛
び
去
っ
た
よ
う
な
気
持
ち
で

あ
る
、
と
い
う
意
味
と
取
る
だ
け
な
ら
ば
、
喜
び
や
愛
の
き
わ
み
も
、「
消

魂
」
あ
る
い
は
「
断
魂
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
林り
ん

逋ぽ

の
「
山
園
の
小

梅
」
詩
に
は
、「
粉
蝶
〔
白
い
チ
ョ
ウ
〕　

如も

し
知
ら
ば 

合ま
さ
に
魂
を
断
つ

べ
し
」
と
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
「
断
魂
」
は
、
楽
し
い
こ
と
こ
の
上
も

な
く
、そ
の
中
に
耽
溺
す
る
こ
と
を
形
容
す
る
も
の
で
あ
①る
。
随
所
に「
遠

遊
」
す
れ
ば
、
そ
の
都
度
人
を
う
っ
と
り
と
陶
酔
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
り
、
そ
う
解
釈
し
て
は
じ
め
て
、
次
に
「
剣
門
に
入
る
」
と
い
う

「
遠
遊
」の
継
続
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
陸
游
は
晩
年「
遠
遊（18
）」

詩
（『
詩
稿
』
巻
四
十
九
）
を
作
り
、
み
ず
か
ら
、

老
子
平
生
喜
遠
遊 

老
子
〔
老
人
。
作
者
の
自
称
〕　

平
生　

遠

遊
を
喜
ぶ

流
塵
不
惜
闇
貂
裘 

流
塵　

惜
し
ま
ず　

貂
ち
ょ
う

裘き
ゅ
う〔
テ
ン
の
皮
衣
〕

を
闇く
ら

く
す
る
を

江
亭
吹
笛
三
巴
夜 

江
亭　

笛
を
吹
く　

三さ
ん

巴ぱ

〔
巴
・
巴
東
・
巴

西
〕
の
夜

関
路
騎
驢
二
華
秋 

関
路　

驢ろ

に
騎の

る　

二に

華か

〔
太
華
山
・
少
華
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山
〕
の
秋

と
詠
っ
て
い
る
。「
遠
遊
を
喜
ぶ
」
の
「
喜
」
の
字
は
、「
消
魂
」
の
注
釈

と
す
る
こ
と
が
で
き
、「
三
巴
の
夜
」「
二
華
の
秋
」
は
、
四
川
・
陝
西
の

旅
を
概
括
し
て
い
る
。「
流
塵　

惜
し
ま
ず　

貂
裘
を
闇
く
す
る
を
」
か

ら
見
て
、「
喜
」
も
ま
た
反
語
的
表
現
で
あ
り
、
実
際
の
内
容
は
、
や
は

り
「
聊
か
行
役
を
将
て
登
臨
に
当
つ
」
な
の
で
あ
る
。

 

「
登
臨
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
高
い
山
に
登
っ
た
り
、
川
の
ほ
と
り
に

臨
ん
だ
り
し
た
際
に
は
必
ず
詩
を
作
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
あ
た
か
も
文

人
墨
客
の
本
業
と
な
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
屈く
つ

原げ
ん

は
、「
遠
遊
」
を
書

か
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
（
王お
う

逸い
つ
は
、「
遠
遊
」
を
屈
原
の
作
と
し
て
い
る
）。

陸
游
も
、
自
分
の
こ
と
を
「
二
十
年
来　

遠
遊
を
賦
す
」（『
詩
稿
』
巻
十

一
「
北
窓
に
詩
を
哦う
な

り
、
因よ

り
て
賦
す（19
）」
其
一
）
と
詠
っ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま

な
場
所
に
お
け
る
「
登
臨
」
や
「
遠
遊
」
を
詠
う
こ
と
で
、
す
で
に
自
分

を
詩
人
と
結
び
つ
け
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
遠
遊　

処
と
し
て
消
魂
せ
ざ

る
は
無
し
」
の
後
で
「
此
の
身　

合
に
是
れ
詩
人
た
る
べ
き
や
未
や
」
と

自
問
し
、「
細
雨　

驢
に
騎
り
て　

剣
門
に
入
る
」
で
、
そ
れ
に
肯
定
的

に
答
え
て
い
る
の
で
あ
る
。「
剣
門
に
入
る
」
こ
と
は
「
遠
遊
」
の
継
続

で
あ
る
が
、そ
れ
は
通
常
の「
遠
遊
」で
は
な
い
。「
剣
門
に
入
る
」は「
蜀

に
入
る
」
と
言
う
に
等
し
く
、
こ
れ
は
ま
た
過
去
の
多
数
の
詩
人
の
入
蜀

の
故
事
と
結
び
つ
け
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
王お
う

勃ぼ
つ
・
陳ち
ん

子す

昂ご
う
・
高こ
う

適せ
き
・
岑し
ん

参じ
ん
・
李り

白は
く
・
白は
く

居き
ょ

易い

・
李り

商し
ょ
う

隠い
ん
・
蘇そ

軾し
ょ
く・
文ぶ
ん

同ど
う
と
い
っ
た
詩
人
た
ち
は
、

あ
る
者
は
蜀
で
生
ま
れ
、
ま
た
あ
る
者
は
入
蜀
の
経
験
が
あ
り
、
中
で
も

杜と

甫ほ

と
黄こ
う

庭て
い

堅け
ん
の
入
蜀
後
の
詩
は
、
よ
り
一
層
老
成
・
円
熟
し
、
新
し
い

境
地
に
到
達
し
た
。
陸
游
は
、
自
分
が
今
ま
さ
に
「
剣
門
に
入
」
ろ
う
と

し
て
い
る
こ
と
で
、
あ
た
か
も
こ
れ
ら
の
詩
人
た
ち
の
列
に
加
わ
っ
た
か

の
よ
う
に
感
じ
た
の
で
あ
る
。『
陸
游
詩
詞
賞
析
集
』
は
、
剣
門
関
が
非

常
に
険
阻
な
こ
と
に
注
目
し
、「
陸
游
は
険
し
い
山
道
を
も
の
と
も
せ
ず
、

果
敢
に
『
小
雨
の
降
る
中
を
ロ
バ
に
乗
っ
て
剣
門
に
入
っ
た
』
の
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
は
詩
句
に
幾
分
洒
脱
な
雰
囲
気
を
帯
び
さ
せ
て
い
る
」
と
言
っ

