
翻
訳

宋
詩
に
お
け
る

「議
論
」
に
つ
い
て

斉
　
　
　
治
　
平

著

三
　
野
　
豊
　
浩

訳

○

本
稿
は
、
斉
治
平
氏

（
一
九
三
四
～
一
九
九
三
）
の
論
文

「
浅
談
宋
詩

的

『
議
論
』
」
の
翻
訳
で
あ
る
。
同
論
文
は
、
最
初
一
九
八
一
年
第
一
期

の

『
文
史
知
識
』
に
掲
載
さ
れ
、
同
氏
の
没
後
、
単
行
本

『
宋
詩
臆
説
』

（
一
九
九
三
年
一
一
月
 

北
京
大
学
出
版
社
）
の
巻
末
付
録
と
し
て
収
録

さ
れ
た
。
本
稿
は
、
『
宋
詩
臆
説
』
に
収
録
さ
れ
た
も
の
を
底
本
と
し
た
。

○

原
著
に
は
注
は
な
い
が
、
本
文
中
に
引
用
さ
れ
た
詩
歌
に
つ
い
て
、

詩
の
形
式
と

『
全
唐
詩
』
（
一
九
六
〇
年
四
月
 

中
華
書
局
）
及
び

『
全

宋
詩
』
（
一
九
九
一
年
七
月
～
一
九
九
八
年
一
二
月
 

北
京
大
学
出
版

社
）
に
お
け
る
巻
数
と
を
、
補
注
と
し
て
記
し
た
。

○

原
文
に
引
用
さ
れ
た
詩
歌
と

『
全
唐
詩
』
・
『
全
宋
詩
』
の
表
記
と
の

間
に
は
、
細
か
な
異
同
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
原
著
者

が
原
稿
を
執
筆
す
る
際
に
、
記
憶
に
頼
っ
て
詩
歌
を
引
用
し
た
た
め
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
翻
訳
に
あ
た
っ
て
は
な
る
べ
く
原
著
者
の
表

記
を
尊
重
し
た
が
、
誤
記
の
疑
い
の
あ
る
場
合
は
、
す
べ
て

『
全
唐

詩
』
・
『
全
宋
詩
』
の
表
記
に
従
っ
て
修
正
し
た
。
異
同
の
詳
細
に
つ
い

て
は
、
補
注
を
参
照
さ
れ
た
い
。

○

原
文
に
引
用
さ
れ
た
詩
歌
の
訓
読
に
あ
た
っ
て
は
、
旧
仮
名
遣
い
を

原
則
と
し
た
が
、
ル
ビ
に
関
し
て
は
新
仮
名
遣
い
と
し
た
。

「
議
論
」
と
い
う
も
の
が
、
こ
れ
ま
で
宋
詩
に
お
け
る
重
大
な
欠
点
と
見

な
さ
れ
て
来
た
。
「
議
論
」
の
方
式
に
つ
い
て
言
え
ば

「
文
を
以
て
詩
と
為

す

（
以
文
為
詩
）
」（

１
）で

あ
り
、
「
議
論
」
の
内
容
に
つ
い
て
言
え
ば

「
理
を
言

う

（
言
理
）
」
で
あ
る
。
宋
詩
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、
そ

れ
は
当
然
、
宋
代
に
理
学

・
禅
学
が
盛
行
し
た
こ
と
と
密
切
な
関
係
が
あ

る
。
こ
の
面
に
つ
い
て
は
、
宋
詩
を
評
論
し
た
多
く
の
文
章
が
す
で
に
分
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析
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
宋
詩

の

「
議
論
」
の
何
た
る
か
を
正
し
く
認
識
す
る
た
め
に
は
、
当
時
の
政
治

文
化
の
現
実
的
要
素
と
詩
歌
発
展
の
歴
史
的
要
素
と
を
、
決
し
て
軽
視
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

宋
代
の
社
会
矛
盾
は
終
始
、
比
較
的
長
期
間
で
大
規
模
な
緩
和
に
到
達

す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
朝
廷
の
内
部
に
も
こ
の
た
め
に
交
互
に
起
伏
す
る

派
閥
闘
争
が
存
在
し
て
い
た
。
ま
た
宋
代
の
文
人
た
ち
は
そ
の
多
く
が
中

下
層
の
出
身
で
あ
り
、
社
会
の
現
実
を
大
変
重
視
し
、
国
政
と
民
生
に
対

し
て
切
実
な
関
心
を
持
ち
、
往
往
に
し
て
政
治
闘
争
の
渦
中
に
巻
き
込
ま

れ
て
行
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
宋
代
の
文
学
、
主
に
散
文

・
詩
歌
及
び
一

部
の
詞
を
、
往
往
に
し
て
政
治
的
な
色
彩
を
有
す
る
も
の
と
し
た
。
同
時

に
、
各
地
に
お
け
る
書
院
の
建
立

・
講
学
の
盛
行

・
印
刷
の
発
達

・
書
籍

の
流
通
な
ど
に
よ
り
、
宋
代
の
文
人
は
い
ず
れ
も
学
識
が
比
較
的
該
博

で
、
深
遠
な
文
化
的
素
養
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
散
文

・
詩
歌
及

び
一
部
の
詞
は
、
時
事
を
論
じ
政
策
を
議
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
以
外

に
、
学
術
上
の
見
解
を
表
明
し
た
り
、
事
物
に
対
す
る
認
識
を
陳
述
す
る

こ
と
に
も
用
い
ら
れ
た
。
宋
代
の
多
く
の
散
文
家

・
詩
人

・
詞
人
は
、
同

時
に
政
治
家
あ
る
い
は
思
想
家

・
歴
史
家

・
経
学
家
、
時
に
は
軍
事
家
で

す
ら
あ
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
他
の
王
朝
の
時
代
に
は
決
し
て
多
く
は

見
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
宋
代
の
詩
歌
は
、
歐
陽
修
が
友
人
の
詩
歌
の
風
格
を
論
評
し

た

「
水
谷
の
夜
行
 

子
美
・
聖
兪
に
寄
す
」（

２
）か

ら
、
黄
庭
堅
が
前
王
朝
の
歴

史
上
の
事
件
を
論
述
し
た

「
磨
崖
碑
の
後
に
書
す
」（

３
）に

至
る
ま
で
、
蘇
舜

欽
が
時
弊
を
指
摘
し
た

「
感
興
」（

４
）

か
ら
、
陸
游
が
人
民
の
憂
患
を
陳
述
し

た

「
書
歎
」（

５
）に

至
る
ま
で
、
梅
堯
臣
が
後
輩
を
政
務
に
励
み
人
民
を
い
た

わ
る
よ
う
勉
励
し
た

「
王
介
甫
の
到
陵
に
知
た
る
を
送
る
」（

６
）か

ら
、
劉
克

莊
が
師
長

（
先
生
、
ま
た
は
目
上
の
人
）
が
道
義
を
拠
り
所
と
し
て
発
言

す
る
こ
と
を
賛
美
し
た

「
真
舎
人
の
江
西
に
帥
た
る
を
送
る
」
其
一（

７
）に

至

る
ま
で
、
王
安
石
が
勢
力
家
の
抑
制
を
要
求
し
た
「
兼
并
」（

８
）か

ら
、
文
天
祥

が
堅
固
な
気
節
を
表
現
し
た

「
正
気
の
歌
」（

９
）に

至
る
ま
で
、
蘇
軾
が
書
道

に
お
け
る
剛
と
柔
の
互
助
を
論
じ
た

「
子
由
の
論
書
に
和
す
」（
10
）か

ら
、
楊

萬
里
が
詩
歌
の
創
作
は
生
活
に
関
係
が
あ
る
こ
と
を
語
っ
た

「
横
山
を
下

り
灘
頭
に
て
金
華
山
を
望
む
」
其
二（
11
）に

至
る
ま
で
、
あ
る
も
の
は
滔
々
と

雄
弁
で
あ
り
、
あ
る
も
の
は
縷
々
と
叙
述
し
、
あ
る
も
の
は
慷
慨
し
て
言

葉
を
列
ね
、
あ
る
も
の
は
詳
細
に
分
析
を
行
い
、
い
ず
れ
も
異
な
る
程
度

に
お
い
て

「
議
論
」
の
傾
向
を
有
し
て
い
る
。
同
じ
く
唐
の
玄
宗
と
楊
貴

妃
の
故
事
を
詠
っ
て
も
、
唐
人
の
詩
で
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

如
何
四
紀
爲
天
子

如
何

い

か

ん

ぞ

四
紀

天
子
と
為な

り
て

不
及
盧
家
有
莫
愁

盧
家
の
莫
愁
有
る
だ
に
及
ば
ざ
る

（
李
商
隱

「
馬
嵬
」
）（
12
）

と
こ
ろ
が
、
宋
人
の
詩
で
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

當
日
更
有
軍
中
死

当
日
　
更さ

ら

に
軍
中
の
死
有
り
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自
是
君
王
不
動
心

　
自
ら

お
の
ず
か

是こ

れ
　
君
王
　
心
を
動
か
さ
ず

（
李
覯

「
長
恨
辞
を
読
む
」
）（
13
）

同
じ
く
清
ら
か
な
渓
流
を
詠
っ
て
も
、
唐
人
の
詩
で
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。隨

山
將
萬
轉

山
に
随
ひ

し
た
が

て
　
将ま

さ

に
万
転
せ
ん
と
し

趣
途
無
百
里

途
に
趣
き

お
も
む

て
は
　
百
里
も
無
し

聲
喧
亂
石
中

声
は
乱
石
の
中
に
喧
し

か
ま
び
す

き
も

色
靜
深
松
裏

色
は
深
松
の
裏う

ち

に
静
か
な
り

（
王
維

「
青
渓
」
）（
14
）

と
こ
ろ
が
、
宋
人
の
詩
で
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

流
到
前
溪
無
半
語

流
れ
て
前
渓
に
到
れ
ば
　
半
語
も
無
し

在
山
做
得
許
多
聲

山
に
在あ

り
て
は
　
許
多

あ

ま

た

の
声
を
做な

し
得
た
る

に
（
楊
萬
里

「
霊
鷲
禅
寺
に
宿
す
」
）（
15
）

同
じ
く
琴
を
詠
っ
て
も
、
唐
人
の
詩
で
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

