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千
家
詩

は
、
中
国
で
は
一
般
に
よ
く
知
ら
れ
る
初
心
者
向
け
の
漢

詩
選
集
で
あ
る
。
同
書
は
五
言
と
七
言
の
近
体
詩
（
絶
句
と
律
詩
）
合
計

二
二
六
首
を
収
録
し
て
お
り
、
七
言
絶
句
に
限
っ
て
言
え
ば
、
唐
宋
の
詩

人
の
作
品
合
計
九
十
四
首
を
収
録
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
う
ち

言
語
と
文
化

第
四
十
五
号
（
二
〇
二
二
年
一
月
）
掲
載
の
拙
稿

分ぶ
ん

門も
ん

纂さ
ん

類る
い

唐と
う

宋そ
う

時じ

賢け
ん

千せ
ん

家か

詩し

選せ
ん

所
収
の

千
家
詩

七
言
絶
句

で
紹
介

し
た
四
十
八
首
を
除
く
残
り
の
四
十
六
首
を

千
家
詩

の
収
録
順
に
紹

介
す
る
。
本
稿
は
一
応
独
立
し
た
論
稿
と
な
っ
て
い
る
が
、
あ
る
意
味
で

同
拙
稿
の
補
足
で
あ
り
、
二
篇
あ
わ
せ
て

千
家
詩

の
七
言
絶
句
全
九

十
四
首
を
と
も
か
く
も
一
通
り
紹
介
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
は
、
以

後
の
研
究
活
動
の
重
要
な
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　

執
筆
に
あ
た
っ
て
は

千
家
詩

の
古
い
テ
キ
ス
ト
の
影
印
本
で
あ
る
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白は
く

話わ

注ち
ゅ
う

解か
い

千せ
ん

家か

詩し

（
江
蘇
広
陵
古
籍
刻
印
社
影
印
、
揚
州
古
籍
書
店

発
行
、
一
九
九
一
年
。
以
下

注
解

と
略
記
）
を
一
応
の
基
礎
と
し

た
。
た
だ
し
そ
の
表
記
に
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
は
、
全
唐

詩

全
宋
詩

な
ど
を
参
照
し
、
適
宜
修
正
し
た
。
変
更
し
た
箇
所
は

ゴ
シ
ッ
ク
体
で
示
し
た
。
な
お
変
更
す
べ
き
か
否
か
の
判
断
は
、
多
分
に

筆
者
の
主
観
に
よ
る
。
作
者
の
間
違
い
は
一
律
に
訂
正
し
た
が
、
詩
題
や

詩
句
の
異
同
は
、
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
と
一
致
し
な
い
場
合
で

も
、
そ
の
ま
ま
で
意
味
が
通
じ
る
場
合
は
原
則
そ
の
ま
ま
と
し
た
。
ま
た

表
記
は
原
則
と
し
て
新
字
体
と
し
た
。
各
詩
題
の
上
の
数
字
（
〇
一
な

ど
）
は

注
解

に
お
け
る
収
録
順
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
原
書
に
は
な

く
、
筆
者
が
独
自
に
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

大
意
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
以
前

言
語
と
文
化

第
四
十
三
号

（
二
〇
二
〇
年
七
月
）
に
発
表
し
た
拙
稿

千
家
詩

所
収
作
品
の
日
本

に
お
け
る
紹
介
状
況
│
七
言
の
作
品
を
中
心
に
│

に
列
挙
し
た
各
書
を

参
照
し
た
が
、
煩
瑣
に
な
る
の
で
、
本
稿
で
は
逐
一
掲
載
す
る
こ
と
は
し

な
か
っ
た
。
表
現
は
な
る
べ
く
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
よ
う
に
努
め
た
つ
も

り
で
あ
る
が
、
参
照
し
た
文
献
が
透
け
て
見
え
る
場
合
も
あ
る
か
も
知
れ

な
い
。
御
寛
恕
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
ま
た
本
稿
が
ウ
ェ
ブ
上
で

公
開
さ
れ
た
場
合
は
一
般
の
読
者
の
目
に
も
触
れ
る
こ
と
を
想
定
し
、
ル

ビ
を
や
や
多
め
に
振
っ
た
。

〇
一　

春
日
偶
成　
　

春
の
日
に
偶た

ま

た
ま
成
る　
　
　

程て
い
こ
う顥

雲
淡
風
軽
近
午
天 

雲　

淡
く　

風　

軽
く　

午ご

天て
ん

に
近
し

傍
花
随
柳
過
前
川 

花
に
傍そ

い　

柳
に
随し

た
がい
て　

前ぜ
ん

川せ
ん

を
過よ

ぎ
る

時
人
不
識
余
心
楽 

時じ

人じ
ん

は
識し

ら
ず　

余
の
心
の
楽
し
め
る
を

将
謂
偸
閑
学
少
年 

将ま
さ

に
謂お
も

わ
ん
と
す　

閑
を
偸ぬ
す

み
て
少
年
を
学
ぶ
と

【
詩
題
】
全
宋
詩

巻
七
一
五

偶
成
。
た
ま
た
ま
で
き
た
詩
、
の
意
。

【
作
者
】
程
顥
、
字あ

ざ
なは

伯は
く

淳じ
ゅ
ん、

通
称
は
明め

い

道ど
う

先
生
。
北
宋
の
代
表
的
な
儒

者
。

【
詩
句
】
第
二
句

傍
、
全
宋
詩

望
。
第
三
句

時
、
全
宋

詩

旁
。
余
、
全
宋
詩

予
。

【
大
意
】
道
学
者
が
春
の
散
歩
を
楽
し
む
情
景
を
う
た
う
。
雲
は
淡
く
か

か
り
、
風
は
軽
や
か
に
吹
き
、
時
刻
は
正
午
に
近
い
。
花
と
ヤ
ナ
ギ
に

沿
っ
て
歩
き
、
前
方
の
平
原
に
た
ど
り
着
い
た
。
今
時
の
人
た
ち
は
私
の

心
が
楽
し
ん
で
い
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
暇
を
ぬ
す
ん
で
若
者
た
ち
の
ま
ね

を
し
て
い
る
と
思
う
こ
と
だ
ろ
う
。

【
補
足
】
川

は
日
本
語
の

か
わ

で
は
な
く
、
平
原
、
原
野
の
意
。

【
韻
字
】
天
、
川
、
年
（
下
平
一
先
）。

〇
二　

春
日　
　
　
　

春
し
ゅ
ん

日じ
つ　

　
　

朱し
ゅ

熹き

勝
日
尋
芳
泗
水
浜 

勝し
ょ
う

日じ
つ　

芳ほ
う

を
泗し

水す
い

の
浜ほ
と
りに

尋
ぬ
れ
ば
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無
辺
光
景
一
時
新 

無
辺
の
光
景　

一
時
に
新
た
な
り

等
閑
識
得
東
風
面 

等と
う
か
ん閑
に
識し

り
得
た
り　

東
風　

面
す
れ
ば

万
紫
千
紅
総
是
春 

万ば
ん

紫し　

千せ
ん

紅こ
う　

総す
べ

て
是こ

れ
春
と
な
る
を

【
詩
題
】
全
宋
詩

巻
二
三
八
四

春
日
。

【
作
者
】
朱
熹
、
字
は
元げ
ん

晦か
い

、
号
は
晦か
い

庵あ
ん

。
南
宋
の
代
表
的
な
儒
者
。
注

解

は
蘇
軾
と
す
る
が
、
全
宋
詩

に
従
う
。

【
詩
句
】
全
宋
詩

文
字
の
異
同
な
し
。

【
大
意
】
春
の
散
歩
に
託
し
て
聖
人
の
教
え
を
学
ぶ
べ
き
こ
と
を
う
た

う
。
心
地
よ
く
晴
れ
た
日
に
花
を
た
ず
ね
て
泗
水
の
ほ
と
り
を
散
歩
す
れ

ば
、
ど
こ
ま
で
も
果
て
し
な
い
光
景
は
一
時
に
新
し
く
な
る
。
こ
と
さ
ら

何
も
せ
ず
に
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
春
風
が
吹
い
て
来
さ
え
す
れ
ば
、
色

と
り
ど
り
の
花
々
が
咲
き
乱
れ
、
す
べ
て
が
春
と
な
る
こ
と
を
。

【
補
足
】
春
風
が
吹
け
ば
す
べ
て
が
春
と
な
る
よ
う
に
、
聖
人
の
教
え
に

接
す
る
こ
と
で
新
し
い
認
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
の
寓
意
。

【
韻
字
】
浜
、
新
、
面
（
上
平
十
一
真
）。

〇
四　

城
東
早
春　
　

城
じ
ょ
う

東と
う

の
早そ
う

春し
ゅ
ん　

　
　

楊よ
う

巨き
ょ

源げ
ん

詩
家
清
景
在
新
春 

詩し

家か

の
清せ
い

景け
い

は
新し
ん

春し
ゅ
んに
在あ

り

緑
柳
纔
黄
半
未
匀 

緑り
ょ
く

柳り
ゅ
う　

纔わ
ず

か
に
黄
な
る
も　

半な
か

ば
は
未い
ま

だ
匀と
と
のわ

ず

若
待
上
林
花
似
錦 

若も

し
上
じ
ょ
う

林り
ん

の
花
の
錦
に
似
た
る
を
待
た
ば

出
門
倶
是
看
花
人 

門
を
出い

ず
れ
ば
倶と

も

に
是こ

れ
花
を
看み

る
の
人
な
ら
ん

【
詩
題
】
全
唐
詩

巻
三
三
三

城
東
早
春
。

【
作
者
】
楊
巨
源
、
字
は
景け
い

山ざ
ん

。
中
唐
の
詩
人
。

【
詩
句
】
全
唐
詩

文
字
の
異
同
な
し
。

【
大
意
】
町
の
東
の
早
春
の
風
景
を
う
た
う
。
詩
人
の
愛
す
る
す
ば
ら
し

い
風
景
は
新
春
に
こ
そ
あ
る
。
ヤ
ナ
ギ
の
若
葉
は
よ
う
や
く
色
づ
き
は
じ

め
た
ば
か
り
で
、
半
ば
は
ま
だ
生
え
そ
ろ
っ
て
い
な
い
。
だ
が
も
し
上

じ
ょ
う

林り
ん

苑え
ん

の
花
が
錦
の
よ
う
に
咲
き
誇
る
の
を
待
っ
て
い
た
ら
、
そ
の
頃
に

は
、
家
の
門
を
出
た
途
端
、
ど
こ
も
か
し
こ
も
花
見
の
客
ば
か
り
に
な
っ

て
し
ま
う
だ
ろ
う
。（
そ
う
な
っ
て
か
ら
で
は
も
う
遅
い
。）

【
補
足
】
上
林
苑
は
漢
代
の
御
苑
の
名
。
そ
れ
に
よ
っ
て
唐
代
の
御
苑
を

た
と
え
る
。
注
解

は
こ
の
詩
を
、
も
し
優
秀
な
人
材
を
得
た
け
れ

ば
、
そ
の
人
物
が
ま
だ
頭
角
を
現
さ
な
い
う
ち
に
ス
カ
ウ
ト
す
べ
き
こ
と

を
た
と
え
る
も
の
と
解
説
す
る
。

【
韻
字
】
春
、
匀
、
人
（
上
平
十
一
真
）。

〇
六　

初
春
小
雨　
　

初
春
の
小
雨　
　
　

韓か
ん

愈ゆ

天
街
小
雨
潤
如
酥 

天て
ん

街が
い

の
小
し
ょ
う

雨う　

潤う
る
おい
て
酥そ

の
如ご
と

し

草
色
遥
看
近
却
無 

草そ
う

色し
ょ
く　

遥
か
に
看み

る
も
近
け
れ
ば
却か
え

っ
て
無
し

最
是
一
年
春
好
処 

最
も
是
れ　

一
年　

春
の
好よ

き
処と
き

絶
勝
煙
柳
満
皇
都 

絶は
な
はだ

勝ま
さ

る　

煙え
ん

柳り
ゅ
うの

皇こ
う

都と

に
満み

つ
る
に
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【
詩
題
】
全
唐
詩

巻
三
四
四

早
春
呈
水
部
張
十
八
員
外
二
首

其

一
。

【
作
者
】
韓
愈
、
字
は
退た
い

之し

、
通
称
は
昌
し
ょ
う

黎れ
い

先
生
。
中
唐
の
代
表
的
な
詩

人
。

【
詩
句
】
第
二
句
、
注
解

は

草
色
近0

看
遠0

却
無

と
す
る
が
、
全

唐
詩

に
従
う
。

【
大
意
】
雨
に
け
ぶ
る
初
春
の
都
の
情
景
を
う
た
う
。
都
大
路
は
ま
る
で

乳
の
汁
を
注
い
だ
か
の
よ
う
に
し
っ
と
り
と
小
雨
に
濡
れ
て
い
る
。
遠
く

か
ら
眺
め
る
と
青
々
と
目
に
映
る
草
の
色
も
、
近
く
で
見
る
と
何
も
生
え

て
い
な
い
か
の
よ
う
だ
。
こ
れ
こ
そ
が
、
一
年
で
一
番
す
ば
ら
し
い
春
の

ひ
と
と
き
。
柳
の
若
葉
が
都
に
い
っ
ぱ
い
に
な
る
春
の
盛
り
よ
り
も
ず
っ

と
す
ば
ら
し
い
。

【
補
足
】
酥
は
、
牛
や
羊
の
乳
を
精
練
し
た
飲
料
。

【
韻
字
】
酥
、
無
、
都
（
上
平
七
虞
）。

〇
七　

元
日　
　
　
　

元が
ん
じ
つ日　

　
　