て
い
る
が
、
こ
れ
で
は
陸
游
の
詩
の
本
来
の
意
図
に
完
全
に
は
ず
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
。「
険
し
い
山
道
を
も
の
と
も
せ
ず
」、「
遠
遊
」
し
て
し
か

も
幾
分
「
洒
脱
」
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
ま
た
「
消
魂
」
を

「
苦
痛
に
堪
え
な
い
」
と
解
釈
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
陸
游
の
詩
句
は
明
ら

か
に
、
呼
び
戻
し
に
対
す
る
極
め
て
大
き
な
不
満
を
、
自
嘲
の
形
式
に

よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
悲
憤
に
満
ち
、
痛
切
で
あ
る
。
一
体

ど
こ
に
「
洒
脱
な
雰
囲
気
」
が
あ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

 

こ
こ
に
ま
た
一
つ
、
い
か
に
「
細
雨　

驢
に
騎
り
」
を
解
釈
す
る
か
、

と
い
う
問
題
が
存
在
す
る
。
元
来
、「
細
雨　

驢
に
騎
り
」
は
、「
剣
門
に

入
る
」
と
同
様
に
、
い
ず
れ
も
上
の
句
の
「
合
に
是
れ
詩
人
た
る
べ
き
や

未
や
」
と
い
う
問
題
提
起
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
陸
游
が
「
剣

門
に
入
」
っ
た
時
に
、
天
候
は
「
細
雨
」
で
あ
り
、
自
分
自
身
は
「
驢
に

騎
」
っ
て
い
た
。
歴
史
上
、詩
人
が
ロ
バ
に
乗
る
故
事
も
大
変
多
い
。〔
陸

游
の
時
代
か
ら
比
較
的
〕
近
い
北
宋
の
時
代
に
も
、
潘は
ん

閬ろ
う
は
ロ
バ
に
さ
か

さ
ま
に
乗
っ
て
華か

山ざ
ん
を
見
た（20
）し
、
王お
う

安あ
ん

石せ
き
は
童
僕
を
従
え
ロ
バ
に
乗
っ
て

鍾し
ょ
う

山ざ
ん

に
遊
ん
だ（21
）。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
絵
図
に
描
か
れ
て
い
②る
。
し
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か
し
陸
游
の
こ
こ
で
の
「
騎
驢
」
は
、
一
つ
に
は
濛
濛
と
降
る
「
細
雨
」

の
中
で
の
こ
と
で
あ
り
、
二
つ
に
は
詩
を
作
る
こ
と
と
密
接
に
関
連
し
て

い
る
。
孫そ
ん

光こ
う

憲け
ん

の
『
北ほ
く

夢ぼ
う

瑣さ

言げ
ん

』
巻
七
（
ま
た
計け
い

有ゆ
う

功こ
う

の
『
唐と
う

詩し

紀き

事じ

』
巻

六
十
五
に
引
く
『
古
今
詩
話
』）
は
、
次
の
よ
う
な
記
事
を
載
せ
て
い
る
。

 

相
国
鄭
綮
善
詩
。
…
…
或
曰
、「
相
国
近
有
新
詩
否
」。
対
曰
、「
詩

思
在
灞
橋
風
雪
中
驢
子
上
、
此
処
何
以
得
之
」。

 

宰
相
の
鄭て
い

綮け
い
は
、
詩
を
作
る
の
が
上
手
で
あ
っ
た
。
…
…
あ
る
人

が
、「
宰
相
様
は
近
頃
新
し
い
詩
が
で
き
ま
し
た
か
」
と
た
ず
ね
た

と
こ
ろ
、
鄭
綮
は
、「
詩
興
は
、
灞は

橋き
ょ
う〔
長
安
の
東
に
あ
る
灞は

水す
い

に

か
か
る
橋
〕
の
風
雪
の
中
、
ロ
バ
の
背
中
の
上
で
こ
そ
得
ら
れ
る
の

だ
。
こ
ん
な
所
で
ど
う
し
て
得
ら
れ
る
も
の
か
」
と
答
え
た
。

 

陸
游
の
詩
の
中
で
「
驢
に
騎
」
る
こ
と
を
詠
っ
た
箇
所
は
枚
挙
に
い
と

ま
が
な
い
が
、
詩
を
書
く
こ
と
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
も
の
は
、
そ
の

多
く
が
、
鄭
綮
の
故
事
を
用
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。

老
来
万
事
渾
非
昔 

老
来　

万
事　

渾す
べ

て
昔
に
非あ
ら

ず

唯
有
詩
情
似
灞
橋 

唯た

だ
詩
情
の
灞
橋
に
似
た
る
の
み
有
り

 

（『
詩
稿
』
巻
三
十
三
「
秋
夜（22
）」
其
一
）

覓
句
灞
橋
風
雪
天 

句
を
覓も
と

む　

灞
橋　

風
雪
の
天

 

（『
詩
稿
』
巻
三
十
五
「
作
夢（23
）」）

灞
橋
風
雪
吟
雖
苦 

灞
橋
の
風
雪　

吟　

苦
な
り
と
雖い
え
ども

杜
曲
桑
麻
興
本
濃 

杜と

曲き
ょ
く〔
長
安
の
南
に
あ
る
名
勝
の
地
〕
の
桑そ
う

麻ま　

興　

本も
と

よ
り
濃
し

 

（『
詩
稿
』
巻
三
十
八
「
耕
し
罷や

み
て
偶た
ま

た
ま
書
す（24
）」）

 

「
風
雪
」は
、必
ず
し
も
常
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
時
は「
微
雨
」