置
琴
曲
几
上

琴
を
置
く
　
曲
几
の
上

慵
坐
但
含
情

慵
坐
し
て
　
但た

だ
情
を
含
む

何
須
故
揮
弄

何
ぞ
須も

ち

ひ
ん
　
故
に

こ
と
さ
ら

揮ふ
る

ひ
弄
ぶ

も
て
あ
そ

を

風
弦
自
有
聲

風
弦
　
自
ら

お
の
ず
か

声
有
り

（
白
居
易

「
琴
」
）（
16
）

と
こ
ろ
が
、
宋
人
の
詩
で
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

若
言
琴
上
有
琴
聲

若も

し

「
琴
上
に
琴
声
有
り
」
と
言
は
ば

放
在
匣
中
何
不
鳴

匣
中
に
在あ

ら
し
む
る
に
　
何
ぞ
鳴
ら
ざ
る

若
言
聲
在
指
頭
上

若も

し

「
声
は
指
頭
の
上
に
在あ

り
」
と
言
は
ば

何
不
於
君
指
上
聽

何
ぞ
君
の
指
上
に
於お

い

て
聴
か
れ
ざ
る

（
蘇
軾

「
琴
詩
」
）（
17
）

宋
人
は
総
じ
て
、
詩
に
よ
っ
て
政
治
的
な
見
解

・
諷
諭
の
意
図
あ
る
い

は
理
論
的
な
主
張
を
明
示
し
よ
う
と
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
陶
弼

の

「
兵
器
」（
18
）な

ど
は
、
あ
た
か
も
軍
隊
を
整
備
す
る
た
め
の
意
見
書
の
よ

う
で
あ
り
、
ま
た
徐
積
の

「
大
河
 

天
章
公
顧
子
敦
に
上
る

た
て
ま
つ

」（
19
）な

ど
は
、

あ
た
か
も
黄
河
の
治
水
に
関
す
る
陳
情
書
の
よ
う
で
あ
る
。
詩
人
た
ち
が

こ
の
よ
う
に
詩
を
書
い
た
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
認
識
に
端
を
発
す
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
詩
歌
は
社
会
や
政
治
に
対
し
て
自
分
の
意

見
を
発
表
す
る
た
め
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
理
論
的
な
検
討
を

し
、
思
想
上
の
見
解
を
反
映
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て

ま
た
、
物
事
を
直
截
簡
明
に
陳
述
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
、

と
い
う
認
識
で
あ
る
。

翻訳 　 宋詩における 「議論」 について
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わ
が
国
の
古
典
詩
歌
の
発
展
は
、
単
に
五

・
七
言
詩
に
つ
い
て
の
み
論

じ
る
な
ら
ば
、
魏
晋
南
北
朝

・
唐

・
宋
の
三
つ
の
段
階
を
経
て
い
る
。
魏

晋
南
北
朝
に
は
、
古
体
詩
の
基
礎
の
上
に
格
律
の
創
造
が
始
ま
り
、
唐
代

に
至
っ
て
格
律
は
完
備
さ
れ
て
今
体
詩
が
出
現
し
、
詩
歌
の
創
作
も
前
代

未
聞
の
高
潮
に
達
し
た
。
宋
人
は
唐
詩
の
輝
か
し
い
成
就
を
眼
前
に
し

て
、
そ
れ
を
継
承
し
た
上
で
ま
た
別
の
道
を
切
り
開
こ
う
と
努
力
し
、
新

し
い
面
貌
を
呈
示
し
た
。
中
唐
の
韓
愈
は

「
文
を
以
て
詩
と
為
す
」
こ
と

を
始
め
、
宋
代
に
至
っ
て

「
議
論
を
以
て
詩
と
為
す

（
以
議
論
為
詩
）
」
傾

向
の
中
で
、
詩
歌
の
散
文
化
を
更
に
推
し
進
め
た
。
こ
う
し
た
文
学
史
上

の
現
象
は
、
真
剣
な
研
究
に
値
す
る
。
『
詩
経
』
の
例
の
単
調
で
鈍
重
な
四

言
の
形
式
は
、
先
秦
散
文
の
勢
い
の
良
い
発
展
の
影
響
に
よ
り
、
詩
句
が

よ
り
長
く
な
り
、
変
化
に
富
ん
だ
騒
体

へ
と
発
展
し
た
。
ア
ヘ
ン
戦
争
以

後
、
資
産
階
級
の
改
良
運
動
の
政
治
的
必
要
に
応
じ
て
、
散
文
の
領
域
で

は
梁
啓
超
の
例
の
「
新
民
体
」
及
び
裘
廷
梁
等
の
口
語
文
提
唱
が
出
現
し
、

詩
歌
の
領
域
で
も
そ
れ
に
呼
応
し
て

「
我
が
手
も
て
我
が
口
を
写
す

（
我

手
写
我
口
）
」
（
黄
遵
憲
の
主
張
）
と
い
う

「
新
派
詩
」
が
出
現
し
た
。
そ

し
て
、
五
四
新
文
化
運
動
に
際
し
口
語
文
が
文
語
文
に
取
っ
て
代
わ
ろ
う

と
し
て
い
る
時
期
に
、
当
時
の
詩
壇
を
風
靡
し
た
の
は
、
五
七
言
の
格
律

を
打
破
し
た
自
由
体
の
新
詩
で
あ
っ
た
。

宋
代
は
ど
う
だ
ろ
う
か
？
 

都
市
経
済
の
空
前
の
繁
栄
、
市
民
階
層
の

更
な
る
拡
充
、
日
増
し
に
複
雑
化
す
る
社
会
の
矛
盾
と
闘
争
に
よ
っ
て
、

宋
代
は
長
い
封
建
社
会
の
中
の
一
つ
の
転
換
点
と
し
て
の
意
義
を
有
す
る

歴
史
的
段
階
と
な
っ
た
。
市
民
通
俗
文
学
は
こ
れ
よ
り
長
足
の
発
展
を
遂

げ
、
そ
れ
ま
で
主
流
を
占
め
て
い
た
正
統
文
学
は
、
こ
れ
よ
り
衰
退
に
向

か
う
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
段
階
に
あ
っ
て
、
詩
歌
も
ま
た
変
化
を
生
じ

ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
韓
愈
は

「
文
八
代
の
衰
を
起
こ
し

（
文
起
八

代
之
衰
）
」
、
散
文
を
駢
文
体
の
束
縛
か
ら
解
放
し
た
。
宋
人
は
こ
の
基
礎

の
上
に
、
更
に
散
文
を

「
字
面
が
温
順
で
、
平
易
流
暢
で
あ
る
」
と
い
う

方
向
に
沿
っ
て
発
展
さ
せ
た
。
散
文
の
こ
う
し
た
発
展
は
詩
歌
に
も
影
響

を
及
ぼ
し
、
こ
の
た
め
李
白
の
奔
放
不
覊

・
白
居
易
の
平
俗
流
麗

・
韓
愈

の
質
実
剛
健
は
、
い
ず
れ
も
宋
人
に
よ
っ
て
吸
収
さ
れ
、
こ
れ
に
総
合
と

応
用
を
加
え
、
詩
歌
を
内
容

・
形
式

・
言
語

・
手
法
の
各
方
面
に
お
い
て

い
ず
れ
も
一
歩
前
進
さ
せ
、
「
議
論
」
を
そ
の
特
徴
と
す
る
詩
文
合
流
の
趨

勢
を
形
成
し
た
。
そ
の
影
響
は
詞
に
す
ら
及
び
、
辛
棄
疾
は

「
文
を
以
て

詞
と
為
し

（
以
文
為
詞
）
」
、
経
史
子
集
を
取
り
混
ぜ
て
使
用
し
、
俗
語
や

硬
語
を
も
筆
端
に
駆
使
し
た
。
も
し
も
蘇
軾
の
後
で
江
西
詩
派
が
偏
っ
た

方
向
へ
と
進
み
、
辛
棄
疾
の
後
で
格
律
詞
派
が
も
と
来
た
道
へ
と
後
戻
り

さ
え
し
な
け
れ
ば
、
宋
代
は
必
ず
し
も
新
し
い
詩
体
を
生
み
出
せ
な
か
っ

た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
が
宋
詩
の

「
議
論
」
の
何
た
る
か
を

正
し
く
認
識
す
る
た
め
に
は
、
宋
代
の
政
治
文
化
の
現
実
的
な
要
素
を
考

慮
に
入
れ
、
詩
歌
を
含
む
宋
代
文
学
の
政
治
的
色
彩

・
理
論
的
色
彩
を
見

る
以
外
に
、
さ
ら
に
ま
た
詩
歌
の
体
裁
そ
れ
自
体
の
発
展
の
歴
史
的
要
素

を
考
慮
に
入
れ
、
宋
代
の
詩
人
の
解
放
精
神

・
創
造
精
神
を
見
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は

「
議
論
」
は
、
宋
詩
に
い
か
な
る
肯
定
に
値
す
る
特
色
を
与

え
た
の
だ
ろ
う
か
？
 

我
々
は
や
は
り

「
以
文
為
詩
」
と

「
言
理
」
と
い
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う
二
つ
の
面
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
文
を
以
て
詩
と
為
し
」
、
詩
の
中
で
議
論
を
発
す
る
こ
と
は
、
決
し
て