王お
う

安あ
ん

石せ
き

爆
竹
声
中
一
歳
除 

爆ば
く

竹ち
く

声せ
い

中ち
ゅ
う　

一
歳　

除
か
れ

春
風
送
暖
入
屠
蘇 

春
風　

暖
を
送
り
て　

屠と

そ蘇
に
入い

ら
し
む

千
門
万
戸
曈
曈
日 

千せ
ん
も
ん門　

万ば
ん

戸こ　

曈と
う
と
う曈
た
る
の
日

総
把
新
桃
換
旧
符 

総す
べ

て
新し
ん

桃と
う

を
把と

り
て
旧
き
ゅ
う

符ふ

に
換か

う

【
詩
題
】
全
宋
詩

巻
五
六
四

元
日
。

【
作
者
】
王
安
石
、
字
は
介か

い

甫ほ

、
号
は
半は

ん

山ざ
ん

。
北
宋
の
代
表
的
な
詩
人
。

【
詩
句
】
第
二
句

春
、
全
宋
詩

東
。
第
四
句

総
把
、
全
宋

詩

争
挿
。

【
大
意
】
元
日
の
情
景
を
う
た
う
。
爆
竹
の
鳴
り
響
く
中
、
古
い
年
が
過

ぎ
去
り
、
春
風
が
暖
か
さ
を
運
ん
で
来
て
、
正
月
を
祝
う
酒
の
中
に
そ
れ

を
入
ら
せ
る
。
何
千
何
万
と
い
う
家
々
が
朝
日
の
輝
き
に
包
ま
れ
る
こ
の

日
。
ど
の
家
で
も
新
し
い
桃
の
お
札
を
古
い
お
札
と
取
り
換
え
て
い
る
。

【
補
足
】
注
解

は
こ
の
詩
を
、
王
安
石
が
神
宗
の
信
任
を
得
て
新
法
の

政
治
を
行
う
こ
と
の
た
と
え
と
解
説
す
る
。

【
韻
字
】
除
、
蘇
、
符
（
上
平
七
虞
）。

〇
九　

立
春
偶
成　
　

立り
っ

春し
ゅ
んに
偶た
ま

た
ま
成な

る　
　
　

張
ち
ょ
う
し
ょ
く　

律
回
歳
晩
氷
霜
少 

律　

回め
ぐ

り　

歳さ
い

晩ば
ん　

氷
ひ
ょ
う

霜そ
う　

少ま
れ

な
り

春
到
人
間
草
木
知 

春　

人じ
ん

間か
ん

に
到い

た

り　

草そ
う

木も
く　

知
る

便
覚
眼
前
生
意
満 

便す
な
わち

覚
ゆ　

眼が
ん

前ぜ
ん

に
生せ

い

意い

の
満み

つ
る
を

東
風
吹
水
緑
差
差 

東
風　

水
を
吹
き　

緑　

差し

し差
た
り

【
詩
題
】
全
宋
詩

巻
二
四
二
〇

立
春
日
禊
亭
偶
成
。

【
作
者
】
張

、
字
は
敬け
い

夫ふ

、
号
は
南な
ん
け
ん軒
。
南
宋
の
代
表
的
な
儒
者
。

【
詩
句
】
全
宋
詩

文
字
の
異
同
な
し
。

【
大
意
】
立
春
の
日
に
た
ま
た
ま
で
き
た
詩
。
季
節
が
ひ
と
め
ぐ
り
し
て

一
年
の
終
わ
り
に
近
づ
き
、
氷
や
霜
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
。
世
の
中
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に
春
が
や
っ
て
来
た
こ
と
は
、
草
木
が
真
っ
先
に
知
る
。
す
ぐ
そ
れ
と
わ

か
る
、
目
の
前
に
生
気
が
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
こ
と
が
。
春
風
が
川
面
に

吹
き
つ
け
、
緑
色
の
水
面
が
不
ぞ
ろ
い
な
高
さ
に
波
立
っ
て
い
る
。

【
韻
字
】
知
、
差
（
上
平
四
支
）。

一
二　

廷
試　
　
　
　

廷て
い

試し　
　
　

夏か

竦し
ょ
う　

殿
上
袞
衣
明
日
月 
殿で

ん

上じ
ょ
うの

袞こ
ん

衣い　

明
ら
か
な
る
こ
と
日
月
の
ご
と

く

硯
中
旗
影
動
龍
蛇 

硯け
ん

中ち
ゅ
うの
旗き

影え
い　

龍
り
ゅ
う

蛇だ

を
動
か
す

縦
横
礼
楽
三
千
字 

縦
横
た
り　

礼
楽　

三
千
字

独
対
丹
墀
日
未
斜 

独ひ
と

り
丹た
ん

墀ち

に
対
し　

日　

未
だ
斜
め
な
ら
ず

【
詩
題
】
全
宋
詩

巻
一
六
一

廷
試
。
注
解

は
〔
宮
詞
〕
其

二

と
す
る
が
、
全
宋
詩

に
従
う
。

【
作
者
】
夏
竦
、
字
は
子し

喬き
ょ
う。

北
宋
の
詩
人
。
注
解

は
王
建
と
す
る

が
、
全
宋
詩

に
従
う
。

【
詩
句
】
全
宋
詩

文
字
の
異
同
な
し
。

【
大
意
】
朝
廷
で
天
子
が
臨
席
し
て
行
わ
れ
る
試
験
の
情
景
を
う
た
う
。

宮
殿
の
上
の
天
子
様
の
お
召
し
物
は
、
太
陽
や
月
の
よ
う
に
明
る
く
輝
い

て
い
る
。
硯
の
中
の
墨
汁
に
映
る
旗
指
物
の
龍
の
模
様
は
、
ゆ
ら
ゆ
ら
と

揺
れ
動
い
て
見
え
る
。
縦
横
に
書
き
記
す
の
は
、
礼
楽
に
関
す
る
三
千
字

の
大
論
文
。
た
だ
一
人
、
朱
塗
り
の
階
段
に
向
き
合
い
、
日
は
ま
だ
傾
い

て
い
な
い
。

【
韻
字
】
蛇
、
斜
（
下
平
六
麻
）。

一
三　

詠
華
清
宮　
　

華か

清せ
い

宮き
ゅ
うを
詠
ず　
　
　

杜と

常じ
ょ
う　

行
尽
江
南
数
十
程 

行
き
尽
く
す　

江
南　

数
十
程

暁
風
残
月
入
華
清 

暁ぎ
ょ
う

風ふ
う　

残ざ
ん

月げ
つ　

華か

清せ
い

に
入い

る

朝
元
閣
上
西
風
急 

朝ち
ょ
う

元げ
ん

閣か
く

上じ
ょ
う　

西
風　

急
な
り

都
入
長
楊
作
雨
声 

都す
べ

て
長

ち
ょ
う

楊よ
う

に
入い

り
て
雨う

声せ
い

を
作な

す

【
詩
題
】
全
宋
詩

巻
七
八
一

過
華
清
宮
。
華
清
宮
は
、
長
安
に

あ
っ
た
唐
代
の
離
宮
の
名
。

【
作
者
】
杜
常
、
字
は
正せ
い

甫ほ

。
北
宋
の
詩
人
。
注
解

は
王
建
と
す
る

が
、
全
宋
詩

に
従
う
。

【
詩
句
】
第
四
句

楊
、
注
解

は

揚

と
す
る
が
、
全
宋
詩

に

従
う
。

【
大
意
】
長
安
の
華
清
宮
を
う
た
う
。
江
南
地
方
か
ら
数
十
日
も
の
旅
程

を
経
た
末
に
、
明
け
方
の
風
が
吹
き
月
が
沈
み
か
け
る
頃
、
よ
う
や
く
華

清
宮
に
た
ど
り
着
い
た
。
朝
元
閣
の
上
で
は
秋
の
風
が
し
き
り
に
吹
き
、

そ
れ
は
す
べ
て
長

ち
ょ
う

楊よ
う

宮き
ゅ
うの
シ
ダ
レ
ヤ
ナ
ギ
に
吹
き
入
っ
て
、
雨
が
降
る

よ
う
な
音
を
た
て
る
。

【
補
足
】
こ
の
詩
は

全
唐
詩

に
も
見
え
る
が
、
宋
詩
と
し
て
扱
う
。

朝
元
閣
は
、
華
清
宮
の
中
に
あ
る
楼
閣
。
長
楊
閣
は
漢
代
の
宮
殿
の
名
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で
、
白
楊
を
多
く
植
え
て
あ
っ
た
。

【
韻
字
】
程
、
清
、
声
（
下
平
八
庚
）。

一
四　

清
平
調
詞　
　

清せ
い

平へ
い

調ち
ょ
うの
詞　
　
　

李り

白は
く

雲
想
衣
裳
花
想
容 

雲
に
は
衣い

裳し
ょ
うを
想
い　

花
に
は
容か
た
ちを
想
う

春
風
払
檻
露
華
濃 
春
風　

檻か
ん

を
払
い　

露ろ

華か　

濃こ
ま

や
か
な
り

若
非
群
玉
山
頭
見 
若も

し
群ぐ

ん

玉ぎ
ょ
く

山さ
ん

頭と
う

に
て
見ま

み

ゆ
る
に
非あ

ら

ず
ん
ば

会
向
瑶
台
月
下
逢 

会か
な

ず
や
瑶よ

う

台だ
い

月げ
っ

下か

に
向お

い
て
逢
わ
ん

【
詩
題
】
全
唐
詩

巻
一
六
四

清
平
調
詞
三
首

其
一
。
清
平
調
は
楽が

府ふ

題だ
い

。
そ
の
歌
詞
の
意
。

【
作
者
】
李
白
、
字
は
太た
い
は
く白
。
盛
唐
の
代
表
的
な
詩
人
。

【
詩
句
】
全
唐
詩

文
字
の
異
同
な
し
。

【
大
意
】
楊
貴
妃
の
美
し
さ
を
う
た
う
。
そ
の
衣
裳
は
ま
る
で
雲
の
よ

う
、
そ
の
お
顔
は
ま
る
で
牡
丹
の
花
の
よ
う
。
春
風
は
欄
干
を
払
っ
て
吹

き
そ
よ
ぎ
、
露
の
玉
は
美
し
く
鮮
や
か
に
輝
く
。
こ
れ
ほ
ど
の
美
人
は
、

も
し
群
玉
山
の
ほ
と
り
で
お
会
い
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
き
っ
と
月
に
照