に
あ
う
の
だ
が
、
境
遇
は
ま
た
ほ
ぼ
そ
れ
に
近
く
、
そ
れ
ゆ
え
「
巴は

東と
う
に

て
小
雨
に
遇
う（25
）」
詩
（『
詩
稿
』
巻
二
）
の
其
一
は
、
次
の
よ
う
に
詠
っ
て

い
る
。暫

借
清
渓
伴
釣
翁 

暫し
ば
らく
清せ
い

渓け
い
を
借
り
て　

釣
ち
ょ
う

翁お
う
に
伴と
も
なえ
ば

沙
辺
微
雨
湿
孤
篷 

沙さ

辺へ
ん
の
微
雨　

孤こ

篷ほ
う
〔
孤
舟
の
と
ま

0

0

〕
を
湿

ら
す

従
今
詩
在
巴
東
県 

今
よ
り　

詩
は
巴
東
県
に
在あ

り

不
属
灞
橋
風
雪
中 

灞
橋
の
風
雪
の
中
に
属
せ
ず

 

こ
の
よ
う
に
、「
細
雨
」
が
「
騎
驢
」
と
同
時
に
あ
る
こ
と
が
、
詩
人

が
必
ず
備
え
る
べ
き
条
件
な
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
「
驢
に
騎
」
る
こ
と
だ

け
を
単
独
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
他
の

い
ろ
い
ろ
な
詩
人
た
ち
の
「
騎
驢
」
の
故
事
を
列
挙
す
る
こ
と
は
、
も
は

や
必
要
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
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「
剣
門
に
入
る
」
こ
と
は
、
陸
游
が
か
ね
て
か
ら
李
白
・
杜
甫
・
蘇
軾
・

黄
庭
堅
と
い
っ
た
詩
人
た
ち
を
敬
慕
し
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
て
、
詩
人

が
必
ず
備
え
る
べ
き
条
件
と
し
て
、
古
く
か
ら
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い

た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。「
細
雨　

驢
に
騎
る
」
は
鄭
綮
の
言
葉
を
用
い

て
い
る
が
、
こ
ち
ら
の
方
は
、
詩
人
が
必
ず
備
え
る
べ
き
条
件
と
見
る
に

は
、
い
さ
さ
か
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。
黄
徹
の
『
え
き
ょ
う

渓け
い

詩し

話わ

』
巻
二
は
、

鄭
綮
の
言
葉
を
引
用
し
た
後
に
、
続
け
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

 

『
北
夢
瑣
言
』
載
。
綮
雖
有
詩
名
、
本
無
廊
廟
之
望
、
及
登
庸
、

中
外
驚
駭
。
太
原
兵
至
渭
北
、
天
子
震
恐
、
渇
于
攘
却
、
綮
請
于
文

宣
王
謚
号
中
加
一
「
哲
」
字
。
其
不
究
時
病
、率
此
類
。
愚
謂
此
人
、

止
可
置
之
風
雪
中
令
作
詩
也
。

 

『
北
夢
瑣
言
』
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
鄭
綮
は
詩
人
と
し
て
名

が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
も
と
も
と
朝
廷
に
立
つ
政
治
家
と
し
て
は
嘱

望
さ
れ
て
お
ら
ず
、
宰
相
に
登
用
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
朝
廷
の
中
も

外
も
驚
愕
し
た
。
太た
い

原げ
ん
〔
山
西
省
〕
の
兵
が
渭い

水す
い
〔
河
南
省
洛
陽
の

近
く
を
流
れ
る
川
〕
の
北
ま
で
攻
め
て
来
た
時
、
天
子
は
恐
れ
お
の

の
き
、
こ
れ
を
撃
退
す
る
こ
と
を
強
く
望
ん
だ
が
、
鄭
綮
は
、
文ぶ
ん

宣せ
ん

王お
う
〔
開
元
年
間
に
贈
ら
れ
た
孔
子
の
謚し

号ご
う
〕
の
諡
号
に
「
哲
」
の
一

字
を
追
加
す
る
こ
と
を
願
い
出
た
。
そ
の
時
弊
に
う
と
い
こ
と
は
、

お
お
む
ね
こ
の
類
で
あ
っ
た
。
思
う
に
、
こ
の
人
は
、
た
だ
風
雪
の

中
に
置
い
て
詩
を
作
ら
せ
て
お
く
の
が
よ
ろ
し
か
ろ
う
。

 

も
し
陸
游
も
こ
の
よ
う
な
見
解
を
持
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う

に
考
え
て
構
わ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
陸
游
は
北
伐
し
て
金
と
戦
い
、
功
業

を
打
ち
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、
山
川
や
風
月
を
吟
詠
す

る
詩
人
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
必
然
の
結
果
と
し
て
、
鄭
綮
の
よ
う

に
「
時
弊
に
う
と
く
」、
い
た
ず
ら
に
「
詩
名
」
が
あ
る
と
非
難
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
鄭
綮
が
み
ず
か
ら
そ
の
よ
う
な
境
遇
に
甘
ん

じ
て
い
る
の
に
対
し
、
陸
游
は
や
む
な
く
そ
う
な
っ
た
の
で
あ
る
。「
剣

門
の
道
中　

微
雨
に
遇
う
」
詩
の
創
作
背
景
と
、
作
品
自
体
が
表
出
し
て

い
る
思
想
感
情
と
を
結
び
つ
け
る
な
ら
ば
、
完
全
に
次
の
よ
う
に
推
測
で

き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
合
に
是
れ
詩
人
た
る
べ
き
や
」
と
い
う
問

い
か
け
に
対
し
て
、
表
面
的
に
は
肯
定
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
否
定
し

て
い
る
の
だ
、
と
。―

―

見
る
が
い
い
、「
剣
門
に
入
」
り
さ
え
す
れ
ば
、

そ
れ
で
詩
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
。
こ
れ
は
、
何
と
も
喜
ぶ
べ
き
こ

と
で
は
な
い
か
ね―

―

。
と
こ
ろ
が
、
入
蜀
の
途
中
、
陸
游
は
次
の
よ
う

に
詠
っ
て
い
る
。

剣
門
亦
何
好 

剣
門　

亦ま

た
何
の
好よ

き
こ
と
か
あ
る

小
憩
聊
爾
爾 

小
憩
し
て　

聊い
さ
さか
爾じ

爾じ

〔
返
事
の
言
葉
。
そ
の
通

り
、
そ
の
通
り
〕
た
り

 