宋
代
に
始
ま
る
の
で
は
な
い
。
清
初
の
葉
燮
は

し
ょ
う
し
ょ
う

、
李
白

・
杜
甫
の
詩
の
中

に
す
で
に

「
文
に
似
た
る
の
句

（
似
文
之
句
）
」
と

「
議
論
」
が
あ
る
と
指

摘
し
、
加
え
て

『
詩
経
』
の
二
つ
の
雅

（
大
雅
と
小
雅
）
の
中
の

「
議
論
」

は
、
「
正
に
自
ら

お
の
ず
か

少
な
か
ら
ず

（
正
自
不
少
）
」
と
見
な
し
て
い
る
（
『
原
詩
』

外
篇
下
）（
20
）。

散
文
形
式
の
議
論
は
宋
詩
に
特
有
の
も
の
で
は
な
い
上
に
、

ま
た
全
く
見
る
べ
き
所
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
当
然
、

宋
詩
に
至
っ
て
は
じ
め
て
散
文
化

・
議
論
化
の
傾
向
が
形
成
さ
れ
た
の
で

あ
り
、
し
か
も
そ
れ
に
は
確
か
に
欠
点
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
は
全
面
的
で
具
体
的
な
分
析
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
文
を
以
て
詩
と
為
し
」
、
議
論
を
発
す
る
こ
と
は
、
ま
ず
第
一
に
散
文

の
様
式
を
採
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
定
程
度
に
お
い
て

詩
歌
の
声
律
美
を
損
な
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
場
合
が
そ
う
だ

と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
詩
と
文
を
き
っ
ぱ
り
と
区
別
す
る
べ
き
で
は
な

い
。
陳
子
昂
の

「
幽
州
台
に
登
る
歌
」（
21
）は

、
次
の
よ
う
に
詠
う
。

前
不
見
古
人

前
に
古
人
を
見
ず

後
不
見
來
者

後
に
来
者
を
見
ず

念
天
地
之
悠
悠

天
地
の
悠
悠
た
る
を
念お

も

ひ

獨
愴
然
而
涕
下

独ひ
と

り
　
愴
然
と
し
て
涕
下

な
み
だ

る

一
首
の
詩
の
ほ
と
ん
ど
が
虚
字
と
虚
詞
で
あ
り
、
議
論
を
発
し
て
い
る

か
ら
と
い
っ
て
、
決
し
て
そ
の
こ
と
が
、
こ
の
詩
が
千
古
の
絶
唱
で
あ
る

こ
と
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
は
い
な
い
。
ま
た
李
白
の

「
蜀
道
難
」（
22
）の

冒

頭
は
、
次
の
よ
う
に
詠
う
。

噫
吁
矣

噫
吁
矣

危
乎
高
哉

危
い

あ
や
う

か
な
　
高
い
か
な

蜀
道
之
難

蜀
道
の
難か

た

き
こ
と

難
於
上
青
天

青
天
に
上の

ぼ

る
よ
り
も
難か

た

し

中
間
は
ま
た
、
次
の
よ
う
に
詠
う
。

其
險
也
若
此

其そ

の
険
な
る
や
此か

く

の
若ご

と

し

嗟
爾
遠
道
之
人

嗟あ
あ

　
爾
遠

な
ん
じ

道
の
人

胡
爲
乎
來
哉

胡
為

な

ん

す

れ
ぞ
来き

た

れ
る
や

こ
の
よ
う
な
散
文
の
様
式
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
決
し
て
そ
の
こ
と
が
、

こ
の
詩
が
人
口
に
膾
炙
し
た
名
篇
で
あ
る
こ
と
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
は

い
な
い
。
文
学
作
品
の
価
値
を
決
定
す
る
鍵
は
、
思
想
感
情
及
び
こ
の
種

の
思
想
感
情
の
表
現
が
、
最
も
適
切
で
完
全
な
言
語
形
式
を
選
択
し
た
か

否
か
、
と
い
う
点
に
こ
そ
あ
る
。
表
現
の
必
要
の
た
め
に
、
散
文
と
詩
歌

の
間
で
は
、
ど
ち
ら
も
お
互
い
に
吸
収
し
合
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
多
く
の
優
秀
な
散
文
は
、
一
様
に
抑
揚
頓
挫
し
、
詩
情
と
画
趣
に
満
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ち
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
？
 

多
く
の
優
秀
な
詩
歌
は
、
一
様
に
伸
縮
自

在
で
、
縦
横
闊
達
な
筆
勢
を
備
え
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
？
 

宋
人
は
詩

と
文
の
境
界
を
突
破
す
る
こ
と
を
一
所
懸
命
に
追
求
し
た
が
、
そ
の
長
所

は
、
詩
歌
の
容
量
を
拡
大
し
、
こ
れ
を
自
由
な
筆
写
に
適
応
さ
せ
、
加
え

て
一
種
の
無
頓
着
で
ほ
し
い
ま
ま
な
強
情
さ
を
顕
現
し
た
点
に
こ
そ
あ

る
。
歐
陽
修
の

「
菱
渓
の
大
石
」（
23
）・

「
紫
石
屏
の
歌
」（
24
）、

蘇
軾
の

「
石
鼓
の

歌
」（
25
）・

「
石
蒼
舒
の
酔
墨
堂
」（26

）な
ど
の
詩
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
例
で
あ
る
。

ま
た
歐
陽
修
の

「
明
妃
の
曲
　
王
介
甫
の
作
に
和
す
」（
27
）の

冒
頭
は
、
次
の

よ
う
に
詠
う
。

胡
人
以
鞍
馬
爲
家

胡
人
　
鞍
馬
を
以も

つ

て
家
と
為な

し

射
獵
爲
俗

射
猟
を
俗
と
為な

す

泉
甘
草
美
無
常
處

泉
は
甘
く
　
草
は
美
に
し
て
　
常
処
無
し

鳥
驚
獸
駭
爭
馳
逐

鳥
は
驚
き
　
獣
は
駭
き

お
ど
ろ

て
　
争
ひ
て
馳
逐
す

「
再
び
明
妃
の
曲
に
和
す
」（
28
）の

中
間
も
、
次
の
よ
う
に
詠
う
。

雖
能
殺
畫
工

能よ

く
画
工
を
殺
す
と
雖
も

い
え
ど

於
事
竟
何
益

事
に
於お

い

て
　
竟つ

い

に
何
の
益
か
あ
ら
ん

耳
目
所
及
尚
如
此

耳
目
の
及
ぶ
所
　
尚な

ほ
此か

く

の
如ご

と

し

萬
里
安
能
制
夷
狄

万
里
　
安
ん

い
ず
く

ぞ
能よ

く
夷
狄
を
制
せ
ん

批
評
家
た
ち
は
、
散
文
の
様
式
に
よ
る
議
論
の
詩
で
あ
る
と
非
難
す
る

に
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
紛
れ
も
無
く
、
宋
人
の
特
色
を
代
表
す

る
素
晴
ら
し
い
詩
で
あ
る
。
ま
た
蘇
軾
の

「
高
郵
の
陳
直
躬
処
士
の
画
雁

二
首
」
其
一（
29
）の

冒
頭
は
、
次
の
よ
う
に
詠
う
。

野
雁
見
人
時

野
雁
　
人
を
見
る
時

未
起
意
先
改

未い
ま

だ
起た

た
ざ
る
に
　
意
　
先ま

づ
改
む

君
從
何
處
看

君
　
何
処

い
ず

こ

よ
り
か
看み

て

得
此
無
人
態

此こ

の
無
人
の
態
を
得
た
る
や

無
乃
槁
木
形

乃
ち

す
な
わ

槁
木
の
形
無
く

人
禽
兩
自
在

人
禽
　
両ふ

た

つ
な
が
ら
自
在
な
り

「
王
維

・
呉
道
子
の
画
」（
30
）の

末
尾
も
、
次
の
よ
う
に
詠
う
。

呉
生
雖
妙
絶

呉
生
　
妙
絶
な
り
と
雖
も

い
え
ど

猶
以
画
工
論

猶な

ほ
画
工
を
以も

つ

て
論
ず

摩
詰
得
之
於
象
外

摩
詰
　
之こ

れ

を
象
外
に
得

有
如
仙
喬
謝
籠
樊

仙
喬
の
籠
樊
を
謝
す
る
が
如ご

と

き
有
り

吾
觀
二
子
皆
神
俊

吾わ

れ
二
子
を
観み

る
に
　
皆み

な

神
俊
な
る
も

又
於
維
也
斂
袵
無
間
言

又ま

た
維
也
に
於お

い

て
　
袵え

り

を
斂お

さ

め
て
間
言

す
る
無
し

批
評
家
た
ち
は
同
様
に
、
散
文
の
様
式
に
よ
る
議
論
の
詩
で
あ
る
と
非

難
す
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
同
様
に
、
紛
れ
も
無
く
宋
人
の

愛知大学   言語と文化   No. 5

― 155 ―
（ 6 ）



特
色
を
代
表
す
る
素
晴
ら
し
い
詩
で
あ
る
。
当
然
、
詩
歌
に
森
羅
万
象
を

包
括
さ
せ
、
何
一
つ
遺
漏
が
な
い
よ
う
に
さ
せ
よ
う
と
す
る
た
め
に
、
場

合
に
よ
っ
て
は
意
境
が
卑
俗
で
、
内
容
が
浅
薄
で
、
詩
句
が
凡
庸
な
も
の

に
な
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
歐
陽
修
の
「
留
題
南
楼
二
絶
」
其

一（
31
）で

あ
る
。

偸
得
青
州
一
歳
閒

偸ぬ
す

み
得
た
り
　
青
州
　
一
歳
の
閑

四
時
終
日
面
孱
顔

四
時
　
終
日
　
孱
顔

せ
ん
が
ん

に
面
す

須
知
我
是
愛
山
者

須
ら

す
べ
か

く
知
る
べ
し
　
我
は
是こ

れ
山
を
愛
す
る

者
な
る
を

無
一
詩
中
不
説
山

一
詩
の
中
と
し
て
　
山
を
説と

か
ざ
る
は
無
し

ま
た
、
梅
堯
臣
の

「
躾
に
諭さ

と

す
」（
32
）で

あ
る
。

翩
翩
沙
上
躾

翩
翩
た
る
沙
上
の
躾

安
用
避
漁
舟

安
ん

い
ず
く

ぞ
漁
舟
を
避
く
る
を
用も

ち

ひ
ん

漁
人
在
漁
利

漁
人
　
漁
利
に
在あ

り

何
異
爾
所
求

何
ぞ
爾
の

な
ん
じ

求
む
る
所
と
異こ

と

な
ら
ん

こ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
た
散
文
化

・
議
論
化
に
は
、
あ
ま
り
見
る
べ
き

点
が
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
病
根
は
決
し
て
散
文
化

・
議
論
化
そ
れ
自

体
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

「
文
を
以
て
詩
と
為
し
」
、
議
論
を
発
す
る
こ
と
は
、
第
二
に
直
叙
の
方

式
を
採
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
定
程
度
に
お
い
て
詩
歌

の
味
わ
い
を
損
な
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
や
は
り
す
べ
て
の
場
合
が
そ
う

だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
詩
歌
の
表
現
技
法
を
画
一
化
す
る
べ
き
で
は

な
い
。
山
道
を
め
ぐ
り
歩
く
よ
う
に
紆
余
曲
折
が
あ
る
の
と
、
滝
が
流
れ

落
ち
る
よ
う
に
一
瀉
千
里
に
流
れ
て
行
く
の
と
は
、
ど
ち
ら
も
そ
れ
ぞ
れ

の
妙
味
に
到
達
で
き
る
の
で
あ
り
、
ど
う
し
て
た
だ
婉
曲
で
含
蓄
が
あ
る

も
の
だ
け
を
良
し
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
？

『
詩
経
』
は
儒
家
に
よ

っ
て

「
怨
ん
で
怒
ら
ず

（
怨
而
不
怒
）
」
の
お
手
本
と
し
て
奉
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
の
中
で
も
た
と
え
ば

取
彼
譖
人

彼か

の
譖
人
を
取
り
て

投
綢
豺
虎

豺
虎
に
投
げ
綢

へ
ん

豺
虎
不
食

豺
虎
　
食く

ら

は
ず
ん
ば

投
綢
有
北

有
北
に
投
げ
綢

へ
ん

有
北
不
受

有
北
　
受
け
ず
ん
ば

投
綢
有
昊

有
昊
に
投
げ
綢

へ
ん

（
『
詩
経
』
小
雅
節
南
山
の
什

「
巷
伯
」
）

な
ど
は
、
決
し
て

「
温
厚
柔
和
」
で
は
な
い
。
杜
甫
の

「
京
よ
り
奉
先
県

に
赴
く
詠
懐
五
百
字
」（
33
）や

「
北
征
」（
34
）な

ど
の
詩
は
、
や
は
り

「
一
気
呵
成
」

に
書
か
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
？
 

心
情
を
秘
蔵
す
る
に
せ
よ
明
示
す

る
に
せ
よ
、
同
様
に
的
確
に
思
想
感
情
を
表
現
す
る
こ
と
を
準
則
と
し
て
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い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
唐
代
の
金
昌
緒
の

「
春
怨
」
詩（
35
）は

、
次
の

よ
う
に
詠
う
。

打
起
黄
鶯
兒

黄
鴬
児
を
打
起
し
て

莫
教
枝
上
啼

枝
上
に
啼な

か
し
む
る
こ
と
莫な

か

れ

啼
時
驚
妾
夢

啼な

く
時
　
妾
が

し
ょ
う

夢
を
驚
か
し
て

不
得
到
遼
西

遼
西
に
到い

た

る
を
得
ざ
ら
し
む

詩
中
で
は
、
春
の
鳥
が
鳴
く
こ
と
に
よ
っ
て
妻
が
遠
征
中
の
夫
を
慕
う

気
持
ち
を
表
現
し
、
四
句
が
四
重
に
転
折
し
、
気
持
ち
を
包
み
隠
し
て
表

面
に
出
さ
ず
、
実
に
汲
め
ど
も
尽
き
せ
ぬ
味
わ
い
が
あ
る
。
歐
陽
修
の

「
画
眉
鳥
」（36

）詩
は
こ
れ
に
類
し
、
春
の
鳥
が
鳴
く
こ
と
を
通
じ
て
、
自
由
な

生
活
に
対
す
る
あ
こ
が
れ
を
表
現
し
て
い
る
。

百
囀
千
聲
隨
意
移

百
囀
　
千
声
　
随
意
に
移
る

山
花
紅
紫
樹
高
低

山
花
は
紅
紫
　
樹
は
高
低

始
知
鎖
向
金
籠
聽

始
め
て
知
る
　
鎖と

ざ

さ
れ
て
金
籠
に
向
ひ
て
聴

く
は

不
及
林
間
自
在
啼

林
間
に
自
在
に
啼な

く
に
及
ば
ざ
る
を

し
か
し
宋
詩
の
常
と
し
て
、
歐
陽
修
は
二
句
の
描
写
の
後
に
二
句
の
議

論
を
続
け
、
内
心
の
感
慨
と
思
想
的
な
認
識
と
を
同
時
に
表
現
し
て
い

る
。
た
だ
し
こ
う
し
た
直
叙
は
、
「
金
籠
」
と

「
林
間
」
と
に
よ
っ
て
形
象

の
対
比
を
な
す
こ
と
で
、
「
自
在
」
の
主
題
を
突
出
さ
せ
て
追
求
し
て
お

り
、
や
は
り
汲
め
ど
も
尽
き
せ
ぬ
味
わ
い
を
備
え
て
い
る
。

ま
た
唐
代
の
王
之
渙
の

「
鸛
雀
楼
に
登
る
」
詩（
37
）は

、
登
高
の
際
に
見
た

情
景
を
次
の
よ
う
に
詠
っ
て
い
る
。

白
日
依
山
盡

白
日
　
山
に
依よ

り
て
尽
き

黄
河
入
海
流

黄
河
　
海
に
入い

り
て
流
る

欲
窮
千
里
目

千
里
の
目
を
窮き

わ

め
ん
と
欲ほ

つ

し

更
上
一
層
樓

更
に
上
る
　
一
層
の
楼

西
を
眺
め
れ
ば
山
に
沈
む
落
日
が
あ
り
、
東
を
眺
め
れ
ば
海
に
連
な
る

黄
河
が
あ
る
。
そ
の
境
地
は
深
遠
で
、
気
象
は
闊
達
で
あ
る
。
し
か
し

「
更
に
一
層
の
楼
を
上
り
」
千
里
の
彼
方
を
眺
め
渡
す
こ
と
は
、
実
際
に
は

書
か
れ
て
お
ら
ず
、
読
者
が
自
分
で
玩
味
し
会
得
す
る
こ
と
に
委
ね
ら
れ

て
い
る
。
王
安
右
の

「
飛
来
峰
に
登
る
」
詩（
38
）は

こ
れ
に
類
し
、
や
は
り
高

い
所
に
登
っ
て
遠
く
を
眺
め
る
情
景
を
詠
っ
て
い
る
。

飛
來
峰
上
千
尋
塔

飛
来
峰
上
　
千
尋
の
塔

聞
説
鷄
鳴
見
日
昇

聞
説

き

く

な

ら
く
　
鶏
鳴
に
日
昇
を
見
る
と

不
畏
浮
雲
遮
望
眼

浮
雲
の
望
眼
を
遮
る

さ
え
ぎ

を
畏お

そ

れ
ざ
る
は

只
縁
身
在
最
高
層

只た

だ
身
の
最
高
層
に
在あ

る
に
縁よ

る

宋
詩
の
常
と
し
て
、
王
安
石
は
同
様
に
二
句
の
情
景
描
写
の
後
に
二
句
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の
議
論
を
続
け
、
高
所
か
ら
下
界
を
眺
め
渡
し
、
障
害
を
排
除
す
る
と
い

う
正
面
切
っ
て
の
見
解
を
提
示
し
、
彼
の
政
治
家
と
し
て
の
気
概
を
投
影

し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
王
之
渙
の
詩
が
単
に
高
所
か
ら
の
眺
望
を
描
写

し
て
い
る
の
に
比
べ
れ
ば
、
や
は
り
一
歩
を
進
め
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
こ
う
し
た
見
解
の
明
確
な
提
示
は
、
や
は
り
登
高
の
描
写
と
結
び

付
き
、
「
浮
雲
」
・
「
望
遠
」
を
比
喩
と
し
て
お
り
、
同
様
に
汲
め
ど
も
尽
き

せ
ぬ
味
わ
い
を
備
え
て
い
る
。
本
来
、
秘
蔵
と
明
示
は
表
裏
一
体
の
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
が
文
で
あ
れ
詩
で
あ
れ
、
す
べ
て
こ
の
通
り
で
あ
る
。
劉

枋
は
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

隱
也
者
、
文
外
之
重
旨
者
也
。
秀
也
者
、
篇
中
之
獨
抜
者
也
。
隱
以

複
意
爲
工
、
秀
以
卓
絶
爲
巧
。

隠
な
る
者
は
、
文
外
の
重
旨
な
る
者
な
り
。
秀
な
る
者
は
、
篇
中
の

独
抜
な
る
者
な
り
。
隠
は
複
意
を
以
て
工
と
為
し
、
秀
は
卓
絶
を
以

て
巧
と
為
す
。
（
『
文
心
彫
龍
』
隠
秀
）（
39
）

つ
ま
り
、
「
隠
」
・
「
秀
」
の
二
者
を
一
つ
に
関
係
づ
け
て
認
識
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
一
般
に
秘
蔵
の
方
式
は
、
多
く
の
場
合
比
喩
に
託
し
て
表
現

す
る
比
興
の
手
法
を
用
い
、
明
示
の
方
式
は
、
多
く
の
場
合
言
葉
を
並
べ

て
直
叙
す
る
賦
の
手
法
を
用
い
る
。
し
か
し
賦

・
比

・
興
の
三
者
は
、
は

っ
き
り
と
は
区
別
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
鍾
偬
は

『
詩
品
』
序
の
中
で
、

比
興
の
手
法
だ
け
を
用
い
る
こ
と
と
賦
の
手
法
だ
け
を
用
い
る
こ
と
の
流

弊
を
指
摘
し
、

宏
斯
三
義
、
酌
而
用
之
。

斯こ

の
三
義
を
宏ひ

ろ

め
、
酌く

み
て
之こ

れ

を
用
ゐ
よ
。

と
主
張
し
て
い
る（
40
）。

前
掲
の
歐
陽
修
・
王
安
石
の
詩
は
、
賦
が
比
興
を
兼

ね
、
「
酌
み
て
之
を
用
ゐ
る
」
も
の
な
の
で
あ
り
、
婉
曲
で
含
蓄
が
あ
る
と

い
う
統
一
規
格
の
み
を
、
そ
れ
ら
に
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ

る
。今

度
は

「
言
理
」
の
面
か
ら
説
く
な
ら
ば
、
や
は
り

「
文
は
理
を
言
い
、

詩
は
情
を
言
う
」
と
い
っ
た
相
互
不
干
渉
の
機
械
的
な
区
分
を
打
破
し
、

ま
た

「
唐
詩
は
情
を
言
い
、
宋
詩
は
理
を
言
う
」
と
い
っ
た
片
方
を
持
ち

上
げ
片
方
を
抑
え
る
絶
対
化
の
評
論
を
覆
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

無
論
、
詩
と
文
、
情
と
理
は
、
い
ず
れ
も
分
割
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

「
情
を
言
う
こ
と
は
形
象
に
よ
る
思
惟
で
あ
り
、
詩
の
中
で
用
い
る
も
の
で

あ
る
。
一
方
、
理
を
言
う
こ
と
は
論
理
に
よ
る
思
惟
で
あ
り
、
文
の
中
で

用
い
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
実
際
は
必
ず

し
も
そ
の
通
り
で
は
な
い
。
文
体
の
性
能

・
特
徴
は
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま

ず
措
い
て
お
き
、
た
だ
形
象
に
よ
る
思
惟
に
つ
い
て
の
み
語
る
こ
と
に
す

る
。
形
象
に
よ
る
思
惟
と
論
理
に
よ
る
思
惟
と
は
、
本
来
互
い
に
補
い
合

っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
互
い
に
排
斥
し
あ
う
も
の
で
は
な
い
。
形

翻訳 　 宋詩における 「議論」 について

― 152 ―
（ 9 ）



象
に
よ
る
思
惟
は
も
と
よ
り
、
科
学
的
な
概
念

・
判
断

・
推
理
の
方
式
に

よ
っ
て
客
観
的
な
事
物
を
反
映
す
る
論
理
に
よ
る
思
惟
と
は
、
少
し
く
異

な
る
。
そ
れ
は
、
現
実
の
生
活
の
現
象
に
も
と
づ
い
て
芸
術
の
概
括

・
虚

構
化
を
進
め
、
認
識
の
意
義
と
美
的
価
値
と
を
備
え
た
、
具
体
的
で
感
動

的
な
生
き
生
き
し
た
形
象
を
創
造
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

文
学
者

・
芸
術
家
と
し
て
の
客
観
的
な
事
物
に
対
す
る
主
観
的
な
認
識
に

は
、
理
念
的
な
活
動
が
伴
わ
な
い
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
さ
も
な
く
ば
、

一
体
ど
う
や
っ
て
題
材
の
選
択
と
主
題
の
精
錬
を
説
明
で
き
よ
う
か
？ 

そ
れ
が
一
種
の
認
識
で
あ
る
以
上
、
当
然
そ
れ
は
一
般
の
認
識
規
律
に
合

致
し
、
感
性
の
段
階
か
ら
理
性
の
段
階
に
至
る
完
全
な
過
程
を
有
し
て
い

る
は
ず
で
あ
る
。
過
去
の
批
評
家
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
唐
詩
の
情
」
は
、
理

を
完
全
に
取
り
除
い
て
し
ま
い
、
あ
た
か
も
唐
人
の
創
作
は
、
た
だ
一
瞬

の
朦
朧
と
し
た
印
象
と
表
面
的
な
感
覚
に
よ
っ
て
の
み
な
さ
れ
て
い
る
か

の
よ
う
で
あ
る
。
言
う
と
こ
ろ
の

「
宋
詩
の
理
」
は
、
情
を
完
全
に
取
り

除
い
て
し
ま
い
、
あ
た
か
も
宋
人
の
創
作
は
、
た
だ
沈
思
黙
考
の
論
理
的

な
推
理
と
抽
象
的
な
論
証
に
よ
っ
て
の
み
な
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ

る
。
こ
れ
は
一
種
の
誤
解
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
一
種
の
偏
見
で
あ
る
。

唐
詩
は
ひ
と
ま
ず
措
い
て
お
き
、
こ
こ
で
は
試
し
に
二
首
の
宋
詩
を
見
て

み
よ
う
。
ま
ず
一
首
は
、
張
兪
の

「
蚕
婦
」（
41
）で

あ
る
。

昨
日
入
城
郭

昨
日
　
城
郭
に
入
り

歸
來
涙
滿
巾

帰
り
来き

た

れ
ば
　
涙
　
巾
に
満み

つ

遍
身
羅
綺
者

遍
身
　
羅
綺
の
者

不
是
養
蠶
人

是こ

れ
養
蚕
の
人
な
ら
ず

も
う
一
首
は
、
梅
堯
臣
の

「
陶
者
」（
42
）で

あ
る
。

陶
盡
門
前
土

陶や

き
尽
く
す
　
門
前
の
土

屋
上
無
片
瓦

屋
上
　
片
瓦
無
し

十
指
不
霑
泥

十
指
　
泥
に
霑ぬ

ら
さ
ず
し
て

鱗
鱗
居
大
厦

鱗
鱗
　
大
厦
に
居お

る
も
の
あ
る
に

二
首
の
詩
に
共
通
の
特
徴
は
、
叙
述
あ
り
議
論
あ
り
で
、
「
性
情
を
吟
詠

す
る
」
こ
と
を
主
体
と
せ
ず
、
ま
た
い
わ
ゆ
る

「
淵
涵
渟
伐
」
（
深
遠
で
含

蓄
が
あ
る
）
な
所
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
町
に
入
っ
て
の
見
聞
と
、
製
陶
を
生
業
と
す
る
者
の
苦
労
を
叙
述
す

る
こ
と
、
こ
れ
は

「
事
」
で
あ
る
。
養
蚕
を
せ
ず
に
綺
麗
な
着
物
を
着
て

お
り
、
製
陶
を
せ
ず
に
大
き
な
屋
敷
に
住
ん
で
い
る
こ
と
に
つ
い
て
議
論

す
る
こ
と
、
こ
れ
は

「
理
」
で
あ
る
。
叙
述

・
議
論
の
中
で
、
一
生
懸
命

に
働
く
者
が
利
益
を
得
ら
れ
な
い
の
を
悲
し
み
、
安
逸
な
生
活
を
送
る
者

が
苦
労
せ
ず
に
労
働
の
成
果
を
享
受
す
る
の
を
憤
る
こ
と
、
こ
れ
は

「
情
」

で
あ
る
。
三
者
が
結
び
付
き
、
ち
ょ
う
ど
葉
燮
が

当
乎
理
、
確
乎
事
、
酌
乎
情
。

理
に
当
た
り
、
事
に
確
か
に
、
情
に
酌く

む
。
（
『
原
詩
』
内
篇
下
）（
43
）
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と
言
っ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
し
か
も
対
比
は
強
烈
で
形
象
は
鮮
明
で
あ

り
、
生
活
の
現
象
を
通
じ
て
社
会
の
本
質
に
触
れ
及
び
、
客
観
的
な
描
写

を
通
じ
て
主
観
的
な
愛
憎
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
詩
が
、
理
の

み
が
あ
っ
て
情
が
な
く
、
良
い
詩
に
は
数
え
ら
れ
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う

か
？当

然
、
た
だ
単
に
情
と
理
は
不
可
分
で
あ
る
と
指
摘
す
る
だ
け
で
は
不

十
分
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
理
な
の
か
を
見
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
道
学
者
の

「
性
理
」
や
仏
門
の

「
禅
理
」
は
、
お
の
ず
と
情
と

は
結
び
付
き
難
く
、
良
い
詩
を
生
み
出
し
難
い
。
た
と
え
ば
曹
燎
の

「
楊

柳
」
詩（
44
）は

、
次
の
よ
う
に
詠
う
。

自
從
初
學
宮
腰
舞

初
め
て
宮
腰
の
舞
を
学
び
て
よ
り

直
至
飃
綿
不
老
成

直た
だ

ち
に
綿
を
飃
す

ひ
る
が
え

に
至
る
も
　
老
成
せ
ず

こ
の
詩
が
表
現
し
て
い
る
の
は
、
性
格
が
頑
迷
で
頭
が
固
い
道
学
先
生

が
鼓
吹
す
る
、
儒
家
礼
教
の
理
で
あ
る
。
曽
鞏
の
「
柳
を
詠
ず
」
詩（45

）は
、
そ

う
で
は
な
い
。
曽
鞏
の
詩
は
、
次
の
よ
う
に
詠
う
。

亂
條
猶
未
変
初
黄

乱
条
　
猶な

ほ
未い

ま

だ
初
黄
に
変
ぜ
ず

倚
得
東
風
勢
便
狂

東
風
に
倚よ

り
得
て
　
勢
ひ
便
ち

す
な
わ

狂
す

解
把
飛
花
蒙
日
月

飛
花
を
把と

り
て
日
月
を
蒙お

お

ふ
を
解
す
る
も

不
知
天
地
有
清
霜

天
地
に
清
霜
有
る
を
知
ら
ず

こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く

「
議
論
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
唐
人
賀
知
章
の

あ
の

「
柳
を
詠
ず
」
詩（
46
）が

、
表
現
は
委
曲
を
尽
く
し
、
情
緒
は
纏
綿
と
し

て
い
る
の
に
は
似
て
い
な
い
。

碧
玉
妝
成
一
樹
高

碧
玉
の
妝
成
り
て
　
一
樹
高
し

萬
條
垂
下
緑
絲
廣

万
条
　
垂
下
す
　
緑
糸
の
廣

不
知
細
葉
誰
裁
出

知
ら
ず
　
細
葉
　
誰
か
裁
出
せ
る

二
月
春
風
似
剪
刀

二
月
の
春
風
　
剪
刀
に
似
た
り

し
か
し
曽
鞏
の
詩
の
特
色
は
、
た
だ
単
に
人
に
玩
味
さ
せ
る
の
み
な
ら

ず
、
し
か
も
人
を
啓
発
し
、
情
と
理
と
を
兼
ね
備
え
て
い
る
点
に
こ
そ
あ

る
。
こ
の
理
は
ま
た
封
建
礼
教
の
理
と
も
異
な
り
、
一
般
社
会
の
生
活
の

中
で
、
「
小
人
が
意
を
得
て
暴
虐
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
も
、
決
し
て
歴
史