ら
さ
れ
た
瑶
台
で
出
会
う
こ
と
だ
ろ
う
。

【
補
足
】
群
玉
山
は
、
西
王
母
が
仙
人
た
ち
を
会
し
た
所
。
瑶
台
は
、
西

王
母
の
住
む
楼
台
。

【
韻
字
】
容
、
濃
、
逢
（
上
平
二
冬
）。

一
五　

題
邸
間
壁　
　

邸て
い

の
間か

ん

壁ぺ
き

に
題
す　
　
　

鄭て
い
か
い会

香
夢
怯
春
寒 

と

び

の
香こ
う

夢む　

春
し
ゅ
ん

寒か
ん

に
怯お
び

ゆ

翠
掩
重
簾
燕
子
閑 

翠み
ど
り　

重
ち
ょ
う

簾れ
ん

を
掩お
お

い　

燕え
ん

子し　

閑
な
り

敲
断
玉
釵
紅
燭
冷 

玉ぎ
ょ
く

釵さ

を
敲こ
う

断だ
ん

し　

紅こ
う

燭し
ょ
く　

冷
ゆ

計
程
応
説
到
常
山 

程て
い

を
計
り
応ま
さ

に
説
く
べ
し　

常
じ
ょ
う

山ざ
ん

に
到い
た

ら
ん
と

【
詩
題
】
全
宋
詩

巻
二
九
五
九

題
邸
間
壁
。
邸
は
、
旅
館
。
間
壁

は
、
部
屋
の
仕
切
り
の
壁
。
そ
の
上
に
詩
を
書
き
つ
け
る
、
の
意
。

【
作
者
】
鄭
会
、
字
は
有ゆ
う

極き
ょ
く、
号
は
亦い

山ざ
ん

。
南
宋
の
詩
人
。
注
解

は

鄭
谷
と
す
る
が
、
全
宋
詩

に
従
う
。

【
詩
句
】
第
二
句

簾
、
注
解

は

門

と
す
る
が
、
全
宋
詩

に

従
う
。

【
大
意
】
旅
に
出
た
夫
が
家
で
自
分
の
帰
り
を
待
つ
妻
を
思
い
、
そ
の
立

場
に
な
っ
て
作
っ
た
詩
。
い
と
し
い
妻
は
ト
キ
ン
イ
バ
ラ
の
花
の
香
り
に

包
ま
れ
て
夢
を
見
て
い
た
の
に
、
春
の
寒
さ
の
せ
い
で
目
を
覚
ま
し
て
し

ま
っ
た
。
緑
の
木
々
が
重
な
る
簾
を
覆
い
隠
し
、
ツ
バ
メ
た
ち
は
所
在
な

さ
げ
で
あ
る
。
玉
の
か
ん
ざ
し
を
折
る
よ
う
な
雨
の
音
の
中
、
赤
い
ロ
ウ

ソ
ク
の
火
は
か
す
か
に
な
り
、
夜
は
更
け
る
。
き
っ
と
今
頃
、
私
の
旅
程

を
推
し
は
か
り
な
が
ら
、
あ
の
方
は
今
頃
常
山
に
着
い
た
こ
と
で
し
ょ

う

と
話
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。

【
補
足
】

は
、
花
の
名
。
和
名
ト
キ
ン
イ
バ
ラ
。

【
韻
字
】
寒
（
上
平
十
四
寒
）。
閑
、
山
（
上
平
十
五
刪
）。
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一
六　

絶
句　
　
　
　

絶ぜ
っ

句く　
　
　

杜と

甫ほ

両
個
黄
鸝
鳴
翠
柳 

両
個
の
黄こ
う

鸝り　

翠す
い

柳り
ゅ
うに
鳴
き

一
行
白
鷺
上
青
天 

一
行
の
白は
く

鷺ろ　

青せ
い

天て
ん

に
上の
ぼ

る

窓
含
西
嶺
千
秋
雪 

窓
は
含
む　

西せ
い

嶺れ
い　

千せ
ん

秋し
ゅ
うの
雪

門
泊
東
呉
万
里
船 

門
に
は
泊
ま
る　

東と
う

呉ご　

万ば
ん

里り

の
船

【
詩
題
】
全
唐
詩

巻
二
二
八

絶
句
四
首

其
三
。

【
作
者
】
杜
甫
、
字
は
子し

美び

。
盛
唐
の
代
表
的
な
詩
人
。

【
詩
句
】
第
一
句

個
、
全
唐
詩

箇
。

【
大
意
】
成
都
の
草
堂
か
ら
見
え
る
春
の
風
景
を
う
た
う
。
二
羽
の
コ
ウ

ラ
イ
ウ
グ
イ
ス
が
青
い
ヤ
ナ
ギ
の
枝
で
鳴
き
か
わ
し
、
一
列
の
シ
ラ
サ
ギ

が
青
空
に
昇
っ
て
行
く
。
窓
か
ら
は
西
の
山
に
積
も
る
万
年
雪
が
見
え
、

門
の
前
に
は
東
の
呉
の
国
か
ら
来
た
万
里
の
船
が
停
泊
し
て
い
る
。

【
韻
字
】
天
、
船
（
下
平
一
先
）。

二
〇　

社
日　
　
　
　

社し
ゃ

日じ
つ　

　
　

王お
う

駕が

鵝
湖
山
下
稲
粱
肥 

鵝が

湖こ

の
山さ
ん

下か　

稲と
う

粱り
ょ
う　

肥こ

え

豚
柵
鶏
棲
対
掩
扉 

豚と
ん

柵さ
く　

鶏け
い

棲せ
い　

掩え
ん

扉ひ

に
対
す

桑
柘
影
斜
春
社
散 

桑そ
う

柘し
ゃ　

影　

斜
め
に　

春
し
ゅ
ん

社し
ゃ　

散
じ

家
家
扶
得
酔
人
帰 

家
家　

酔
人
を
扶た
す

け
得
て
帰
る

【
詩
題
】
全
唐
詩

巻
六
九
〇

社
日
。

【
作
者
】
王
駕
、
字
は
大だ
い

用よ
う

、
号
は
守し
ゅ

素そ

先
生
。
晩
唐
の
詩
人
。
注
解

は
作
者
を
張
演
と
す
る
。
全
唐
詩

で
は
こ
の
詩
は
三
箇
所
に
見
え
、

張
演
の
詩
と
し
て
も
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
通
説
に
従
い
王
駕

の
作
と
す
る
。

【
詩
句
】
第
二
句

対
、
全
唐
詩

半
。

【
大
意
】
村
祭
り
の
情
景
を
う
た
う
。
鵝
湖
山
の
ふ
も
と
で
は
、
稲
や
粟

が
豊
か
に
実
る
。
ブ
タ
の
囲
い
や
ニ
ワ
ト
リ
小
屋
は
、
閉
じ
ら
れ
た
家
の

門
に
向
き
あ
っ
て
い
る
。
ク
ワ
の
木
の
影
が
斜
め
に
な
る
頃
、
春
の
村
祭

り
は
お
開
き
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
酔
い
つ
ぶ
れ
た
家
人
を
支
え
な
が
ら

家
に
帰
っ
て
行
く
。

【
補
足
】
社

は
、
春
と
秋
に
行
わ
れ
る
村
祭
り
。
秋
社

と
す
る
テ

キ
ス
ト
も
あ
る
が
、
注
解

お
よ
び

全
唐
詩

に
従
う
。
稲
が
実
る

の
は
秋
で
あ
る
が
、
前
年
の
収
穫
を
さ
し
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
春

社

と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

【
韻
字
】
肥
、
扉
、
帰
（
上
平
五
微
）。

二
三　

上
高
侍
郎　
　

高こ
う

侍じ

郎ろ
う

に
上
た
て
ま
つる　

　
　

高こ
う

蟾せ
ん

天
上
碧
桃
和
露
種 

天
上
の
碧へ
き

桃と
う　

露
に
和
し
て
種う

え

日
辺
紅
杏
倚
雲
栽 

日
辺
の
紅こ
う

杏き
ょ
う　

雲
に
倚よ

り
て
栽う

う

芙
蓉
生
在
秋
江
上 

芙ふ

蓉よ
う　

生
じ
て
秋
江
の
上ほ
と
りに

在あ

り

不
向
東
風
怨
未
開 

東
風
に
向
か
い
て
未
だ
開
か
ざ
る
を
怨
ま
ず
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【
詩
題
】
全
唐
詩

巻
六
六
八

下
第
後
上
永
崇
高
侍
郎
。

【
作
者
】
高
蟾
は
晩
唐
の
詩
人
。

【
詩
句
】
全
唐
詩

文
字
の
異
同
な
し
。

【
大
意
】
科
挙
の
試
験
に
落
第
し
た
作
者
が
、
試
験
官
と
思
わ
れ
る
人
物

に
自
分
の
心
情
を
訴
え
る
。
天
上
の
世
界
の
青
い
桃
は
露
と
一
緒
に
植
え

ら
れ
、
太
陽
に
近
い
赤
い
ア
ン
ズ
は
雲
の
近
く
で
栽
培
さ
れ
る
。
た
だ
ハ

ス
の
花
ば
か
り
は
秋
の
川
の
ほ
と
り
に
生
い
育
つ
も
の
な
の
で
、
春
風
に

向
か
っ
て
、
ま
だ
花
が
咲
か
な
い
こ
と
を
う
ら
め
し
く
思
っ
た
り
は
し
な

い
。

【
補
足
】
碧
桃
と
紅
杏
は
皇
帝
の
恩
恵
を
受
け
て
栄
え
る
も
の
を
た
と

え
、
芙
蓉
は
自
分
自
身
を
た
と
え
る
。
自
分
は
遅
咲
き
の
ハ
ス
の
花
の
よ

う
な
も
の
な
の
で
、
今
回
の
落
第
を
不
服
に
は
思
わ
な
い
、
と
い
う
の
で

あ
る
。
ち
な
み
に
、
作
者
は
後
に
科
挙
に
合
格
し
て
い
る
。

【
韻
字
】
栽
、
開
（
上
平
十
灰
）。

二
四　

絶
句　
　
　
　

絶
句　
　
　

釈
し
ゃ
く

志し

南な
ん

古
木
陰
中
繋
短
篷 

古こ

木ぼ
く

の
陰い
ん

中ち
ゅ
う　

短た
ん

篷ぽ
う

を
繋つ
な

ぎ

杖
黎
扶
我
過
橋
東 

杖じ
ょ
う

黎れ
い　

我
を
扶た

す

け　

橋
き
ょ
う

東と
う

を
過よ

ぎ
ら
し
む

沾
衣
欲
湿
杏
花
雨 

衣こ
ろ
もを
沾う
る
おし
て
湿
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
は　

杏
き
ょ
う

花か

の
雨

吹
面
不
寒
楊
柳
風 

面お
も
てを

吹
く
も
寒
か
ら
ざ
る
は　

楊よ
う

柳り
ゅ
うの

風

【
詩
題
】
全
宋
詩

巻
二
三
九
五

詩
一
首
。

【
作
者
】
釈
志
南
は
宋
代
の
詩
僧
。
注
解

は
僧
志
安
と
す
る
が
、
全

宋
詩

に
従
う
。

【
詩
句
】
第
一
句

篷
、
注
解

は

蓬

と
す
る
が
、
全
宋
詩

に

従
う
。

【
大
意
】
僧
侶
が
春
の
散
歩
の
情
景
を
う
た
う
。
鬱う

っ

蒼そ
う

と
古
木
の
生
い
茂

る
そ
の
陰
に
小
舟
を
つ
な
ぎ
止
め
、
ア
カ
ザ
の
杖
に
支
え
ら
れ
て
橋
の
東

側
へ
と
や
っ
て
来
た
。
私
の
僧
衣
を
濡
ら
し
て
湿
ら
せ
よ
う
と
す
る
の

は
、
ア
ン
ズ
の
花
の
季
節
の
雨
。
顔
に
吹
き
つ
け
て
も
寒
さ
を
感
じ
な
い

の
は
、
ヤ
ナ
ギ
の
枝
を
揺
ら
す
風
。

【
韻
字
】
篷
、
東
、
風
（
上
平
一
東
）。

二
六　

客
中
行　
　
　

客か
く

中ち
ゅ
う

行こ
う　

　
　

李り

白は
く

蘭
陵
美
酒
鬱
金
香 

蘭ら
ん

陵り
ょ
うの

美
酒　

鬱う
つ

金こ
ん

香こ
う

玉
椀
盛
来
琥
珀
光 

玉ぎ
ょ
く

椀わ
ん　

盛も

り
来
た
る　

琥こ

珀は
く

の
光

但
使
主
人
能
酔
客 

但た

だ
主
人
を
し
て
能よ

く
客
を
酔
わ
し
む
れ
ば

不
知
何
処
是
他
郷 

知
ら
ず　

何い
ず

れ
の
処と
こ
ろか
是
れ
他
郷

【
詩
題
】
全
唐
詩

巻
一
八
一

客
中
行
。
旅
の
途
中
の
う
た
、
の
意
。

【
作
者
】
李
白
は
既
出
。
盛
唐
の
代
表
的
な
詩
人
。

【
詩
句
】
全
唐
詩

文
字
の
異
同
な
し
。

【
大
意
】
旅
の
途
中
で
作
っ
た
酒
の
う
た
。
蘭
陵
名
産
の
美
酒
は
鬱
金
の
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香
り
を
放
ち
、
玉
の
杯
に
な
み
な
み
と
注
が
れ
て
、
琥
珀
色
の
光
を
た
た