（『
詩
稿
』
巻
三
「
興
元
よ
り
官
と
し
て
成
都
に
赴
く（26
）」）

 

そ
れ
ゆ
え
、「
剣
門
の
道
中　

微
雨
に
遇
う
」
は
自
嘲
の
詩
で
あ
る
、

と
誰
も
が
言
う
の
だ
が
、
詩
句
の
背
後
か
ら
、
そ
の
実
際
の
含
義
を
看
取
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し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
詩
人
が
何
を
「
自
嘲
」
し
て
い
る
の

か
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
異
な
る
解
釈
が
存
在
す
る
。

那
知
一
旦
事
大
謬 

那な
ん
ぞ
知
ら
ん　

一
旦　

事　

大
い
に
謬あ
や
まり

騎
驢
剣
閣
霜
毛
新 

驢
に
騎の

り
て　

剣
閣
に　

霜
毛　

新
た
な
る

を

却
将
覆
氈
草
檄
手 

却か
え

っ
て
氈
を
覆
い
檄
を
草
せ
し
手
を
将も
っ

て

小
詩
点
綴
西
州
春 
小
詩
に
西
州
の
春
を
点て
ん

綴て
つ
す

 

（『
詩
稿
』
巻
七
「
夏
夜
大
酔
し
、
醒
め
て
後
に
感
有
り
」）

 

こ
の
詩
は
、
自
嘲
は
「
自
悲
（
み
ず
か
ら
を
悲
し
む
）」
で
あ
り
、
悲

し
み
は
、
敵
を
倒
し
国
に
報
い
る
す
べ
が
な
い
こ
と
に
あ
る
こ
と
を
、

は
っ
き
り
物
語
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
陳ち
ん

衍え
ん
は
、自
嘲
は
実
は「
自
喜（
み

ず
か
ら
を
喜
ぶ
）」
で
あ
り
、
つ
い
に
詩
人
と
な
れ
た
こ
と
を
喜
ん
で
い

る
の
だ
、
と
見
な
し
て
い
る
。

 

僕
謂
「
細
雨
騎
驢
入
剣
門
」
博
得
詩
人
名
号
、
亦
太
可
憐
、
況
尚

未
知
其
是
否
乎
。
積
習
累
人
至
此
。
然
此
詩
若
自
嘲
、
実
自
喜
也
。

 

思
う
に
、「
小
雨
の
降
る
中
を
ロ
バ
に
乗
っ
て
剣
門
に
入
っ
た
」

こ
と
に
よ
っ
て
詩
人
と
し
て
の
名
声
を
博
し
た
と
は
、
何
と
も
気
の

毒
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
作
者
が
そ
の
成
否
を
い
ま
だ
知
ら

な
い
と
あ
っ
て
は
、
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
積
年
の
悪
習
が
人

を
わ
ず
ら
わ
せ
る
こ
と
が
、
こ
こ
に
至
ろ
う
と
は
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
の
詩
は
自
嘲
の
よ
う
で
い
て
、
実
は
自
分
の
た
め
に
喜
ん
で

い
る
の
で
あ
る
。

 

（『
石せ
き

遺い

室し
つ

詩し

話わ

』
巻
二
十
七
）

 

こ
れ
で
は
、
陸
游
が
こ
の
詩
を
作
っ
た
本
来
の
意
図
と
、
完
全
に
食
い

違
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。「
ち
ょ
う
ど
詩
風
の
転
換
期
の
ま
っ
た
だ
中
に

あ
り
、
陸
游
は
ま
だ
完
全
に
は
、『
我　

昔　

詩
を
学
び
て
未
だ
得
る
有

ら
ず
、
残
余　

未
だ
人
よ
り
乞
う
を
免ま
ぬ
かれ
ず
。
力
は
孱よ
わ

く　

気
は
餒う

え

て 

心
に
自み
ず
から
知
る
、
妄み
だ

り
に
虚
名
を
取
り
て　

慚は

ず
る
色
有
り
』
と
い

う
悩
み
か
ら
脱
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、『
此
の
身　

合
に
是
れ

詩
人
た
る
べ
き
や
未
や
』
と
い
う
問
い
か
け
が
あ
る
の
で
あ
る
」（『
陸
游

詩
詞
賞
析
集
』）
と
言
う
に
至
っ
て
は
、
な
お
さ
ら
見
当
違
い
も
甚
だ
し
い
。

 

陸
游
は
自
嘲
の
形
式
に
よ
り
、
敵
を
倒
し
て
国
に
報
い
る
方
法
の
な
い

こ
と
を
み
ず
か
ら
悲
し
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
二
重
の
意
味
を
含
ん
で
い

る
。
そ
の
一
つ
は
、

却
将
覆
氈
草
檄
手 

却か
え

っ
て
氈
を
覆
い
檄
を
草
せ
し
手
を
将も
っ

て

小
詩
点
綴
西
州
春 

小
詩
に
西
州
の
春
を
点て
ん

綴て
つ
す

 

（『
詩
稿
』
巻
七
「
夏
夜
大
酔
し
、
醒
め
て
後
に
感
有
り
」）

で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、

渭
水
岐
山
不
出
兵 

渭い

水す
い　

岐き

山ざ
ん
〔
陝
西
省
の
山
〕　

出
兵
せ
ず
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却
携
琴
剣
錦
官
城 

却
っ
て
琴き
ん

剣け
ん
を
錦き
ん

官か
ん

城じ
ょ
う〔
成
都
の
美
称
〕
に

携た
ず
さう

 
（『
詩
稿
』
巻
三
「
即
事（27
）」）

で
あ
る
。
前
者
は
、
金
と
の
戦
い
に
参
加
す
る
機
会
を
失
っ
た
こ
と
を
意

味
し
、
後
者
は
、
幸
運
に
も
南
鄭
で
の
軍
事
的
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
は