の
審
判
を
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
、
普
遍
的
な
規
律
を
概
括

す
る
所
の
理
で
あ
る
。
宋
詩
の
中
で
曽
鞏
の

「
柳
を
詠
ず
」
に
類
す
る
の

は

「
物
に
託
し
て
理
を
寓
す

（
託
物
寓
理
）
」
で
あ
り
、
「
詠
史
」
の
方
面

で
は
す
な
わ
ち

「
事
に
就つ

い
て
理
を
論
ず

（
就
事
論
理
）
」
で
あ
る
。
唐
人

張
謂
の

「
後
漢
逸
人
伝
を
読
む
」
詩（
47
）は

、
次
の
よ
う
に
詠
う
。

子
陵
没
已
久

子
陵
　
没
し
て
已す

で

に
久
し
き
も

讀
史
思
其
賢

史
を
読
み
て
は
　
其そ

の
賢
を
思
ふ

（
中
略
）

（
中
略
）

名
位
苟
無
心

名
位
　
苟い

や

し
く
も
心
に
無
く
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對
君
猶
可
眠

君
に
対
し
て
　
猶な

ほ
眠
る
べ
し

こ
れ
は
、
単
に
事
実
に
基
づ
い
て
事
実
を
論
じ
、
伝
統
的
な
見
解
に
依

拠
し
て
、
厳
子
陵
が
名
利
を
卑
し
ん
で
放
棄
し
た
高
潔
な
志
操
を
賛
美
し

て
い
る
と
い
う
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
楊
萬

里
の
「
厳
子
陵
伝
を
読
む
」
詩（48

）は
、
次
の
よ
う
に
原
典
を
翻
案
し
て
い
る
。

客
星
何
補
漢
中
興

客
星
　
何
ぞ
漢
の
中
興
を
補
は
ん

空
有
清
風
冷
似
冰

空む
な

し
く
清
風
の
冷
た
き
こ
と
氷
に
似
た
る
有

り

早
遣
阿
瞞
移
漢
鼎

早
く
に
阿
瞞

あ

ま

ん

を
し
て
漢
鼎
を
移
さ
し
む
れ
ば

人
間
何
處
有
嚴
陵

人
間

じ
ん
か
ん

何
処

い

ず

こ

に
か
厳
陵
有
ら
ん

北
宋
が
金
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
、
南
宋
が
今
な
お
侵
略
と
圧
迫
を
蒙
っ

て
い
る
時
期
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
時
事
を
忘
却
し
、
国
家
を
危
急
存
亡
の

淵
に
置
い
て
顧
り
み
な
い
よ
う
な
者
は
、
す
な
わ
ち
心
神
喪
失
の
精
神
病

者
で
あ
り
、
ま
た
歴
史
の
罪
人
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
楊
萬
里
は
厳
子
陵
の

故
事
を
借
り
、
旧
説
を
覆
し
て
、
こ
の
種
の
「
空
し
く
清
風
を
有
す
る
」
人

物
に
対
す
る
譴
責
を
提
示
し
、
彼
の
愛
国
主
義
の
思
想
を
表
現
し
た
の
で

あ
る
。
詩
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
の
理
は
、
当
然
大
変
意
義
あ
る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
宋
詩
の

「
言
理
」
を
一
見
し
て
す
ぐ
に
頭
を
横

に
振

っ
て
は
な
ら
ず
、
そ
れ
が

「
言
」

っ
て
い
る
の
は
一
体
い
か
な
る

「
理
」
な
の
か
を
、
具
体
的
に
分
析
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。し

か
し
、
た
と
え
ば
王
安
石
の

「
商
鞅
」（
49
）の

よ
う
な
詠
史
詩
の
場
合
で

あ
る
。自

古
驅
民
在
信
誠

　
古
よ

い
に
し
え

り
　
民た

み

を
駆か

る
は
信
誠
に
在
あ

り

一
言
爲
重
百
金
輕

一
言
を
重
し
と
為な

し
　
百
金
は
軽
し

今
人
未
可
非
商
鞅

今
人
　
未い

ま

だ
商
鞅
を
非
と
す
べ
か
ら
ず

商
鞅
能
令
政
必
行

商
鞅
　
能よ

く
政
を
し
て
必
ず
行
な
は
れ
し
め

た
り

こ
の
詩
は
王
安
石
の
、
政
治
の
上
で
は
法
治
を
尊
重
す
る
と
い
う
主
張

を
表
現
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
立
派
で
、
理
に
は
見
る
べ
き
も
の
が
あ

る
が
、
そ
れ
で
も
良
い
詩
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
詩
が

理
に
情
趣
が
無
く
、
言
に
精
彩
が
無
く
、
無
味
乾
燥
で
、
味
わ
い
に
乏
し

い
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
い
か
な
る

「
理
」
を

「
言
」
う
か
と
い
う

こ
と
の
他
に
、
さ
ら
に
い
か
に
「
言
」
う
か
と
い
う
問
題
が
存
在
す
る
。
こ

の
問
題
は
、
前
に

「
文
を
以
て
詩
を
為
す
」
こ
と
を
論
じ
た
際
に
、
す
で

に
言
及
し
た
。
も
し
も
「
理
」
が
抽
象
的
な
「
玄
理
」
で
な
く
、
ま
た

「
言
」

が
無
味
乾
燥
な

「
枯
言
」
で
な
い
な
ら
ば
、
人
に
深
く
省
察
を
促
す
哲
理

と
、
人
の
吟
味
に
堪
え
る
詩
情
と
は
互
い
に
融
合
し
て
、
い
わ
ゆ
る

「
理

趣
」
を
形
成
す
る
。
こ
れ
こ
そ
は
、
宋
人
の

「
言
理
」
に
お
け
る
最
高
の

境
地
で
あ
る
。
前
掲
の
歐
陽
修
の

「
画
眉
鳥
」
・
曽
鞏
の

「
柳
を
詠
ず
」
・
王

愛知大学   言語と文化   No. 5

― 149 ―
（ 12 ）



安
石
の

「
飛
来
峰
に
登
る
」
・
楊
萬
里
の

「
厳
子
陵
伝
を
読
む
」
な
ど
の
詩

は
、
い
ず
れ
も
こ
の
種
の
境
地
、
す
な
わ
ち

「
理
趣
」
を
備
え
て
い
る
。
蘇

軾
の
詩
の
中
に
、
「
理
趣
」
は
と
り
わ
け
多
い
。
人
々
に
愛
誦
さ
れ
て
い
る

「
西
林
の
壁
に
題
す
」（
50
）は

、
宋
詩
の

「
理
趣
」
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
。

こ
の
詩
は
次
の
よ
う
に
詠
う
。

横
看
成
嶺
側
成
峰

横
よ
り
看み

れ
ば
嶺
を
成
し
　
側
よ

か
た
わ
ら

り
す
れ
ば

峰
を
成
す

遠
近
高
低
各
不
同

遠
近
　
高
低
　
各
々

お
の
お
の

同
じ
か
ら
ず

不
識
盧
山
真
面
目

盧
山
の
真
面
目
を
識し

ら
ざ
る
は

只
縁
身
在
此
山
中

只た

だ
身
の
此こ

の
山
中
に
在あ

る
に
縁よ

る

詩
の
冒
頭
は
、
廬
山
の

「
遠
近
高
低
」
の
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
に
富
ん
だ

姿
態
を
総
説
し
て
い
る
。
当
然
こ
の
後
に
続
け
て
は
具
体
的
な
描
写
を
展

開
し
、
山
の
風
情
が
心
を
楽
し
ま
せ
目
を
喜
ば
せ
、
そ
の
場
に
居
続
け
て

帰
る
の
を
忘
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
感
情
を
表
出
す
べ
き
と
こ
ろ
だ
ろ

う
。
と
こ
ろ
が
詩
人
は
こ
こ
で
筆
先
を
転
じ
、
「
横
か
ら
見
る
の
と
そ
ば
か

ら
見
る
の
と
で
は
姿
が
異
な
り
、
廬
山
の
形
状
は
変
化
に
富
ん
で
い
る
」

と
い
う
一
点
に
つ
い
て
議
論
を
発
し
、
山
歩
き
を
し
な
が
ら
景
色
を
眺
め

る
こ
と
を
も
っ
て
、
人
が
物
事
に
対
処
す
る
こ
と
の
た
と
え
と
す
る
の
で

あ
る
。
山
を
見
て
の
感
慨
は
人
々
に
共
通
の
も
の
で
あ
り
、
梅
堯
臣
の

「
魯
山
の
山
行
」
詩（
51
）は

、
次
の
よ
う
に
詠
う
。

適
與
野
情
衢

適ま
さ

し
く
　
野
情
と
衢
ひ

千
山
高
復
低

千
山
　
高
く
復ま

た
低
し

好
峰
隨
所
改

好
峰
　
随
所
に
改
ま
り

幽
徑
獨
行
迷

幽
径
　
独ひ

と

り
行
き
て
は
迷
ふ

ま
た
歐
陽
修
の

「
遠
山
」
詩（
52
）も

、
次
の
よ
う
に
詠
う
。

山
色
無
遠
近

山
色
　
遠
近
無
く

看
山
終
日
行

山
を
看み

つ
つ
　
終
日
行
く

峰
巒
隨
所
改

峰
巒
　
随
所
に
改
ま
り

行
客
不
知
名

行
客
　
名
を
知
ら
ず

ど
ち
ら
も
、
山
を
見
て
の
感
慨
そ
れ
自
体
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
蘇
軾

の
よ
う
に
こ
こ
か
ら
一
つ
の
哲
学
的
な
意
義
を
有
す
る
問
題
を
提
示
し
て

は
い
な
い
。
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
に
身
を
置
い
て
い
る
立
場
が
異
な
り
、
問