え
る
。
た
だ
主
人
が
旅
人
の
私
を
気
持
ち
よ
く
酔
わ
せ
て
く
れ
さ
え
す
る

な
ら
ば
、
ど
ん
な
場
所
で
も
異
郷
で
な
ど
あ
る
も
の
か
。（
う
ま
い
酒
が

飲
め
れ
ば
、
そ
こ
は
ど
こ
で
も
故
郷
と
同
じ
で
あ
る
。）

【
補
足
】
蘭
陵
は
酒
の
名
産
地
。
鬱
金
は
香
草
の
名
。

【
韻
字
】
香
、
光
、
郷
（
下
平
七
陽
）。

二
七　

題
屏　
　
　
　

屏へ
い

に
題
す　
　
　

劉
り
ゅ
う

季き

孫そ
ん

喃
燕
子
語
梁
間 

じ

喃な
ん

と
し
て　

燕え
ん

子し　

梁
り
ょ
う

間か
ん

に
語
り

底
事
来
驚
夢
裏
閑 

底な
に

事ご
と

ぞ　

来
た
り
て
驚
か
す　

夢む

裏り

の
閑

説
与
傍
人
渾
不
解 

傍ぼ
う

人じ
ん

に
説せ
つ

与よ

す
る
も　

渾す
べ

て
解
せ
ず

杖
藜
携
酒
看
芝
山 

杖じ
ょ
う

藜れ
い　

酒
を
携た
ず
さえ
て　

芝し

山ざ
ん

を
看み

ん

【
詩
題
】
全
宋
詩

巻
七
二
三

題
饒
州
酒
務
庁
屏
。
饒

じ
ょ
う

州し
ゅ
うは

地
名
。

酒し
ゅ

務む

庁ち
ょ
うは

酒
に
関
す
る
業
務
を
司
る
役
所
。
そ
こ
の
屏
風
に
書
き
つ
け

た
詩
、
の
意
。

【
作
者
】
劉
季
孫
、
字
は
景け

い

文ぶ
ん

。
北
宋
の
詩
人
。
王
安
石
お
よ
び
蘇
軾
の

知
遇
を
得
た
。

【
詩
句
】
第
三
句

渾
、
全
宋
詩

応
。

【
大
意
】
役
所
の
屏
風
に
無
聊
な
思
い
を
書
き
つ
け
る
。
ペ
チ
ャ
ク
チ
ャ

と
ツ
バ
メ
た
ち
は
梁
の
間
で
お
し
ゃ
べ
り
に
夢
中
。
ど
う
い
う
わ
け
で

せ
っ
か
く
見
て
い
た
の
ど
か
な
夢
か
ら
呼
び
覚
ま
す
の
だ
ろ
う
か
。
か
た

わ
ら
の
人
に
そ
の
こ
と
を
話
し
て
も
、
ま
っ
た
く
わ
か
っ
て
も
ら
え
な

い
。
仕
方
な
い
の
で
、
ア
カ
ザ
の
杖
を
つ
き
、
酒
を
携
え
て
、
芝
山
寺
へ

見
物
に
出
か
け
る
と
し
よ
う
。

【
補
足
】
芝
山
は
、
饒
州
に
あ
る
山
の
名
前
。
ま
た
、
そ
こ
に
あ
る
寺
の

名
前
。

【
韻
字
】
間
、
閑
、
山
（
上
平
十
五
刪
）。

二
九　

慶
前
庵
桃
花　
　

慶け
い

全ぜ
ん

庵あ
ん

の
桃と

う

花か　
　
　

謝し
ゃ

枋ぼ
う

得と
く

尋
得
桃
源
好
避
秦 

桃と
う

源げ
ん

を
尋
ね
得
て　

好よ

く
秦
を
避
く

桃
紅
又
是
一
年
春 

桃　

紅
く
れ
な
いに
し
て　

又
た
是
れ
一
年
の
春
な
り

花
飛
莫
遣
随
流
水 

花　

飛
び
て
は　

流
水
に
随し

た
がわ
し
む
る
莫な

か
れ

怕
有
漁
郎
来
問
津 

怕お
そ

る　

漁ぎ
ょ

郎ろ
う

の
来
た
り
て
津し
ん

を
問
う
有
る
を

【
詩
題
】
全
宋
詩

巻
三
四
七
七

桃
。

【
作
者
】
謝
枋
得
、
字
は
君く

ん

直ち
ょ
く、

号
は
畳

じ
ょ
う

山ざ
ん

。
南
宋
末
の
詩
人
。
元
へ
の

出
仕
を
拒
み
南
宋
に
殉
じ
た
節
義
の
士
で
、
千
家
詩

の
作
者
に
擬
せ

ら
れ
る
。

【
詩
句
】
第
二
句

是
、
全
宋
詩

見
。

【
大
意
】
尼
僧
院
に
隠
れ
た
尼
た
ち
に
、
居
場
所
を
知
ら
れ
な
い
よ
う
に

と
忠
告
す
る
。
桃
源
郷
を
尋
ね
当
て
て
、
う
ま
い
こ
と
秦
の
乱
を
避
け
る

こ
と
が
で
き
た
。
春
風
が
吹
き
、
ま
た
新
し
い
年
の
春
と
な
っ
た
。
桃
の

花
び
ら
が
飛
ん
で
も
川
の
水
に
流
し
て
は
い
け
な
い
。
漁
師
が
や
っ
て
来
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て
渡
し
場
を
た
ず
ね
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
な
の
で
。

【
補
足
】
慶
全
庵
は
、
尼
僧
院
の
名
。
所
在
は
未
詳
。
こ
の
詩
は
陶と
う
え
ん
め
い

淵
明

桃と
う

花か

源げ
ん

の
記

を
ふ
ま
え
、
南
宋
を
滅
ぼ
し
た
元
を
秦
に
た
と
え
て
い

る
。
尼
僧
に
は
作
者
自
身
の
心
情
が
投
影
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

【
韻
字
】
秦
、
春
、
津
（
上
平
十
一
真
理
）。

三
一　

再
遊
玄
都
観　
　

再
び
玄げ

ん

都と

観か
ん

に
遊
ぶ　
　
　

劉
り
ゅ
う

禹う

錫し
ゃ
く　

百
畝
庭
中
半
是
苔 

百ひ
ゃ
っ

畝ぽ

の
庭て

い

中ち
ゅ
う　

半な
か

ば
は
是
れ
苔
な
り

桃
花
浄
尽
菜
花
開 

桃と
う

花か　

浄
じ
ょ
う

尽じ
ん

し　

菜さ
い

花か　

開
く

種
桃
道
士
帰
何
処 

桃
を
種う

う
る
道
士　

何い
ず
こ処
に
か
帰
る

前
度
劉
郎
今
又
来 

前ぜ
ん

度ど

の
劉
り
ゅ
う

郎ろ
う　

今　

又
た
来
た
る

【
詩
題
】
全
唐
詩

巻
三
六
五

再
遊
玄
都
観
并
序
。
玄
都
観
は
長
安

に
あ
っ
た
道
観
（
道
教
の
寺
院
）
の
名
。

【
作
者
】
劉
禹
錫
、
字
は
夢ぼ

う

得と
く

。
中
唐
の
代
表
的
な
詩
人
。

【
詩
句
】
全
唐
詩

文
字
の
異
同
な
し
。

【
大
意
】
作
者
の
劉
禹
錫
は

玄
都
観
桃
花

詩
を
書
い
て
当
時
の
権
力

者
に
う
と
ま
れ
、
都
を
追
わ
れ
た
。
そ
の
作
者
が
赦
さ
れ
て
都
に
戻
っ
た

時
の
感
慨
を
う
た
う
。
再
び
玄
都
観
を
訪
れ
て
み
れ
ば
、
百
畝
の
広
さ
の

庭
の
な
か
ば
は
苔
が
は
え
て
い
る
。
桃
の
花
は
跡
形
も
な
く
な
り
、
菜
の

花
が
咲
い
て
い
る
。
桃
の
木
を
植
え
た
道
士
は
、
ど
こ
へ
行
っ
て
し
ま
っ

た
の
だ
ろ
う
。
以
前
の
私
劉
郎
は
、
今
ま
た
こ
こ
に
や
っ
て
来
た
と
い
う

の
に
。

【
補
足
】
玄
都
観
桃
花

詩
は
、
拙
稿

分
門
纂
類
唐
宋
時
賢
千
家
詩

選

所
収
の

千
家
詩

七
言
絶
句

参
照
。
た
だ
し
詩
題
は

遊
玄
都

観
。

【
韻
字
】
苔
、
開
、
来
（
上
平
十
灰
）。

三
三　

花
影　
　
　
　

花か

影え
い　

　
　

謝し
ゃ

枋ぼ
う

得と
く

重
重
畳
畳
上
瑶
台 

重ち
ょ
う

重ち
ょ
う

畳じ
ょ
う

畳じ
ょ
うと

し
て
瑶よ

う

台だ
い

に
上の

ぼ

り

幾
度
呼
童
掃
不
開 

幾い
く

度た
び

か
童
を
呼
び　

掃
く
と
も
開
か
ず

剛
被
太
陽
収
拾
去 

剛よ
う
やく
太
陽
に
被よ

り
て
収
し
ゅ
う
し
ゅ
う
拾
し
去
ら
る
る
も

却
教
明
月
送
将
来 

却ま

た
明
月
を
し
て
送お

く将
り
来
た
ら
し
む

【
詩
題
】
全
宋
詩

巻
三
四
七
七

花
影
。

【
作
者
】
謝
枋
得
は
既
出
。
南
宋
末
の
詩
人
。
注
解

は
蘇
軾
と
す
る

が
、
全
宋
詩

に
従
う
。

【
詩
句
】
第
四
句

却
、
全
宋
詩

又
。

【
大
意
】
よ
こ
し
ま
な
人
物
が
は
び
こ
る
こ
と
を
、
花
の
影
に
た
と
え
て

う
た
う
。
花
の
影
は
幾
重
に
も
重
な
り
合
っ
て
美
し
い
露
台
に
上
り
、
何

度
も
召
使
い
を
呼
び
、
掃
き
清
め
よ
う
と
し
て
も
埒
が
あ
か
な
い
。
や
っ

と
の
こ
と
で
太
陽
が
沈
ん
で
消
え
去
っ
た
も
の
の
、
ま
た
し
て
も
月
の
光

に
照
ら
さ
れ
て
よ
み
が
え
っ
て
来
た
。（
あ
あ
何
と
も
わ
ず
ら
わ
し
い
。）

【
補
足
】
注
解

は
こ
の
詩
を
蘇
軾
の
作
と
し
、
花
影
を
新
法
党
の
勢
力
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の
た
と
え
と
す
る
が
、
謝
枋
得
の
作
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
南
宋
末
期
の
政

治
状
況
を
た
と
え
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

【
韻
字
】
台
、
開
、
来
（
上
平
十
灰
）。

三
四　

北
山　
　
　
　

北ほ
く

山ざ
ん　

　
　