で
き
た
が
、
金
に
対
抗
す
る
た
め
の
策
略
を
建
議
し
て
も
採
用
さ
れ
な

か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
陸
游
が
南
鄭
で
書
い
た
「
山

南
行（28
）」
詩
（『
詩
稿
』
巻
三
）
は
、
次
の
よ
う
に
詠
っ
て
い
る
。

国
家
四
紀
失
中
原 

国
家　

四し

紀き

〔
四
十
八
年
間
〕　

中
原
を
失

い

師
出
江
淮
未
易
呑 

師
〔
軍
隊
〕　

江こ
う

淮わ
い
〔
江
蘇
・
安
徽
の
一
帯
〕

よ
り
出い

だ
す
も　

未
だ
呑の

み
易や
す

か
ら
ず

会
看
金
鼓
従
天
下 

会か
な
らず
金き
ん

鼓こ

〔
銅
鑼
と
太
鼓
〕
の
天
よ
り
下く
だ

る

を
看み

ん
と
す
れ
ば

却
用
関
中
作
本
根 

却
っ
て
関か
ん

中ち
ゅ
う〔
函か
ん

谷こ
く

関か
ん

以
西
の
地
〕
を
用も
っ

て

本
根
〔
根
拠
地
〕
と
作な

せ

 

辛し
ん

棄き

疾し
つ

は
山
東
で
挙
兵
し
、
山
東
・
河
北
の
形
勢
を
熟
知
し
た
上
で
、

次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。

 

河
北
可
以
裂
天
下
、
山
東
可
以
趨
河
北
、
両
淮
可
以
窺
山
東
。

 

河
北
は
天
下
を
二
つ
に
分
断
す
る
こ
と
が
で
き
、
山
東
か
ら
は
河

北
に
お
も
む
く
こ
と
が
で
き
、
両
淮
か
ら
は
山
東
を
う
か
が
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。

 

（「
九
議
」
其
五
）

 

兵
出
撲
陽
、
則
山
東
可
指
日
而
定
、
山
東
已
定
、
則
河
北
可
伝
檄

而
下
、
河
北
已
下
、
則
燕
山
者
某
将
使
之
塞
南
門
而
守
。

 

撲
じ
ゅ
つ

陽よ
う
〔
江
蘇
省
〕
か
ら
出
兵
す
れ
ば
、
山
東
は
期
日
を
定
め
て

平
定
で
き
、
山
東
が
す
で
に
平
定
さ
れ
れ
ば
、
河
北
は
檄
文
を
伝
え

る
だ
け
で
降
伏
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
河
北
が
す
で
に
降
伏
す
れ

ば
、
燕え
ん

山ざ
ん
〔
北
京
。
金
の
都
〕
は
、
私
が
こ
れ
を
南
門
〔
宮
殿
の
南

の
正
門
〕
を
ふ
さ
い
で
防
御
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
し
て
み
せ
ま

し
ょ
う
〔
敵
の
都
ま
で
攻
め
上
っ
て
み
せ
ま
し
ょ
う
〕。

 

（「
九
議
」
其
六
）

 

陸
游
は
四
川
・
陝
西
の
国
境
防
衛
の
前
線
に
駐
在
し
、
南
鄭
の
一
帯
で

実
地
の
考
察
を
行
い
、
関
中
の
有
利
な
条
件
を
看
取
し
、
金
に
対
す
る
北

伐
を
行
う
に
は
、
ま
ず
長
安
〔
陝
西
省
西
安
〕
を
奪
取
し
、
関
中
を
拠
点

と
し
て
、
そ
こ
か
ら
中
原
を
平
定
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。『
宋
史
』

「
陸
游
伝
」
に
よ
れ
ば
、
陸
游
は
王
炎
の
た
め
に
次
の
よ
う
に
「
進
取
の

策
を
陳の

べ
」
た
と
い
う
。

 

以
為
経
略
中
原
、
必
自
長
安
始
。
取
長
安
、
必
自
隴
右
始
。
当
積
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粟
練
兵
、
有
釁
則
攻
、
無
則
守
。

 

思
う
に
、
中
原
を
攻
略
す
る
に
は
、
必
ず
長
安
か
ら
始
め
る
べ
き

で
す
。
長
安
を
攻
め
取
る
に
は
、
必
ず
隴ろ
う

右ゆ
う
〔
甘
粛
省
〕
か
ら
始
め

る
べ
き
で
す
。
食
糧
を
蓄
え
て
兵
士
を
訓
練
し
、
敵
に
す
き
が
あ
れ

ば
攻
め
、
な
け
れ
ば
守
る
の
で
す
。

 

し
か
し
、
王
炎
は
こ
れ
を
採
用
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
陸
游
は
、

画
策
雖
工
不
見
用 
画
策　

工た
く
みな
り
と
雖い
え
ども
用
い
ら
れ
ず

悲
咤
那
復
従
軍
楽 

悲ひ

咤た

す　

那な
ん

ぞ
従
軍
の
楽
し
み
を
復
せ
ん

 

（『
詩
稿
』
巻
三
十
八
「
三
山
に
門
を
杜と
ざ

し
て
歌
を
作
る
」
其
三
）

と
慨
嘆
し
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
自
身
も
、
前
線
か
ら
す
み
や
か
に
呼
び
戻

さ
れ
た
。
彼
は
命
令
を
受
け
た
時
に
、
沈
痛
な
思
い
を
込
め
て
、
次
の
よ

う
に
詠
っ
て
い
る
。

渭
水
函
関
元
不
遠 

渭い

水す
い　

函か
ん

関か
ん
〔
函
谷
関
〕　

元も
と

よ
り
遠
か
ら

ざ
る
に

著
鞭
無
日
涕
空
横 

著
ち
ゃ
く

鞭べ
ん
〔
出
兵
〕
す
る
に　

日　

無
く　

涕な
み
だ　

空む
な
し
く
横
た
わ
る

 
 
 
 （『

詩
稿
』
巻
三
「
嘉
川
鋪
に
て
檄
を
得
、
遂
に
行
き
、
中
夜　

小
柏
に
次や
ど

る（29
）」）

 