題
を
見
る
出
発
点
が
異
な
る
た
め
に
、
客
観
的
な
事
物
に
対
す
る
認
識

は
、
い
ず
れ
も
一
定
の
偏
り
を
帯
び
て
い
る
。
客
観
的
な
事
物
に
対
す
る

総
合
的
で
正
確
な
認
識
を
得
た
け
れ
ば
、
個
人
の
狭
い
範
囲
を
超
越
し
、

自
分
一
人
だ
け
の
偏
見
を
脱
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
詩
人
は
山
を
見

る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
道
理
を
悟
り
、
あ
わ
せ
て
山
を
見
る
こ
と
を
た
と

え
と
し
、
議
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
に
は
情
趣
が
あ
り
、
言

に
は
精
彩
が
あ
る
。
こ
れ
は
比
興
の
手
法
の
創
造
的
な
応
用
で
あ
り
、
決

し
て
単
な
る
直
叙
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
を
た
や
す
く
感
動
さ
せ
、
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人
の
心
に
深
く
浸
透
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
南
宋
の
游
九
功

の

「
絶
句
」（
53
）は

、
次
の
よ
う
に
詠
う
。

住
山
未
必
知
山
好

山
に
住
む
は
未い

ま

だ
必
ず
し
も
山
を
知
る
の
好よ

き
に
し
か
ず

卻
是
行
人
得
細
看

却か
え

つ
て
是こ

れ
　
行
人
　
細こ

ま

か
に
看み

る
を
得
た

り

一
見
蘇
軾
の
詩
に
近
い
よ
う
だ
が
、
そ
の
実
蘇
軾
の
詩
の
象
徴
性

・
深

刻
性
は
無
く
、
か
え
っ
て
あ
る
種
の
道
学
臭
を
露
呈
し
て
い
る
。
蘇
軾
の

こ
の
詩
か
ら
は
、
正
に
宋
人
の

「
以
文
為
詩
」
・
「
言
理
」
の
妙
味
を
看
取

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
宋
詩
は
唐
詩
の
後
に
別
に
新
生
面
を
開
拓
し
、
独

自
の
風
格
を
樹
立
し
た
の
で
あ
り
、
た
だ
漠
然
と
そ
の

「
議
論
」
を
理
由

に
、
軽
々
し
く
否
定
的
評
価
を
与
え
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

補
 

注

（1
）
厳
羽

『
滄
浪
詩
話
』
詩
辨
其
五
／
近
代
諸
公
乃
作
奇
特
解
會
、
遂
以
文
字
爲
詩
、

以
才
學
爲
詩
、
以
議
論
爲
詩
。
夫
豈
不
工
、
終
非
古
人
之
詩
也
。
（
一
九
九
八
年

二
月
、
人
民
文
学
出
版
社

『
滄
浪
詩
話
校
釋
』
二
六
頁
）

（2
）
歐
陽
修

「
水
谷
夜
行
寄
子
美
聖
兪
」
／
五
言
古
詩
。
『
全
宋
詩
』
第
六
冊
、
巻
二

八
三
、
三
五
九
六
頁
。

（3
）
黄
庭
堅

「
書
磨
崖
碑
後
」
／
七
言
古
詩
。
『
全
宋
詩
』
第
一
七
冊
、
巻
九
九
八
、
一

一
四
四
一
頁
。

（4
）
蘇
舜
欽

「
感
興
」
／
五
言
古
詩
。
『
全
宋
詩
』
第
六
冊
、
巻
三
〇
九
、
三
八
九
〇

頁
。

（5
）
銭
仲
聯

『
剣
南
詩
稿
校
注
』
（
一
九
八
五
年
九
月
上
海
古
籍
出
版
社
）
第
八
冊
巻

末
の

「
剣
南
詩
稿
校
注
篇
名
索
引
」
に
よ
れ
ば
、
陸
游
の
詩
の
中
に

「
書
歎
」
と

題
す
る
も
の
は
全
部
で
十
九
首
あ
り
、
こ
こ
で
は
そ
の
う
ち
の
ど
の
詩
を
指
す
の

か
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
「
齊
民
困
衣
食
、
如
疲
馬
思
秣
」
の
二
句
で
始
ま
る
五

言
古
詩

（
『
剣
南
詩
稿
』
巻
六
八
）
が
そ
れ
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
確
証

は
な
い
。
同
詩
は
、
『
全
宋
詩
』
第
四
〇
冊
、
巻
二
二
二
一
、
二
五
四
六
八
頁
。

（6
）
梅
堯
臣

「
送
王
介
甫
知
到
陵
」
／
五
言
古
詩
。
『
全
宋
詩
』
第
五
冊
、
巻
二
五
八
、

三
二
二
八
頁
。

（7
）
劉
克
莊

「
送
真
舎
人
帥
江
西
」
／
七
言
絶
句
。
『
全
宋
詩
』
第
五
八
冊
、
巻
三
〇

三
四
、
三
六
一
五
二
頁
。

（8
）
王
安
石

「
兼
并
」
／
五
言
古
詩
。
『
全
宋
詩
』
第
一
〇
冊
、
巻
五
四
一
、
六
五
〇

四
頁
。

（9
）
文
天
祥

「
正
気
歌
」
／
五
言
古
詩
。
『
全
宋
詩
』
第
六
八
冊
、
巻
三
五
九
八
、
四

三
〇
五
五
頁
。

（10
）
蘇
軾

「
和
子
由
論
書
」
／
五
言
古
詩
。
『
全
宋
詩
』
第
一
四
冊
、
巻
七
八
八
、
九

一
三
一
頁
。
原
著

「
和
」
、
『
全
宋
詩
』
「
次
韻
」
。

（11
）
楊
萬
里

「
下
横
山
灘
頭
望
金
華
山
」
／
七
言
絶
句
。
『
全
宋
詩
』
第
四
二
冊
、
巻

二
三
〇
〇
、
二
六
四
二
七
頁
。

（12
）
李
商
隱

「
馬
嵬
」
／
七
言
律
詩
。
『
全
唐
詩
』
第
一
六
冊
、
巻
五
三
九
、
六
一
七

七
頁
。

（13
）
李
覯

「
讀
長
恨
辭
」
／
七
言
絶
句
。
『
全
宋
詩
』
第
七
冊
、
巻
三
四
九
、
四
三
三

一
頁
。

（14
）
王
維

「
青
溪
」
／
五
言
古
詩
。
『
全
唐
詩
』
第
四
冊
、
巻
一
二
五
、
一
二
四
七
頁
。

原
著

「
隨
水
」
、
『
全
唐
詩
』
「
隨
山
」
。
『
全
唐
詩
』
に
従
う
。

（15
）
楊
萬
里

「
宿
靈
鷲
禪
寺
」
／
七
言
絶
句
。
『
全
宋
詩
』
第
四
二
冊
、
巻
二
二
八
七
、

二
六
二
四
八
頁
。

（16
）
白
居
易

「
琴
」
／
五
言
絶
句
。
『
全
唐
詩
』
第
一
三
冊
、
巻
四
三
一
、
四
七
六
五

頁
。
原
著

「
何
須
」
、
『
全
唐
詩
』
「
何
煩
」
。
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（17
）
蘇
軾