王お
う
あ
ん
せ
き

安
石

北
山
輸
緑
漲
横
陂 
北
山　

緑
を
輸い

た

し　

横お
う

陂ひ

に
漲み

な
ぎる

直
塹
回
塘

時 
直ち

ょ
く

塹ざ
ん　

回か
い

塘と
う　

た
る
の
時

細
数
落
花
因
坐
久 

細こ
ま

か
に
落
花
を
数
え　

因よ

り
て
坐
す
る
こ
と
久
し

く

緩
尋
芳
草
得
帰
遅 

緩ゆ
る

や
か
に
芳
草
を
尋
ね　

帰
る
を
得
る
こ
と
遅
し

【
詩
題
】
全
宋
詩

巻
五
六
五

北
山
。

【
作
者
】
王
安
石
は
既
出
。
北
宋
の
代
表
的
な
詩
人
。

【
詩
句
】
第
一
句

陂
、
注
解

は

波

と
す
る
が
、
全
宋
詩

に

従
う
。
第
二
句

塹
、
全
宋
詩

。

【
大
意
】
政
治
家
を
や
め
て
隠
居
し
た
作
者
が
、
別
荘
の
近
く
の
山
を
散

歩
す
る
こ
と
を
う
た
う
。
北
の
山
か
ら
緑
色
の
水
が
流
れ
て
来
て
、
横
た

わ
る
堤
い
っ
ぱ
い
に
な
る
。
ま
っ
す
ぐ
な
堀
に
も
丸
い
池
に
も
、
水
が

満
々
と
た
た
え
ら
れ
て
き
ら
め
く
時
節
に
な
っ
た
。
散
る
花
を
細
か
に
数

え
て
い
た
た
め
に
長
い
間
す
わ
っ
て
お
り
、
の
ん
び
り
か
ぐ
わ
し
い
草
を

探
し
歩
い
た
お
か
げ
で
帰
る
の
が
遅
く
な
っ
た
。

【
韻
字
】
陂
、
時
、
遅
（
上
平
四
支
）。

四
〇　

春
暮
遊
小
園　
　

春
し
ゅ
ん

暮ぼ　

小
園
に
遊
ぶ　
　
　

王お
う

淇き

一
従
梅
粉
褪
残
粧 

一ひ
と

た
び
梅ば
い

粉ふ
ん

の
残ざ
ん

粧し
ょ
う　

褪あ

せ
て
よ
り

塗
抹
新
紅
上
海
棠 

新し
ん

紅こ
う

を
塗と

抹ま
つ

し
て　

海か
い

棠ど
う

に
上の
ぼ

ら
し
む

開
到
荼

花
事
了 

開
き
て
荼と

に
到い
た

れ
ば　

花か

事じ　

了
し

糸
糸
天
棘
出
莓
牆 

糸し

糸し

た
る
天て
ん

棘き
ょ
く　

莓ば
い

牆し
ょ
うよ
り
出い

づ

【
詩
題
】
全
宋
詩

巻
三
五
二
一

暮
春
遊
小
園
。

【
作
者
】
王
淇
、
字
はり

ょ
く

漪い

。
南
宋
末
の
詩
人
で
、
謝
枋
得
と
交
友
が

あ
っ
た
。

【
詩
句
】
第
二
句

塗
、
全
宋
詩

涂
。

【
大
意
】
春
の
終
わ
り
に
小
さ
な
庭
園
を
訪
れ
た
際
の
感
慨
を
う
た
う
。

ひ
と
た
び
ウ
メ
の
花
の
白
い
化
粧
が
色
あ
せ
て
来
る
と
、
今
度
は
カ
イ
ド

ウ
の
花
が
新
た
に
赤
い
化
粧
を
顔
に
塗
り
始
め
る
。
ト
キ
ン
イ
バ
ラ
の
番

に
な
る
と
花
は
一
通
り
咲
き
終
わ
り
、
あ
と
は
糸
の
よ
う
に
細
い
ク
サ
ス

ギ
カ
ズ
ラ
が
、
苔
む
し
た
垣
根
か
ら
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
ば
か
り
。

（
春
は
今
ま
さ
に
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。）

【
補
足
】
荼

は
、

（
一
五
参
照
）
に
同
じ
。
こ
こ
で
は

注
解

の
表
記
に
従
う
。
天
棘
は
植
物
名
。
現
在
の
天て

ん
も
ん門
冬ど
う

。
和
名
ク
サ
ス
ギ
カ

ズ
ラ
。

【
韻
字
】
粧
、
棠
、
牆
（
下
平
七
陽
）。
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四
二　

暮
春
即
事　
　

暮
春　

事
に
即
す　
　
　

葉
し
ょ
う

采さ
い

双
双
瓦
雀
行
書
案 

双そ
う
そ
う双
と
し
て　

瓦が

雀じ
ゃ
く　

書
案
を
行
き

点
点
楊
花
入
硯
池 

点
点
と
し
て　

楊よ
う

花か　

硯け
ん

池ち

に
入い

る

閑
坐
小
窓
読
周
易 

小し
ょ
う

窓そ
う

に
閑か
ん

坐ざ

し　

周
し
ゅ
う

易え
き

を
読
む

不
知
春
去
幾
多
時 

知
ら
ず　

春　

去
り
て　

幾
多
の
時
ぞ

【
詩
題
】
全
宋
詩

巻
三
三
三
八

書
事
。

【
作
者
】
葉
采
、
号
は
平へ

い

岩が
ん

。
南
宋
の
儒
者
。
注
解

は
葉
李
と
す
る

が
、
全
宋
詩

に
従
う
。

【
詩
句
】
全
宋
詩

文
字
の
異
同
な
し
。

【
大
意
】
暮
春
の
感
慨
を
う
た
う
。
つ
が
い
の
ス
ズ
メ
が
文
机
の
前
を
通

り
過
ぎ
て
行
き
、
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
と
柳

り
ゅ
う

絮じ
ょ

が
硯
の
墨
汁
の
中
に
落
ち
る
。

私
は
小
さ
な
窓
辺
に
静
か
に
す
わ
り
、
易え
き

経き
ょ
う

を
読
み
ふ
け
っ
て
い

る
。
春
が
過
ぎ
去
っ
て
か
ら
、
ど
れ
ほ
ど
の
時
間
が
過
ぎ
た
こ
と
だ
ろ
う

か
。（
読
書
に
夢
中
で
、
全
然
気
が
つ
か
な
か
っ
た
。）

【
韻
字
】
池
、
時
（
上
平
四
支
）。

四
四　

蚕
婦
吟　
　
　

蚕さ
ん

婦ふ

吟ぎ
ん　

　
　

謝し
ゃ

枋ぼ
う

得と
く

子
規
啼
徹
四
更
時 

子し

き規　

啼な

き
て
徹
す　

四
更
の
時

起
視
蚕
稠
怕
葉
稀 

起
き
て
蚕
の
稠あ
つ
まれ

る
を
視み　

葉
の
稀ま
れ

な
る
を
怕お
そ

る

不
信
楼
頭
楊
柳
月 

信
ぜ
ず　

楼ろ
う

頭と
う　

楊よ
う

柳り
ゅ
うの

月

玉
人
歌
舞
未
曾
帰 

玉ぎ
ょ
く

人じ
ん　

歌か

舞ぶ

し
て　

未い
ま

だ
曾か

つ

て
帰
ら
ざ
る
を

【
詩
題
】
全
宋
詩

巻
三
四
八
〇

蚕
婦
吟
。

【
作
者
】
謝
枋
得
は
既
出
。
南
宋
末
の
詩
人
。

【
詩
句
】
第
四
句

歌
舞
、
注
解

は

舞
歌

と
す
る
が
、
全
宋

詩

に
従
う
。

【
大
意
】
養
蚕
に
従
事
す
る
女
性
の
労
働
と
心
情
を
う
た
う
。
ホ
ト
ト
ギ

ス
は
夜
明
け
前
ま
で
鳴
き
続
け
て
い
る
。
自
分
は
起
き
て
カ
イ
コ
が
密
集

し
て
い
る
の
を
見
、
ク
ワ
の
葉
が
残
り
少
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
心
配

す
る
。
そ
ん
な
自
分
に
は
、
と
て
も
信
じ
ら
れ
な
い
。
高
楼
の
あ
た
り
、

ヤ
ナ
ギ
の
葉
に
隠
れ
る
月
が
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
の
に
、
高
貴
な
お
方

は
歌
や
踊
り
の
遊
び
に
夢
中
で
、
ま
だ
帰
っ
て
い
な
い
だ
な
ん
て
。

【
韻
字
】
時
（
上
平
四
支
）。
稀
、
帰
（
上
平
五
微
）。

四
九　

客
中
初
夏　
　

客か
く

中ち
ゅ
うの

初
夏　
　
　

司し

馬ば

光こ
う

四
月
清
和
雨
乍
晴 

四
月　

清せ
い

和わ

に
し
て　

雨　

乍た
ち
まち

晴
る

南
山
当
戸
転
分
明 

南な
ん

山ざ
ん　

戸こ

に
当
た
り　

転う
た

た
分
明
な
り

更
無
柳
絮
因
風
起 

更
に
柳
り
ゅ
う

絮じ
ょ

の
風
に
因よ

り
て
起
く
る
無
く

惟
有
葵
花
向
日
傾 

惟た

だ
葵き

花か

の
日
に
向
か
い
て
傾
く
の
み
有
り

【
詩
題
】
全
宋
詩

巻
五
一
二

居
洛
初
夏
作
。

【
作
者
】
司
馬
光
、
字
は
君く
ん

実じ
つ

、
号
は
迂う

叟そ
う

。
北
宋
の
詩
人
。
歴
史
書
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資し

治じ

通つ

鑑が
ん

の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。

【
詩
句
】
第
三
句

因
、
全
宋
詩

随
。

【
大
意
】
王
安
石
の
新
法
に
反
対
し
て
洛ら
く
よ
う陽
に
隠
居
中
の
作
者
が
、
初
夏

の
情
景
を
う
た
う
。
初
夏
の
四
月
は
爽
や
か
か
つ
穏
や
か
で
、
雨
は
さ
っ

と
晴
れ
上
が
る
。
南
側
の
山
は
わ
が
家
の
戸
口
の
真
向
か
い
に
は
っ
き
り

と
見
え
る
。
そ
の
上
、
柳
絮
が
風
に
舞
い
上
が
る
こ
と
も
な
く
、
た
だ
フ

ユ
ア
オ
イ
の
花
が
太
陽
に
向
か
っ
て
傾
く
ば
か
り
。

【
韻
字
】
晴
、
明
、
傾
（
下
平
八
庚
）。

五
〇　

有
約　
　
　
　

約
有
り　
　
　

趙
ち
ょ
う

師し

秀し
ゅ
う　

黄
梅
時
節
家
家
雨 

黄こ
う

梅ば
い

の
時
節　

家
家
の
雨

青
草
池
塘
処
処
蛙 

青せ
い

草そ
う

の
池ち

塘と
う　

処
処
の
蛙

有
約
不
来
過
夜
半 

約
有
る
も
来
た
ら
ず　

夜
半
を
過
ぎ

閑
敲
棋
子
落
灯
花 

閑ひ
ま

に
棋き

子し

を
敲た

た

き
て　

灯と
う

花か

を
落
と
す

【
詩
題
】
全
宋
詩

巻
二
八
四
一

約
客
。

【
作
者
】
趙
師
秀
、
字
は
紫し

芝し

、
号
は
霊れ
い

秀し
ゅ
う。
南
宋
の
詩
人
で

永え
い

嘉か

の

四し

霊れ
い

の
一
人
。
注
解

は
司
馬
光
と
す
る
が
、
全
宋
詩

に
従
う
。

【
詩
句
】
全
宋
詩

文
字
の
異
同
な
し
。

【
大
意
】
梅
雨
の
夜
に
友
人
を
待
ち
わ
び
る
心
情
を
う
た
う
。
梅
の
実
が

黄
色
く
な
る
時
節
は
、
ど
の
家
も
ど
の
家
も
雨
の
中
。
青
い
草
の
茂
る
池

の
そ
こ
か
し
こ
か
ら
、
カ
エ
ル
の
鳴
き
声
が
聞
こ
え
る
。
約
束
を
し
た
の

に
友
人
は
や
っ
て
来
ず
、
真
夜
中
を
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。
退
屈
の
あ
ま
り