成
都
に
到
着
し
た
後
、
范は
ん

成せ
い

大だ
い
〔
陸
游
の
友
人
〕
が
朝
廷
に
帰
還
す
る

の
を
見
送
っ
た
時
に
も
、
陸
游
は
次
の
よ
う
に
詠
っ
て
い
る
。

公
帰
上
前
勉
画
策 

公
〔
范
成
大
を
さ
す
〕　

上
〔
皇
帝
〕
の
前

に
帰
ら
ば　

画
策
に
勉つ
と

め
よ

先
取
関
中
次
河
北 

先
に
関
中
を
取
り　

次
に
は
河
北

 

（『
詩
稿
』
巻
八
「
范
舎
人
の
朝
に
還か
え

る
を
送
る（30
）」）

 

そ
れ
ゆ
え
、
陸
游
の
悲
し
み
は
、
た
だ
単
に
南
鄭
を
離
れ
、
や
む
な
く

詩
人
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
そ
の
計
画
が
い
っ
こ
う

に
実
現
さ
れ
ず
、
南
鄭
の
一
帯
が
、

索
虜
尚
憑
三
輔
険 

索さ
く

虜り
ょ
〔
辮べ
ん

髪ぱ
つ

の
異
民
族
〕　

尚な

お
憑よ

る　

三さ
ん

輔ぽ

〔
都
の
付
近
の
地
〕
の
険

散
関
未
下
九
天
兵 

散
関
〔
大だ
い

散さ
ん

関か
ん

〕　

未
だ
下
さ
ず　

九
天
の

兵

 

（『
詩
稿
』
巻
七
「
睡ね
む

り
よ
り
起
く（31
）」）

と
い
う
具
合
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
の
で
あ
る
。

 
陸
游
の
七
言
絶
句
の
芸
術
的
成
就
は
、
彼
の
七
言
律
詩
に
は
及
ば
な
い

が
、
お
の
ず
と
そ
の
特
色
が
あ
り
、
お
し
な
べ
て
流
麗
自
然
に
書
か
れ
て

い
る
。
陳
衍
は
、

― 148 ―



愛知大学　言語と文化　No. 11

（ 52 ）

細雨　驢に騎りて　剣門に入る

（ 53 ）

 

剣
南
七
絶
、
宋
人
中
最
占
上
峰
。
此
首
又
其
最
上
峰
者
、
直
摩
唐

賢
之
塁
。

 

陸
游
の
七
言
絶
句
は
、
宋
人
の
中
で
最
高
峰
を
占
め
て
い
る
。
こ

の
一
首
（「
剣
門
の
道
中　

微
雨
に
遇
う
」
詩
）
は
、
さ
ら
に
そ
の

中
に
お
け
る
最
高
峰
で
あ
り
、
た
だ
ち
に
唐
の
賢
人
た
ち
の
名
作
に

迫
る
も
の
で
あ
る
。

 

（『
石
遺
室
詩
話
』
巻
二
十
七
）

と
す
ら
述
べ
て
い
る
。
実
際
に
は
、
陸
游
の
七
言
絶
句
は
決
し
て
「
宋
人

の
中
で
最
高
峰
を
占
め
る
」
も
の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
北
宋
の
王お
う

安あ
ん

石せ
き

や
南
宋
の
楊よ
う

万ば
ん

里り

の
七
言
絶
句
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
陸
游
の
七
言
絶
句
に

劣
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
、「
剣
門
の
道
中　

微
雨
に
遇
う
」
詩
も

ま
た
陸
游
の
七
言
絶
句
中
の
「
最
高
峰
」
で
は
な
く
、
陸
游
の
晩
年
の
少

な
か
ら
ぬ
七
言
絶
句
は
、
芸
術
的
に
よ
り
一
層
円
熟
し
た
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
当
然
、
陸
游
の
す
べ
て
の
詩
作
が
「
草
率
」
の
欠
点
を
有
す
る
こ

と
を
免
れ
な
い
の
と
同
様
に
、
彼
の
あ
る
種
の
七
言
絶
句
も
ま
た
、
楊
万

里
の
あ
る
種
の
七
言
絶
句
の
よ
う
に
軽
佻
浮
薄
に
流
れ
る
き
ら
い
が
あ

り
、趙
ち
ょ
う

翼よ
く
の
『
甌お
う

北ほ
く

詩し

話わ

』
巻
六
は
、す
で
に
こ
の
点
を
指
摘
し
て
い
る（32
）。

し
か
し
「
剣
門
の
道
中　

微
雨
に
遇
う
」
詩
に
は
決
し
て
そ
の
よ
う
な
欠

点
は
な
く
、
そ
の
深
遠
な
思
想
的
内
容
と
独
特
な
芸
術
的
表
現
と
に
よ
っ

て
、
長
期
に
わ
た
り
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 

一
つ
の
事
を
付
記
し
て
お
く（33
）。
一
九
二
七
年
に
蒋
し
ょ
う

介か
い

石せ
き
が
革
命
に
反
旗

を
翻
し
た
後
、
中
国
共
産
主
義
運
動
の
先
駆
者
の
一
人
で
あ
る
何か

叔し
ゅ
く

衡こ
う

は
、
党
の
決
定
に
よ
り
、
一
九
二
八
年
に
東
北
を
経
由
し
て
モ
ス
ク
ワ
へ

と
学
習
に
赴
い
た
。
出
発
の
前
に
、
何
叔
衡
は
陸
游
の
「
剣
門
の
道

中 

微
雨
に
遇
う
」
詩
を
下
敷
き
に
、
一
首
の
絶
句
を
作
っ
て
抱
負
を
述

べ
た
。身

上
征
衣
雑
酒
痕 

身
上
の
征
衣　

酒
痕
を
雑
え

遠
遊
無
処
不
消
魂 

遠
遊　

処
と
し
て
消
魂
せ
ざ
る
は
無
し

此
生
合
是
忘
家
客 

此
の
生　

合ま
さ

に
是
れ　

忘
家
の
客
な
る
べ
し

風
雨
登
輪
去
国
門 

風
雨　

輪
〔
汽
船
〕
に
登
り
て　

国
門
を
去

る

 