「
琴
詩
」
／
七
言
絶
句
。
『
全
宋
詩
』
第
一
四
冊
、
巻
八
三
〇
、
九
五
九
八

頁
。
『
全
宋
詩
』
、
詩
題
を

「
題
沈
君
琴
」
に
作
る
。

（18
）
陶
弼

「
兵
器
」
／
五
言
古
詩
。
『
全
宋
詩
』
第
八
冊
、
巻
四
〇
六
、
四
九
八
二
頁
。

（19
）
徐
積

「
大
河
上
天
章
公
顧
子
敦
」
／
五
言
古
詩
。
『
全
宋
詩
』
第
一
一
冊
、
巻
六

三
三
、
七
五
五
四
頁
。
原
著

「
顔
学
敦
」
、
『
全
宋
詩
』
「顧
子
敦
」
。
『
全
宋
詩
』
に

従
う
。

（20
）
『
原
詩
』
外
篇
下
其
二
一
／
從
來
論
詩
者
、
大
約
伸
唐
而
壘
宋
。
有
謂

「
唐
人
以

詩
爲
詩
、
主
性
情
、
於
三
百
篇
爲
近
。
宋
人
以
文
爲
詩
、
主
議
論
、
於
三
百
篇
爲

遠
」
。
何
言
之
謬
也
。
唐
人
詩
有
議
論
者
、
杜
甫
是
也
、
杜
五
言
古
、
議
論
尤
多
。

長
篇
如

「
赴
奉
先
縣
詠
懷
」
「
北
征
」
及

「
八
哀
」
等
作
、
何
首
無
議
論
。
而
以

議
論
歸
宋
人
、
何
歟
。
彼
先
不
知
何
者
是
議
論
、
何
者
爲
非
議
論
、
而
妄
分
時
代

邪
。
且
三
百
篇
中
、
二
雅
爲
議
論
者
、
正
自
不
少
。
彼
先
不
知
三
百
篇
、
安
能
知

後
人
之
詩
也
。
如
言
宋
人
以
文
爲
詩
、
則
李
白
樂
府
長
短
句
、
何
嘗
非
文
。
杜
甫

「
前
後
出
塞
」
及

「
潼
關
吏
」
等
篇
、
其
中
豈
無
似
文
之
句
。
爲
此
言
者
、
不
但

未
見
宋
詩
、
並
未
見
唐
詩
。
村
學
究
道
聽
耳
食
、
竊
一
言
以
詫
新
奇
、
此
等
之
論

是
也
。
（
一
九
七
九
年
九
月
、
人
民
文
学
出
版
社

『
原
詩
・
一
瓢
詩
話
・
説
詩
詑

語
』
七
〇
頁
）

（21
）
陳
子
昂

「
登
幽
州
臺
歌
」
／
雑
言
古
詩
。
『
全
唐
詩
』
第
三
冊
、
巻
八
三
、
九
〇

二
頁
。

（22
）
李
白

「
蜀
道
難
」
／
雑
言
古
詩
。
『
全
唐
詩
』
第
五
冊
、
巻
一
六
二
、
一
六
八
〇

頁
。

（23
）
歐
陽
修

「
菱
溪
大
石
」
／
七
言
古
詩
。
『
全
宋
詩
』
第
六
冊
、
巻
二
八
四
、
三
六

〇
八
頁
。

（24
）
歐
陽
修

「
紫
石
屏
歌
」
／
雑
言
古
詩
。
『
全
宋
詩
』
第
六
冊
、
巻
二
八
五
、
三
六

一
六
頁
。

（25
）
蘇
軾

「
石
鼓
歌
」
／
七
言
古
詩
。
「
鳳
翔
八
観
」
其
一
。
『
全
宋
詩
』
第
一
四
冊
、

巻
七
八
六
、
九
一
〇
五
頁
。

（26
）
蘇
軾

「
石
蒼
舒
醉
墨
堂
」
／
七
言
古
詩
。
『
全
宋
詩
』
第
一
四
冊
、
巻
七
八
九
、
九

一
三
六
頁
。

（27
）
歐
陽
修

「
明
妃
曲
和
王
介
甫
作
」
／
雑
言
古
詩
。
『
全
宋
詩
』
第
六
冊
、
巻
二
八

九
、
三
六
五
五
頁
。

（28
）
歐
陽
修

「
再
和
明
妃
曲
」
／
雑
言
古
詩
。
『
全
宋
詩
』
第
六
冊
、
巻
二
八
九
、
三

六
五
六
頁
。

（29
）
蘇
軾

「高
郵
陳
直
躬
處
士
畫
雁
二
首
」
／
五
言
古
詩
。
『
全
宋
詩
』
第
一
四
冊
、
巻

八
〇
七
、
九
三
五
二
頁
。

（30
）
蘇
軾

「
王
維
呉
道
子
畫
」
／
雑
言
古
詩
。
「
鳳
翔
八
観
」
其
三
。
『
全
宋
詩
』
第
一

四
冊
、
巻
七
八
六
、
九
一
〇
六
頁
。

（31
）
歐
陽
修

「
留
題
南
樓
二
絶
」
／
七
言
絶
句
。
『
全
宋
詩
』
第
六
冊
、
巻
二
九
五
、
三

七
二
二
頁
。
原
著

「
一
日
」
、
『
全
宋
詩
』
「
一
歳
」
。
原
著

「
属
孱
顔
」、
『
全
宋
詩
』

「
面
孱
顔
」
。
二
箇
所
と
も

『
全
宋
詩
』
に
従
う
。

（32
）
梅
堯
臣

「
諭
躾
」
／
五
言
絶
句
。
『
全
宋
詩
』
第
五
冊
、
巻
二
四
七
、
二
九
〇
〇

頁
。

（33
）
杜
甫

「
自
京
赴
奉
先
縣
詠
懷
五
百
字
」
／
五
言
古
詩
。
『
全
唐
詩
』
第
七
冊
、
巻

二
一
六
、
二
二
六
五
頁
。

（34
）
杜
甫

「
北
征
」
／
五
言
古
詩
。
『
全
唐
詩
』
第
七
冊
、
巻
二
一
七
、
二
二
七
五
頁
。

（35
）
金
昌
緒

「
春
怨
」
／
五
言
絶
句
。
『
全
唐
詩
』
第
二
二
冊
、
巻
七
六
八
、
八
七
二

四
頁
。

（36
）
歐
陽
修

「
畫
眉
鳥
」
／
七
言
絶
句
。
『
全
宋
詩
』
第
六
冊
、
巻
二
九
二
、
三
六
八

六
頁
。

（37
）
王
之
渙

「
登
鸛
雀
樓
」
／
五
言
絶
句
。
『
全
唐
詩
』
第
八
冊
、
巻
二
五
三
、
二
八

四
九
頁
。
斉
治
平
氏
の
原
著
は
本
文
中
に
原
詩
を
引
用
し
て
い
な
い
が
、
読
者
の

便
宜
を
考
え
て
引
用
し
た
。

（38
）
王
安
右

「
登
飛
來
峰
」
／
七
言
絶
句
。
『
全
宋
詩
』
第
一
〇
冊
、
巻
五
七
一
、
六

七
四
一
頁
。

（39
）
『
文
心
雕
龍
』
隠
秀
第
四
十
／
夫
心
術
之
動
遠
矣
、
文
情
之
變
深
矣
。
源
奥
而
派

生
、
根
盛
而
穎
峻
。
是
以
文
之
英
洶
、
有
隱
有
秀
。
隱
也
者
、
文
外
之
重
旨
者

也
。
秀
也
者
、
篇
中
之
獨
抜
者
也
。
隱
以
複
意
爲
工
、
秀
以
卓
絶
爲
巧
。
斯
乃
舊

章
之
懿
績
、
才
情
之
嘉
會
也
。
（
一
九
九
〇
年
三
月
、
中
華
書
局

『
文
心
彫
龍
今

訳
』
三
五
一
頁
）

（40
）
『
詩
品
』
序
／
故
詩
有
三
義
焉
。
一
曰
興
、
二
曰
比
、
三
曰
賦
。
文
已
盡
而
意
有

餘
、
興
也
。
因
物
喩
志
、
比
也
。
直
書
其
事
、
寓
言
冩
物
、
賦
也
。
宏
斯
三
義
、

酌
而
用
之
、
幹
之
以
風
力
、
潤
之
以
丹
采
、
使
味
之
者
無
極
、
聞
之
者
動
心
、
是
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詩
之
至
也
。
（
一
九
九
八
年
二
月
、
人
民
文
学
出
版
社

『
詩
品
注
』
二
頁
）

（41
）
張
兪

「
蠶
婦
」
／
五
言
絶
句
。
『
全
宋
詩
』
第
七
冊
、
巻
三
八
二
、
四
七
一
四
頁
。

『
宋
文
鑑
』
巻
二
六
。
原
著

「
入
城
郭
」
、
『
全
宋
詩
』
「
到
城
廓
」
。

（42
）
梅
堯
臣

「
陶
者
」
／
五
言
絶
句
。
『
全
宋
詩
』
第
五
冊
、
巻
二
三
七
、
二
七
五
六

頁
。
原
著

「
十
指
」
、
『
全
宋
詩
』
「
寸
指
」
。

（43
）
『
原
詩
』
内
篇
下
其
三
／
自
開
闢
以
來
、
天
地
之
大
、
古
今
之
變
、
萬
彙
之
狆
、

日
星
河
嶽
、
賦
物
象
形
、
兵
刑
禮
樂
、
飮
食
男
女
、
於
以
發
爲
文
章
、
形
爲
詩
賦
、

其
道
萬
千
。
余
得
以
三
語
蔽
之
。
曰
理
、
曰
事
、
曰
情
、
不
出
乎
此
而
已
。
然

則
、
詩
文
一
道
、
豈
有
定
法
哉
。
先
揆
乎
其
理
。
揆
之
於
理
而
不
謬
、
則
理
得
。

次
徴
諸
事
。
徴
之
於
事
而
不
悖
、
則
事
得
。
終
壽
諸
情
。
詑
之
於
情
而
可
通
、
則

情
得
。
三
者
得
而
不
可
易
、
則
自
然
之
法
立
。
故
法
者
、
當
乎
理
、
確
乎
事
、
酌

乎
情
、
爲
三
者
之
平
準
、
而
無
所
自
爲
法
也
。
（
一
九
七
九
年
九
月
、
人
民
文
学

出
版
社

『
原
詩

・
一
瓢
詩
話

・
説
詩
詑
語
』
二
〇
頁
）

（44
）
曹
燎

「
楊
柳
」
／
七
言
絶
句
。
『
全
宋
詩
』
第
五
四
冊
、
巻
二
八
五
一
、
三
三
九

九
一
頁
。
原
著

「
解
學
」
、
『
全
宋
詩
』
「
初
學
」
。
『
全
宋
詩
』
に
従
う
。

（45
）
曽
鞏

「
詠
柳
」
／
七
言
絶
句
。
『
全
宋
詩
』
第
八
冊
、
巻
四
六
〇
、
五
五
八
五
頁
。

（46
）
賀
知
章

「
詠
柳
」
／
七
言
絶
句
。
『
全
唐
詩
』
第
四
冊
、
巻
一
一
二
、
一
一
四
七

頁
。

（47
）
張
謂

「
讀
後
漢
逸
人
傳
」
／
五
言
古
詩
。
『
全
唐
詩
』
第
六
冊
、
巻
一
九
七
、
二

〇
一
五
頁
。

（48
）
楊
萬
里

「
讀
嚴
子
陵
傳
」
／
七
言
絶
句
。
『
全
宋
詩
』
第
四
二
冊
、
巻
二
二
八
二
、

二
六
一
八
一
頁
。

（49
）
王
安
石

「
商
鞅
」
／
七
言
絶
句
。
『
全
宋
詩
』
第
一
〇
冊
、
巻
五
六
九
、
六
七
二

四
頁
。
原
著

「
千
金
」
、
『
全
宋
詩
』
「
百
金
」
。
『
全
宋
詩
』
に
従
う
。

（50
）
蘇
軾

「
題
西
林
壁
」
／
七
言
絶
句
。
『
全
宋
詩
』
第
一
四
冊
、
巻
八
〇
六
、
九
三

三
九
頁
。

（51
）
梅
堯
臣

「
魯
山
山
行
」
／
五
言
律
詩
。
『
全
宋
詩
』
第
五
冊
、
巻
二
四
一
、
二
七

九
四
頁
。

（52
）
歐
陽
修

「
遠
山
」
／
五
言
絶
句
。
『
全
宋
詩
』
第
六
冊
、
巻
二
九
一
、
三
六
七
六

頁
。

（53
）
游
九
功

「
絶
句
」
／
七
言
絶
句
。
『
全
宋
詩
』
第
五
三
冊
、
巻
二
八
〇
三
、
三
三

三
一
六
頁
。
『
全
宋
詩
』
、
詩
題
を

「
松
」
に
作
る
。
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