碁
石
を
パ
チ
リ
と
打
つ
と
、
灯
火
の
燃
え
か
す
が
ポ
ト
リ
と
落
ち
た
。

【
韻
字
】
蛙
、
花
（
下
平
六
麻
）。

五
二　

三
衢
道
中　
　

三さ
ん

衢く

の
道
中　
　
　

曾そ
う

幾き

梅
子
黄
時
日
日
晴 

梅ば
い

子し　

黄
な
る
時　

日
日
に
晴
れ

小
渓
汎
尽
却
山
行 

小し
ょ
う

渓け
い　

汎う

か
び
尽
く
し　

却ま

た
山
行
す

緑
陰
不
減
来
時
路 

緑り
ょ
く

陰い
ん　

来
時
の
路み

ち

に
減
ぜ
ず

添
得
黄
鸝
四
五
声 

添
え
得
た
り　

黄こ
う

鸝り

の
四
五
声

【
詩
題
】
全
宋
詩

巻
一
六
五
九

三
衢
道
中
。
三
衢
は
、
山
名
。

【
作
者
】
曾
幾
、
字
は
吉き
っ

甫ぽ

、
号
は
茶ち
ゃ

山ざ
ん

。
北
宋
末
か
ら
南
宋
初
の
詩
人

で
、
大
詩
人
陸り
く

游ゆ
う

の
師
。
注
解

は
曾
紆
と
す
る
が
、
全
宋
詩

に
従

う
。

【
詩
句
】
第
二
句

汎
、
全
宋
詩

泛
。

【
大
意
】
春
の
終
わ
り
か
ら
初
夏
に
か
け
て
の
江
南
の
山
旅
の
情
景
を
う

た
う
。
梅
の
実
が
黄
色
く
な
る
頃
な
の
に
、
な
ぜ
か
晴
天
が
続
く
。
小
さ

な
谷
川
に
小
舟
を
浮
か
べ
、
終
点
ま
で
来
る
と
、
今
度
は
山
道
を
歩
い
て

行
く
。
緑
の
木
立
は
来
た
時
の
道
と
同
じ
よ
う
に
生
い
茂
っ
て
お
り
、
そ

れ
に
加
え
て
、
今
で
は
そ
こ
か
し
こ
か
ら
、
コ
ウ
ラ
イ
ウ
グ
イ
ス
の
鳴
き

声
が
四
つ
、
五
つ
と
聞
こ
え
て
来
る
。

【
韻
字
】
晴
、
行
、
声
（
下
平
八
庚
）。
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五
八　

村
庄
即
事　
　

村そ
ん

庄し
ょ
う

即そ
く

事じ　
　
　

翁お
う

巻け
ん

緑
遍
山
原
白
満
川 

緑　

山さ
ん

原げ
ん

に
遍あ
ま
ねく　

白　

川せ
ん

に
満み

つ

子
規
声
裏
雨
如
煙 

子し

規き

声せ
い

裏り　

雨　

煙け
む

る
が
如ご
と

し

郷
村
四
月
閑
人
少 

郷き
ょ
う

村そ
ん　

四
月　

閑か
ん

人じ
ん　

少ま
れ

な
り

纔
了
蚕
桑
又
挿
田 

纔よ
う
やく
蚕さ
ん

桑そ
う

を
了
し　

又
た
田
に
挿さ

す

【
詩
題
】
全
宋
詩

巻
二
六
七
三

郷
村
四
月
。
な
お

庄

は

荘

の
俗
字
で
あ
る
が
、
注
解

の
表
記
に
従
う
。

【
作
者
】
翁
巻
、
字
は
続
し
ょ
く

古こ

、
ま
た
は
霊れ
い

舒じ
ょ

。
南
宋
の
詩
人
で

永え
い

嘉か

の

四し

霊れ
い

の
一
人
。
注
解

は
范
成
大
と
す
る
が
、
全
宋
詩

に
従
う
。

【
詩
句
】
全
宋
詩

文
字
の
異
同
な
し
。

【
大
意
】
初
夏
の
農
村
の
情
景
を
う
た
う
。
山
も
野
原
も
あ
た
り
一
面
の

緑
。
田
ん
ぼ
は
水
を
満
々
と
た
た
え
、
白
く
光
り
輝
い
て
い
る
。
ホ
ト
ト

ギ
ス
の
鳴
き
声
が
聞
こ
え
る
中
、
雨
が
け
ぶ
る
よ
う
に
降
っ
て
い
る
。
初

夏
四
月
の
農
村
に
は
、
閑
を
も
て
あ
ま
し
て
い
る
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な

い
。
よ
う
や
く
カ
イ
コ
に
ク
ワ
の
葉
を
与
え
る
作
業
が
終
わ
っ
た
と
思
っ

た
ら
、
今
度
は
す
ぐ
田
植
え
に
取
り
か
か
る
。

【
補
足
】
川

は
日
本
語
の

か
わ

で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
水
を
張
っ

た
水
田
を
さ
す
。

【
韻
字
】
川
、
煙
、
田
（
下
平
一
先
）。

六
〇　

村
晩　
　
　
　

村そ
ん

晩ば
ん　

　
　

雷ら
い

震し
ん

草
満
池
塘
水
満
陂 

草　

池ち

塘と
う

に
満み

ち　

水　

陂つ
つ
みに
満み

つ

山
銜
落
日
浸
寒
漪 

山　

落ら
く
じ
つ日
を
銜ふ
く

み　

寒か
ん

漪い

に
浸ひ
た

る

牧
童
帰
去
横
牛
背 

牧ぼ
く
ど
う童　

帰
り
去
り
て　

牛
の
背
に
横
た
わ
り

短
笛
無
腔
信
口
吹 

短た
ん

笛て
き　

腔こ
う

無
く　

口
に
信ま
か

せ
て
吹
く

【
詩
題
】
全
宋
詩

巻
三
五
九
四

村
晩
。

【
作
者
】
雷
震
は
南
宋
の
詩
人
。

【
詩
句
】
第
一
句

池
、
全
宋
詩

寒
。

【
大
意
】
の
ど
か
な
村
の
夕
暮
れ
の
情
景
を
う
た
う
。
草
は
池
の
ま
わ
り

に
生
い
茂
り
、
水
は
池
の
岸
ま
で
満
ち
て
い
る
。
山
の
か
げ
に
隠
れ
つ
つ

あ
る
夕
陽
は
、
冷
た
い
さ
ざ
波
に
そ
の
姿
を
映
し
て
い
る
。
仕
事
か
ら

帰
っ
て
来
た
牧
童
は
牛
の
背
中
に
す
わ
り
、
短
い
笛
を
、
こ
れ
と
い
っ
た

曲
調
も
な
く
、
口
ま
か
せ
に
吹
い
て
い
る
。

【
参
考
】
意
味
か
ら
す
る
と

帰
来

で
あ
る
べ
き
所
を

帰
去

と
す

る
の
は
、
平
仄
の
都
合
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
後
出
の
銭
起

帰
雁

の

飛
来

も
同
様
で
あ
る
。

【
韻
字
】
陂
、
漪
、
吹
（
上
平
四
支
）。

六
一　

茅
簷　
　
　
　

茅ぼ
う

簷え
ん　

　
　

王お
う

安あ
ん

石せ
き

茅
簷
常
掃
浄
無
苔 

茅
簷　

常
に
掃
き　

浄き
よ

ら
か
に
し
て
苔
無
し
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花
木
成
蹊
手
自
栽 

花か

木ぼ
く　

蹊こ
み
ちを

成
し　

手て
ず
か自

ら
栽う

う

一
水
護
田
将
緑
遶 

一い
っ

水す
い　

田で
ん

を
護ま
も

り　

緑
を
将ひ

き

い
て
遶め
ぐ

り

両
山
排
闥
送
青
来 

両り
ょ
う

山ざ
ん　

闥た
つ

を
排
し　

青
を
送
り
来
た
る

【
詩
題
】
全
宋
詩

巻
五
六
六

書
湖
陰
先
生
壁
二
首

其
一
。

【
作
者
】
王
安
石
は
既
出
。
北
宋
の
代
表
的
な
詩
人
。

【
詩
句
】
第
一
句

常
、
全
宋
詩

長
。
第
二
句

蹊
、
全
宋

詩

畦
。

【
大
意
】
隠
居
後
の
作
者
が
、
隣
人
の
隠
者
（
湖こ

陰い
ん

先
生
）
の
住
ま
い
を

う
た
う
。
茅か
や

の
軒の
き

端ば

は
い
つ
も
掃
除
さ
れ
、
こ
ざ
っ
ぱ
り
と
し
て
苔
も
生

え
て
い
な
い
。
花
の
咲
く
木
々
が
小
道
に
沿
っ
て
立
ち
並
ん
で
い
る
の

は
、
隠
者
が
手
ず
か
ら
植
え
た
も
の
。
ひ
と
筋
の
小
川
が
田
地
を
守
る
か

の
よ
う
に
緑
の
色
で
ま
わ
り
を
ぐ
る
っ
と
取
り
囲
み
、
家
の
門
を
が
ら
っ

と
開
け
れ
ば
、
二
つ
の
山
が
青
い
色
を
送
り
込
ん
で
来
る
。

【
韻
字
】
苔
、
栽
、
来
（
上
平
十
灰
）。

六
四　

黄
鶴
楼
聞
笛　
　

黄こ
う
か
く鶴

楼ろ
う

に
て
笛
を
聞
く　
　
　

李り

白は
く

一
為
遷
客
去
長
沙 

一
た
び
遷せ
ん

客か
く

と
為
り
て
長
ち
ょ
う

沙さ

を
去
り

西
望
長
安
不
見
家 

西
の
か
た
長
ち
ょ
う

安あ
ん

を
望
む
も　

家
を
見
ず

黃
鶴
楼
中
吹
玉
笛 

黄こ
う

鶴か
く

楼ろ
う

中ち
ゅ
う　

玉
ぎ
ょ
く

笛て
き

を
吹
く

江
城
五
月
落
梅
花 

江こ
う

城じ
ょ
う　

五
月　

落ら
く

梅ば
い

花か

【
詩
題
】
全
唐
詩

巻
一
八
二

与
史
郎
中
欽
聴
黄
鶴
楼
上
吹
笛
。
注

解

は

題
北
謝
碑

と
す
る
。
謝

は

榭

で
あ
ろ
う
が
、
わ
か

り
に
く
い
の
で

唐
詩
別
裁
集

の
詩
題
を
借
用
す
る
。

【
作
者
】
李
白
は
既
出
。
盛
唐
の
代
表
的
な
詩
人
。

【
詩
句
】
全
唐
詩

文
字
の
異
同
な
し
。

【
大
意
】
流
罪
の
身
と
な
っ
た
作
者
が
、
笛
の
音
を
聞
い
て
感
慨
を
催

す
。
ひ
と
た
び
流
罪
の
身
と
な
り
、
長
沙
に
向
か
う
賈か

誼ぎ

の
よ
う
に
夜や

郎ろ
う

へ
と
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
。
西
の
方
角
に
あ
る
長
安
を
眺
め
て
も
、
自

分
の
家
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
武ぶ

昌し
ょ
うの

黄
鶴
楼
の
中
で
、
美

し
い
笛
の
音
を
聴
い
て
い
る
。
長
江
の
ほ
と
り
の
町
で
、
真
夏
の
五
月
に

梅ば
い

花か

落ら
く

の
曲
を
。

【
補
足
】
前
漢
の
賈
誼
は
讒ざ
ん

言げ
ん

を
信
じ
た
皇
帝
に
う
と
ま
れ
、
長
沙
に
左

遷
さ
れ
た
。
こ
の
詩
で
李
白
は
自
分
を
賈
誼
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。

【
韻
字
】
沙
、
家
、
花
（
下
平
六
麻
）。

六
五　

題
淮
南
寺　
　

淮わ
い

南な
ん

の
寺
に
題
す　
　
　

程て
い

顥こ
う

南
去
北
来
休
便
休 

南
へ
去
り　

北
よ
り
来
た
り　

休
ま
ば
便す

な
わち
休
め

白
蘋
吹
尽
楚
江
秋 

白は
く

蘋ひ
ん　

吹
き
尽
く
さ
れ
て　

楚そ

江こ
う　

秋
な
り

道
人
不
是
悲
秋
客 

道ど
う

人じ
ん　

是
れ
秋
を
悲
し
む
の
客
な
ら
ず

一
任
晩
山
相
対
愁 

一
任
す　

晩ば
ん

山ざ
ん　

相あ
い

対た
い

し
て
愁
う
る
に

【
詩
題
】
全
宋
詩

巻
七
一
五

題
淮
南
寺
。
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【
作
者
】
程
顥
は
既
出
。
北
宋
の
代
表
的
な
儒
者
。

【
詩
句
】
全
宋
詩

文
字
の
異
同
な
し
。

【
大
意
】
秋
の
旅
の
感
慨
。
南
へ
北
へ
と
行
き
交
う
旅
人
た
ち
よ
、
休
み

た
け
れ
ば
休
ん
で
行
く
が
よ
い
。
白
い
花
を
咲
か
せ
る
浮
き
草
は
吹
き
尽

く
さ
れ
、
楚
の
国
の
川
の
ほ
と
り
の
秋
は
深
ま
る
。
だ
が
物
の
道
理
を
深

く
知
る
私
は
、
秋
を
悲
し
む
旅
人
で
は
な
い
。
日
暮
れ
時
の
山
々
が
向
か

い
合
っ
て
愁
い
悲
し
む
の
に
、
ま
か
せ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