（『
革
命
烈
士
詩
抄
』〔
一
九
五
九
年
三
月
、
中
国
青
年
出
版
社
〕）

 

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
陸
游
の
こ
の
詩
の
深
遠
な
影
響
の
一
端
を
う
か
が

い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
著
者
原
注
〕

① 

陸
游
の
「
杭
頭
晩
興（34
）」

詩
の
其
一
（『
詩
稿
』
巻
十
三
）
は
、
次
の
よ
う
に
詠
う
。

山
色
蒼
寒
野
色
昏 

山
色　

蒼そ
う

寒か
ん　

野
色　

昏く
ら

し

下
程
初
閉
駅
亭
門 

 

下か

程て
い
〔
休
憩
〕　

初
め
て
閉
ざ
す　

駅
亭
〔
宿
場
駅
〕

の
門

不
須
更
把
澆
愁
酒 

須も
ち
い
ず　

更
に
愁
い
を
澆す
す

ぐ
の
酒
を
把と

る
を

行
尽
天
涯
慣
断
魂 

天
涯
を
行
き
尽
く
し
て　

魂
を
断
つ
に
慣
れ
た
り
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細雨　驢に騎りて　剣門に入る
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こ
こ
で
の
「
断
魂
」
は
、「
苦
痛
に
堪
え
な
い
」
の
意
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、「
遠
行
の
苦
痛
に
慣
れ
て
い
る
の
で
、
酒
を
借
り
て
憂
さ
晴
ら
し
を
す

る
必
要
が
な
い
」
と
詠
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

② 
陸
游
も
ま
た
、
自
分
が
ロ
バ
に
乗
っ
て
い
る
姿
が
絵
図
の
よ
う
で
あ
ろ
う
と
想
像

し
て
い
る
。「
自
詠
絶
句（35
）」（『

詩
稿
』
巻
六
十
一
）
の
其
三
は
、次
の
よ
う
に
詠
う
。

小
市
騎
驢
寒
日
裏 

小
市　

驢
に
騎
る　

寒
日
の
裏う
ち

任
教
人
作
画
図
看 

 