【
韻
字
】
休
、
秋
、
愁
（
下
平
十
一
尤
）。

六
六　

秋
月　
　
　
　

秋
し
ゅ
う

月げ
つ　

　
　

朱し
ゅ

熹き

清
渓
流
過
碧
山
頭 

清せ
い

渓け
い　

流
れ
過
ぐ　

碧へ
き

山ざ
ん

の
頭ほ
と
り　

空
水
澄
鮮
一
色
秋 

空く
う

水す
い　

澄
ち
ょ
う

鮮せ
ん　

一い
っ

色し
ょ
くの
秋

隔
断
紅
塵
三
十
里 

紅こ
う

塵じ
ん

を
隔へ
だ

て
断た

つ
こ
と　

三
十
里

白
雲
紅
葉
両
悠
悠 

白は
く

雲う
ん　

紅こ
う

葉よ
う　

両ふ
た

つ
な
が
ら
悠ゆ

う
ゆ
う悠

【
詩
題
】
全
宋
詩

巻
二
三
八
四

入
瑞
巖
道
間
得
四
絶
句
呈
彦
集
充
父

二
兄

其
三
。

【
作
者
】
朱
熹
は
既
出
。
南
宋
の
代
表
的
な
儒
者
。
注
解

は
程
顥
と
す

る
が
、
全
宋
詩

に
従
う
。

【
詩
句
】
第
四
句

紅
、
全
宋
詩

黄
。
両
、
全
宋
詩

共
。

【
大
意
】
秋
の
山
旅
の
感
慨
を
う
た
う
。
清
ら
か
な
谷
川
は
、
青
々
と
し

た
山
の
す
ぐ
そ
ば
を
流
れ
て
行
く
。
空
も
水
も
澄
み
わ
た
り
、
一
面
の
秋

景
色
で
あ
る
。
俗
塵
に
ま
み
れ
た
世
の
中
を
、
は
る
か
遠
く
隔
て
る
こ
と

三
十
里
。
白
い
雲
と
赤
い
も
み
じ
は
、
ど
ち
ら
も
ゆ
っ
た
り
し
て
い
る
。

【
補
足
】
詩
題
は

秋
月

で
あ
る
が
、
う
た
わ
れ
て
い
る
の
は
日
中
の

情
景
で
あ
り
、
ど
こ
に
も
月
は
う
た
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
昔
の
旅

は
基
本
的
に
日
中
に
行
わ
れ
た
。
ひ
と
ま
ず

注
解

に
従
う
。

【
韻
字
】
頭
、
秋
、
悠
（
下
平
十
一
尤
）。

七
〇　

中
秋　
　
　
　

中
ち
ゅ
う

秋し
ゅ
う　

　
　

蘇そ
し
ょ
く軾

暮
雲
収
尽
溢
清
寒 

暮ぼ

雲う
ん　

収
ま
り
尽
く
し
て　

清せ
い

寒か
ん　

溢あ
ふ

る

銀
漢
無
声
転
玉
盤 

銀ぎ
ん
か
ん漢　

声
無
く　

玉
ぎ
ょ
く

盤ば
ん

を
転
ず

此
生
此
夜
不
長
好 

此
の
生　

此
の
夜　

長つ
ね

に
は
好よ
ろ

し
か
ら
ず

明
月
明
年
何
処
看 

明
月　

明
年　

何い
ず

れ
の
処と
こ
ろに
て
看み

ん

【
詩
題
】
全
宋
詩

巻
七
九
八

陽
関
詞
三
首

其
三

中
秋
月
。

【
作
者
】
蘇
軾
、
字
は
子し

瞻せ
ん

、
号
は
東と

う

坡ば

居こ

士じ

。
北
宋
の
代
表
的
な
詩

人
。
注
解

は
杜
牧
と
す
る
が
、
全
宋
詩

に
従
う
。

【
詩
句
】
全
宋
詩

文
字
の
異
同
な
し
。

【
大
意
】
中
秋
の
夜
に
、
月
を
見
な
が
ら
人
生
の
無
常
を
思
う
。
暮
れ
方

の
雲
は
す
っ
か
り
消
え
て
し
ま
い
、
清
ら
か
な
寒
気
が
満
ち
あ
ふ
れ
る
。

天
の
河
の
上
を
音
も
な
く
、
白
玉
の
盆
の
よ
う
な
月
が
こ
ろ
が
る
よ
う
に

移
っ
て
行
く
。
私
の
こ
の
一
生
も
、
こ
の
す
ば
ら
し
い
夜
も
、
い
つ
ま
で

も
良
い
ま
ま
で
は
あ
り
得
な
い
。
こ
の
明
月
を
来
年
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
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で
見
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

【
韻
字
】
寒
、
盤
、
看
（
上
平
十
四
寒
）。

七
一　

江
楼
有
感　
　

江こ
う

楼ろ
う

に
て
感
有
り　
　
　

趙
ち
ょ
う

蝦か

独
上
江
楼
思
悄
然 

独ひ
と

り
江こ
う

楼ろ
う

に
上の
ぼ

れ
ば　

思
い　

悄
し
ょ
う

然ぜ
ん

た
り

月
光
如
水
水
如
天 
月
光
は
水
の
如ご

と

く　

水
は
天
の
如ご

と

し

同
来
玩
月
人
何
在 
同と

も

に
来
た
り
月
を
玩

も
て
あ
そび

し
人
は
何い

ず

く
に
か
在あ

る

風
景
依
稀
似
去
年 

風
景　

依い

稀き

と
し
て
去
年
に
似
た
り

【
詩
題
】
全
唐
詩

巻
五
五
〇

江
楼
旧
感
。

【
作
者
】
趙
蝦
、
字
は
承
し
ょ
う

祐ゆ
う

。
晩
唐
の
詩
人
。

【
詩
句
】
第
一
句

悄
、
全
唐
詩

渺
。
第
三
句

玩
、
全
唐

詩

望
。
在
、
全
唐
詩

処
。

【
大
意
】
川
の
ほ
と
り
の
高
楼
に
登
り
、
昔
を
思
う
。
た
だ
一
人
、
川
辺

の
高
楼
に
の
ぼ
れ
ば
、
し
ん
み
り
し
た
気
持
ち
に
な
る
。
月
の
光
は
水
の

よ
う
に
澄
み
わ
た
り
、
川
の
水
は
大
空
の
よ
う
に
広
々
と
し
て
い
る
。
一

緒
に
こ
こ
に
来
て
月
を
め
で
楽
し
ん
だ
人
は
、
今
は
ど
こ
に
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
風
景
だ
け
は
ど
う
や
ら
去
年
と
同
じ
よ
う
に
見
え
る
の
だ
が
。

【
補
足
】
唐
詩
選

に
も
見
え
る
有
名
な
詩
で
あ
る
が
、
文
字
の
異
同
が

多
い
。

【
韻
字
】
然
、
天
、
年
（
下
平
一
先
）。

七
二　

西
湖　
　
　
　

西せ
い

湖こ　
　
　

林り
ん

升し
ょ
う　

山
外
青
山
楼
外
楼 

山さ
ん

外が
い

の
青せ
い

山ざ
ん　

楼ろ
う

外が
い

の
楼ろ
う

西
湖
歌
舞
幾
時
休 

西せ
い

湖こ

の
歌か

舞ぶ　

幾い

つ時
か
休や

ま
ん

暖
風
薫
得
遊
人
酔 

暖だ
ん

風ぷ
う　

遊ゆ
う

人じ
ん

を
薫く
す
ぶり
得
て
酔
わ
し
め

直
把
杭
州
作

州 

直た
だ

ち
に
杭こ
う

州し
ゅ
うを
把と

り
て
べ
ん

州し
ゅ
うと
作な

す

【
詩
題
】
全
宋
詩

巻
二
六
七
六

題
臨
安
邸
。
臨
安
は
現
在
の
浙
江

省
杭
州
。
南
宋
の
行
在
所
。
そ
こ
の
邸
（
旅
館
）
の
壁
に
書
き
つ
け
た

詩
、
の
意
。

【
作
者
】
林
升
、
字
は
夢ぼ

う

屏へ
い

。
南
宋
の
詩
人
。
注
解

は
林
洪
と
す
る

が
、
全
宋
詩

に
従
う
。

【
詩
句
】
全
宋
詩

文
字
の
異
同
な
し
。

【
大
意
】
失
地
回
復
を
忘
れ
、
遊
宴
に
ふ
け
る
南
宋
の
為
政
者
た
ち
を
風

刺
す
る
。
こ
こ
杭
州
は
青
い
山
の
向
こ
う
に
ま
た
青
い
山
が
あ
り
、
高
楼

の
向
こ
う
に
ま
た
高
楼
が
あ
る
。
西
湖
で
に
ぎ
や
か
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る

歌
や
踊
り
は
、
一
体
い
つ
終
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
た
た
か
い
風
に
吹
か

れ
て
行
楽
客
た
ち
は
す
っ
か
り
酔
い
心
地
に
な
り
、
こ
の
杭
州
を
、
た
だ

も
う
旧
都
の

州
（
開
封
）
と
同
一
に
見
な
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

【
補
足
】
宋
（
北
宋
）
は
都
の
開
封
を
異
民
族
に
攻
め
落
と
さ
れ
、
南
の

杭
州
に
遷
っ
た
。
最
初
は
失
地
回
復
を
掲
げ
て
い
た
が
、
和
議
（
講
和
条

約
）
に
よ
っ
て
と
も
か
く
も
安
定
が
得
ら
れ
る
と
、
そ
の
抗
戦
の
意
志
は

徐
々
に
ト
ー
ン
ダ
ウ
ン
し
て
行
く
。
結
局
志
を
果
た
せ
ぬ
ま
ま
、
最
後
は
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モ
ン
ゴ
ル
の
元
に
滅
ぼ
さ
れ
た
。

【
韻
字
】
楼
、
休
、
州
（
下
平
十
一
尤
）。

七
六　

水
亭　
　
　
　

水す
い

亭て
い　

　
　

蔡さ
い

確か
く

紙
屏
石
枕
竹
方
床 

紙
の
屏お
お
い　

石
の
枕　

竹
の
方ほ
う

床し
ょ
う　

手
倦
抛
書
午
夢
長 
手　

倦う

み　

書
を
抛な

げ
うち　

午ご

夢む　

長
し

睡
起
莞
然
成
独
笑 
睡ね

む

り
よ
り
起
き　

莞か
ん

然ぜ
ん

と
し
て
独ど

く

笑し
ょ
うを

成な

す

数
声
漁
笛
在
滄
浪 

数す
う

声せ
い

の
漁ぎ

ょ

笛て
き　

滄そ
う

浪ろ
う

に
在あ

り

【
詩
題
】
全
宋
詩

巻
七
八
三

夏
日
登
車
蓋
亭
十
絶

其
四
。
車
蓋
亭

は
湖
北
省
安
陸
に
あ
っ
た
亭
の
名
。

【
作
者
】
蔡
確
、
字
は
持じ

正せ
い

。
北
宋
の
詩
人
。

【
詩
句
】
全
宋
詩

文
字
の
異
同
な
し
。

【
大
意
】
水
辺
の
あ
ず
ま
や
で
く
つ
ろ
ぐ
詩
人
の
姿
を
う
た
う
。
紙
の
屏

風
で
ま
わ
り
を
囲
み
、
石
の
枕
に
頭
を
の
せ
、
竹
製
の
四
角
い
寝
床
に
横

に
な
る
。
手
が
疲
れ
た
の
で
書
物
を
ほ
う
り
投
げ
、
い
い
気
持
ち
に
な
っ

て
ぐ
っ
す
り
と
眠
り
、
昼
寝
の
夢
を
楽
し
む
。
眠
り
か
ら
覚
め
て
起
き
、

に
っ
こ
り
と
一
人
で
笑
う
。
漁
船
の
合
図
の
笛
の
音
が
数
回
、
青
い
波
の

上
か
ら
聞
こ
え
て
来
る
。

【
補
足
】
作
者
は
左
遷
先
で
こ
の
詩
を
作
り
、
そ
の
内
容
が
取
り
沙
汰
さ

れ
て
更
に
遠
隔
の
地
に
追
い
や
ら
れ
た
。
謹
慎
中
の
身
な
の
に
、
何
を
一

人
で
笑
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

【
韻
字
】
床
、
長
、
浪
（
下
平
七
陽
）。

七
八　

竹
楼　
　
　
　

竹ち
く

楼ろ
う　

　
　