任
教
〔
ま
ま
よ
〕
人
を
し
て
画
図
を
作な

し
て
看み

し

め
ん

〔
訳
者
補
注
〕

（
1
） 

「
独
酌
有
懐
南
鄭
」／『
校
注
』第
三
冊
一
三
一
八
頁
。
淳
熙
十
二
年
秋
、山
陰
で
。

（
2
） 

「
鵝
湖
夜
坐
書
懐
」
／
『
校
注
』
第
二
冊
九
一
六
頁
。
淳
熙
六
年
九
月
、鉛
山
で
。

（
3
） 

「
投
梁
参
政
」
／
『
校
注
』
第
一
冊
一
三
五
頁
。
乾
道
六
年
閏
五
月
、
臨
安
で
。

（
4
） 

「
夜
読
唐
諸
人
詩
多
賦
烽
火
者
因
記
在
山
南
時
登
城
観
塞
上
伝
烽
追
賦
一
首
」
／

『
校
注
』
第
二
冊
六
二
七
頁
。
淳
熙
四
年
正
月
、
成
都
で
。

（
5
） 

「
憶
昔
」
／
『
校
注
』
第
五
冊
二
三
五
三
頁
。
慶
元
四
年
春
、
山
陰
で
。

（
6
） 

「
九
月
一
日
夜
読
詩
稿
有
感
走
筆
作
歌
」
／
『
校
注
』
第
四
冊
一
八
〇
二
頁
。
紹

熙
三
年
秋
、
山
陰
で
。

（
7
） 

「
十
月
二
十
六
日
夜
夢
行
南
鄭
道
中
既
覚
恍
然
攬
筆
作
此
詩
時
且
五
更
矣
」／『
校

注
』
第
三
冊
一
〇
九
二
頁
。
淳
熙
八
年
十
月
、
山
陰
で
。

（
8
） 

「
三
山
杜
門
作
歌
」
／
『
校
注
』
第
五
冊
二
四
五
六
頁
。
慶
元
四
年
冬
、山
陰
で
。

原
文
は
出
典
を
『
詩
稿
』
巻
三
の
「
自
興
元
赴
官
成
都
」
詩
と
す
る
が
、『
校
注
』

に
よ
り
改
め
る
。

（
9
） 

「
帰
次
漢
中
境
上
」
／
『
校
注
』
第
一
冊
二
五
五
頁
。
乾
道
八
年
十
月
、
閬
中
か

ら
南
鄭
に
帰
還
す
る
途
中
で
。

（
10
） 

「
思
帰
引
」
／
『
校
注
』
第
一
冊
二
六
六
頁
。
乾
道
八
年
十
一
月
、
益
昌
か
ら
剣

門
に
向
か
う
途
中
で
。

（
11
） 

「
剣
門
道
中
遇
微
雨
」
／
『
校
注
』
第
一
冊
二
六
九
頁
。
乾
道
八
年
十
一
月
、
南

鄭
か
ら
成
都
に
向
か
う
途
中
、
剣
門
関
で
。
な
お
こ
の
詩
は
、
銭
鍾
書
の
『
宋
詩

選
注
』
に
も
採
録
さ
れ
て
い
る
。

（
12
） 

「
夏
夜
大
酔
醒
後
有
感
」
／
『
校
注
』
第
二
冊
五
八
二
頁
。
淳
熙
三
年
四
月
、
成

都
で
。

（
13
） 

「
歳
暮
感
懐
」
／
『
校
注
』
第
二
冊
六
二
一
頁
。
淳
熙
三
年
冬
、
成
都
で
。

（
14
） 

「
飯
三
折
鋪
鋪
在
乱
山
中
」
／
『
校
注
』
第
一
冊
二
一
一
頁
。
乾
道
八
年
正
月
、

夔
州
を
離
れ
た
直
後
に
。

（
15
） 

「
嘉
川
鋪
遇
小
雨
景
物
尤
奇
」
／
『
校
注
』
第
一
冊
二
二
八
頁
。
乾
道
八
年
春
、

嘉
州
で
。

（
16
） 

「
初
離
興
元
」『
詩
稿
』
巻
三
／『
校
注
』
第
一
冊
二
五
七
頁
。
乾
道
八
年
十
一
月
、

南
鄭
を
離
れ
た
直
後
に
。

（
17
） 

「
長
木
晩
興
」
／
『
校
注
』
第
一
冊
二
六
一
頁
。
乾
道
八
年
十
一
月
、
南
鄭
か
ら

成
都
に
赴
く
途
中
で
。

（
18
） 

「
遠
遊
」
／
『
校
注
』
第
六
冊
二
九
三
四
頁
。
嘉
泰
元
年
冬
、
山
陰
で
。

（
19
） 

「
北
窓
哦
詩
因
賦
」
／
『
校
注
』
第
二
冊
九
〇
四
頁
。
淳
熙
六
年
八
月
、建
安
で
。

『
校
注
』
は
「
年
来
」
を
「
来
年
」
と
す
る
。

（
20
） 

『
宋
詩
紀
事
』
巻
五
に
潘
閬
の
七
言
絶
句
「
過
華
山
」
詩
が
あ
り
、
そ
の
注
に
、

「『
図
画
見
聞
録
』。
長
安
許
道
寧
嘗
画
『
潘
閬
倒
騎
驢
図
』」
と
あ
る
。

（
21
） 

魏
泰
の
『
東
軒
筆
録
』
巻
十
二
に
、「
王
荊
公
再
罷
政
、
以
使
相
判
金
陵
…
…
平

日
乗
一
驢
、
従
数
僮
、
遊
諸
山
寺
」
と
あ
る
。
ま
た
、『
王
荊
公
詩
注
』
巻
二
十
二

所
収
の
「
自
白
門
帰
望
定
林
有
寄
」
詩
の
「
蹇
驢
愁
石
路
」
と
い
う
句
の
李
壁
注

に
、「
公
在
閑
、
只
騎
驢
往
来
北
山
」
と
あ
る
。「
北
山
」
は
鍾
山
を
さ
す
。
ま
た

『
宣
和
画
譜
』
巻
七
に
よ
れ
ば
、
北
宋
の
画
家
李
公
麟
に
「
王
安
石
定
林
蕭
散
図
」

が
あ
る
と
い
う
。
定
林
は
、
鍾
山
に
あ
る
寺
院
の
名
。

（
22
） 

「
秋
夜
」
／
『
校
注
』
第
四
冊
二
一
七
六
頁
。
慶
元
元
年
秋
、
山
陰
で
。
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（
23
） 

「
作
夢
」
／
『
校
注
』
第
五
冊
二
二
八
七
頁
。
慶
元
二
年
冬
、
山
陰
で
。

（
24
） 

「
耕
罷
偶
書
」
／
『
校
注
』
第
五
冊
二
四
五
一
頁
。
慶
元
四
年
冬
、
山
陰
で
。

（
25
） 

「
巴
東
遇
小
雨
」
／
『
校
注
』
第
一
冊
一
七
一
頁
。
乾
道
六
年
十
月
、
入
蜀
の
途

中
、
巴
東
県
で
。

（
26
） 
「
自
興
元
赴
官
成
都
」
／
『
校
注
』
第
一
冊
二
五
八
頁
。
乾
道
八
年
十
一
月
、
南

鄭
を
離
れ
た
直
後
に
。『
校
注
』
は
「
剣
門
」
を
「
剣
南
」
と
す
る
。

（
27
） 

「
即
事
」
／
『
校
注
』
第
一
冊
二
七
五
頁
。
乾
道
八
年
十
一
月
、
綿
州
の
旅
の
途

中
で
。

（
28
） 

「
山
南
行
」
／
『
校
注
』
第
一
冊
二
三
二
頁
。
乾
道
八
年
三
月
、
南
鄭
で
。
こ
の

詩
も
、『
宋
詩
選
注
』
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。

（
29
） 

「
嘉
川
鋪
得
檄
遂
行
中
夜
次
小
柏
」
／
『
校
注
』
第
一
冊
二
五
四
頁
。
乾
道
八
年

十
月
、
閬
中
か
ら
南
鄭
に
帰
還
す
る
途
中
に
。

（
30
） 

「
送
范
舎
人
還
朝
」
／
『
校
注
』
第
二
冊
六
五
一
頁
。
淳
熙
四
年
六
月
、
眉
州
の

慈
姥
巖
で
。

（
31
） 

「
睡
起
」
／
『
校
注
』
第
二
冊
五
九
四
頁
。
淳
熙
三
年
五
月
、
成
都
で
。

（
32
） 

『
甌
北
詩
話
』
巻
六
に
、「
或
者
以
其
平
易
近
人
、疑
其
少
錬
」
と
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
は
趙
翼
自
身
の
見
解
で
は
な
い
。
趙
翼
は
こ
の
後
で
こ
う
し
た
見
解
に
反
駁

し
、
陸
游
の
詩
に
お
け
る
鍛
錬
と
凝
縮
の
あ
り
方
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

（
33
） 

以
下
の
部
分
は
あ
る
い
は
蛇
足
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
趙
氏
の
原
文

を
尊
重
す
る
意
味
で
、
そ
の
ま
ま
訳
出
し
た
。

（
34
） 

「
杭
頭
晩
興
」
／
『
校
注
』
第
三
冊
一
〇
二
六
頁
。
淳
熙
七
年
十
二
月
、
蜀
か
ら

東
に
帰
る
途
中
、
寿
昌
で
。

（
35
） 

「
自
詠
絶
句
」
／
『
校
注
』
第
六
冊
三
四
九
三
頁
。
開
禧
元
年
春
、山
陰
で
。『
校

注
』
は
「
騎
」
を
「
跨
」、「
看
」
を
「
伝
」
と
す
る
。
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