李り

嘉か

祐ゆ
う

傲
吏
身
閑
笑
五
侯 

傲ご
う

吏り　

身
は
閑
に
し
て
五ご

侯こ
う

を
笑
い

西
江
取
竹
起
高
楼 

西せ
い

江こ
う

よ
り
竹
を
取
り　

高こ
う

楼ろ
う

を
起た

つ

南
風
不
用
蒲
葵
扇 

南な
ん

風ぷ
う　

用も
ち

い
ず　

蒲ほ

葵き

の
扇

紗
帽
閑
眠
対
水
鷗 

紗し
ゃ

帽ぼ
う　

閑か
ん

眠み
ん

し
て
水す

い

鷗お
う

に
対
す

【
詩
題
】
全
唐
詩

巻
二
〇
七

寄
王
舎
人
竹
楼
。

【
作
者
】
李
嘉
祐
、
字
は
従
じ
ゅ
う

一い
つ

。
中
唐
の
詩
人
。

【
詩
句
】
全
唐
詩

文
字
の
異
同
な
し
。

【
大
意
】
竹
で
楼
閣
を
作
り
、
そ
の
中
で
く
つ
ろ
ぐ
姿
を
う
た
う
。
世
事

に
超
然
と
し
た
小
役
人
は
仕
事
も
少
な
く
閑
暇
で
、
五
人
の
貴
顕
な
ど
も

の
と
も
せ
ず
、
西
江
か
ら
竹
を
切
っ
て
来
て
高
い
楼
閣
を
建
て
た
。
夏
の

風
が
吹
い
て
来
て
も
、
ビ
ロ
ウ
の
扇
を
用
い
る
必
要
は
な
い
。
紗
の
帽
子

を
か
ぶ
っ
て
静
か
に
眠
り
、
水
に
浮
か
ぶ
カ
モ
メ
に
向
き
合
っ
て
い
る
。

【
補
足
】
蒲
葵
（
ビ
ロ
ウ
）
は
、
ヤ
シ
科
の
常
緑
高
木
。
そ
の
葉
を
扇
に

す
る
の
で
あ
ろ
う
。

【
韻
字
】
侯
、
楼
、
鷗
（
下
平
十
一
尤
）。
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八
〇　

観
書
有
感　
　

書
を
観み

て
感
有
り　
　
　

朱し
ゅ

熹き

半
畝
方
塘
一
鑑
開 

半は
ん

畝ぽ

の
方ほ
う

塘と
う　

一い
っ

鑑か
ん　

開
き

天
光
雲
影
共
徘
徊 

天て
ん

光こ
う　

雲う
ん

影え
い　

共
に
徘は

い

徊か
い

す

問
渠
那
得
清
如
許 

渠か
れ

に
問
う　

那な
ん

ぞ
清
き
こ
と
許か
く

の
如ご
と

く
な
る
を
得

た
る
と

為
有
源
頭
活
水
来 
源げ

ん

頭と
う

よ
り
活か

っ

水す
い

の
来
た
る
こ
と
有
る
が
為た

め

な
り

【
詩
題
】
全
宋
詩

巻
二
三
八
四

観
書
有
感
二
首

其
一
。

【
作
者
】
朱
熹
は
既
出
。
南
宋
の
代
表
的
な
儒
者
。

【
詩
句
】
全
宋
詩

文
字
の
異
同
な
し
。

【
大
意
】
読
書
に
お
け
る
感
慨
。
小
さ
な
四
角
い
形
の
池
に
張
っ
た
水

は
、
あ
た
か
も
鏡
の
ふ
た
を
開
け
た
よ
う
。
そ
の
水
面
に
は
空
の
光
と
雲

の
影
が
共
に
映
し
出
さ
れ
、
ゆ
っ
く
り
動
い
て
い
る
。
池
の
水
に

ど
う

し
て
そ
ん
な
に
清
ら
か
で
い
ら
れ
る
の
か

と
た
ず
ね
た
と
こ
ろ
、
水

源
か
ら
い
つ
も
新
鮮
な
水
が
流
れ
て
来
る
か
ら
だ

と
答
え
た
。

【
補
足
】
読
書
が
有
益
で
あ
る
こ
と
を
、
比
喩
を
用
い
て
う
た
う
。
小
さ

な
四
角
い
池
は
書
物
を
た
と
え
る
。
流
れ
て
来
る
新
鮮
な
水
は
、
儒
学
の

正
統
の
教
え
の
た
と
え
。

【
韻
字
】
開
、
徊
、
来
（
上
平
十
灰
）。

八
一　

泛
舟　
　
　
　

舟ふ
ね

を
泛う

か
ぶ　
　
　

朱
熹

昨
夜
江
辺
春
水
生 

昨
夜　

江こ
う

辺へ
ん　

春
水　

生
じ

艨
艟
巨
艦
一
毛
軽 

艨も
う

艟ど
う　

巨き
ょ

艦か
ん　

一い
ち

毛も
う

の
ご
と
く
軽
し

向
来
枉
費
推
移
力 

向き
ょ
う

来ら
い　

枉ま

げ
て
推
移
の
力
を
費
や
せ
る
に

此
日
中
流
自
在
行 

此
の
日　

中
流
を
自
在
に
行
く

【
詩
題
】
全
宋
詩

二
三
八
四

観
書
有
感
二
首

其
二
。

【
作
者
】
朱
熹
は
既
出
。
南
宋
の
代
表
的
な
儒
者
。

【
詩
句
】
第
二
句

艨
艟
、
全
宋
詩

蒙
衝
。

【
大
意
】
前
詩
と
同
じ
く
、
読
書
に
お
け
る
感
慨
を
う
た
う
。
昨
夜
、
川

辺
に
春
の
水
が
わ
い
て
来
た
。
お
か
げ
で
軍
艦
の
よ
う
に
大
き
な
船
も
、

ひ
と
す
じ
の
髪
の
毛
の
よ
う
に
軽
々
と
水
に
浮
か
ぶ
。
こ
れ
ま
で
前
へ
進

も
う
と
す
る
力
を
無
駄
に
費
や
し
て
き
た
が
（
う
ん
う
ん
う
な
っ
て
も
前

に
進
ま
な
か
っ
た
が
）、
今
日
は
流
れ
の
中
を
自
由
自
在
に
進
ん
で
行
く

こ
と
が
で
き
る
。

【
補
足
】
八
〇
と
連
作
。
十
分
な
水
が
あ
れ
ば
重
い
軍
艦
も
水
に
浮
か
ぶ

よ
う
に
、
十
分
な
知
識
が
蓄
積
さ
れ
、
し
か
る
べ
き
時
が
来
れ
ば
、
学
問

は
お
の
ず
と
は
か
ど
る
こ
と
を
た
と
え
る
。

【
韻
字
】
生
、
軽
、
行
（
下
平
八
庚
）。
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八
二　

冷
泉
亭　
　
　

冷れ
い

泉せ
ん

亭て
い　

　
　

林り
ん

稹し
ん

一
泓
清
可
沁
詩
脾 

一い
ち

泓お
う　

清
く
し
て
詩し

ひ脾
に
沁し

む
べ
し

冷
暖
年
来
只
自
知 

冷れ
い

暖だ
ん　

年ね
ん
ら
い来　

只た

だ
自み
ず
から
知
る

流
向
西
湖
載
歌
舞 

流
れ
て
西せ
い

湖こ

に
向
か
い　

歌か

ぶ舞
を
載の

せ

回
頭
不
似
在
山
時 

頭こ
う
べを
回め
ぐ

ら
せ
ば　

是こ

れ
山
に
在あ

る
時
に
似
ず

【
詩
題
】
全
宋
詩

巻
一
〇
三
一

冷
泉
。
冷
泉
亭
は
杭
州
の
西
湖
の

ほ
と
り
に
あ
る
。

【
作
者
】
林
稹
、
字
は
丹た
ん

山ざ
ん

。
北
宋
の
詩
人
。
注
解

は
林
洪
と
す
る

が
、
全
宋
詩

に
従
う
。

【
詩
句
】
全
宋
詩

文
字
の
異
同
な
し
。

【
大
意
】
西
湖
の
冷
泉
亭
か
ら
流
れ
出
る
水
を
う
た
う
。
深
く
清
ら
か
な

泉
の
水
は
、
そ
れ
を
飲
む
と
詩
人
の
心
に
し
み
わ
た
る
。
し
か
し
そ
の
寒

暖
の
変
化
は
、
来
る
年
も
来
る
年
も
た
だ
泉
の
水
自
身
が
知
る
ば
か
り

（
ま
だ
世
に
知
ら
れ
ず
孤
独
で
あ
る
）。
そ
れ
が
、
西
湖
に
流
れ
出
て
歌
舞

音
曲
の
船
を
載
せ
る
よ
う
に
な
り
、
ふ
と
ふ
り
返
っ
て
み
る
と
、
も
は
や

以
前
山
に
あ
っ
た
時
の
よ
う
な
清
ら
か
さ
は
失
わ
れ
て
い
る
の
だ
。

【
補
足
】
世
俗
と
交
わ
る
こ
と
で
純
粋
な
初
心
が
失
わ
れ
る
こ
と
を
、
泉

の
水
に
た
と
え
て
う
た
う
。

【
韻
字
】
脾
、
知
、
時
（
上
平
四
支
）。

八
三　

冬
景　
　
　
　

冬と
う

景け
い　

　
　

蘇そ

軾し
ょ
く　

荷
尽
已
無
擎
雨
蓋 

荷は
す

は
尽
き
て　

已す
で

に
雨
に
擎さ
さ

ぐ
る
の
蓋か
さ

無
く

菊
残
猶
有
傲
霜
枝 

菊
は
残そ
こ

な
わ
る
る
も　

猶な

お
霜
に
傲お
ご

る
の
枝
有
り

一
年
好
景
君
須
記 

一
年
の
好こ
う
け
い景　

君　

須す
べ
から
く
記
す
べ
し

最
是
橙
黄
橘
緑
時 

最
も
是こ

れ　

橙と
う

は
黄
に　

橘き
つ

は
緑
な
る
時

【
詩
題
】
全
宋
詩

巻
八
一
五

贈
劉
景
文
。
劉

り
ゅ
う

景け
い

文ぶ
ん

は
前
出
の
劉

り
ゅ
う

季き

孫そ
ん

（
二
七
参
照
）
の
こ
と
。

【
作
者
】
蘇
軾
は
既
出
。
北
宋
の
代
表
的
な
詩
人
。

【
詩
句
】
第
四
句

最
、
全
宋
詩

正
。

【
大
意
】
晩
秋
か
ら
初
冬
に
か
け
て
の
情
景
に
託
し
て
、
老
境
を
迎
え
た

友
人
を
励
ま
す
。
ハ
ス
は
す
っ
か
り
枯
れ
て
、
雨
を
さ
え
ぎ
る
大
き
な
傘

の
よ
う
な
葉
は
も
う
な
い
。
菊
は
し
お
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
霜
に
打
た
れ

て
も
び
く
と
も
し
な
い
茎
は
ま
だ
あ
る
。
一
年
で
最
も
す
ば
ら
し
い
情
景

を
、
貴
君
、
是
非
心
に
と
め
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
れ
は
、
ユ
ズ
は
黄
色

く
な
り
、
タ
チ
バ
ナ
は
ま
だ
緑
色
の
今
の
季
節
な
の
だ
。

【
韻
字
】
枝
、
時
（
上
平
四
支
）。

八
七　

梅　
　
　
　
　

梅う
め　

　
　

王お
う

淇き

不
受
塵
埃
半
点
侵 

受
け
ず　

塵じ
ん
あ
い埃

の
半は
ん
て
ん点

も
侵お
か

す
を

竹
籬
茅
舎
自
甘
心 

竹ち
く

籬り　

茅ぼ
う

舎し
ゃ　

自み
ず
から

心
に
甘
ん
ず
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只
因
誤
識
林
和
靖 

只た

だ
誤
り
て
林り

ん

和な

靖せ
い

に
識し

ら
る
る
に
因よ

り

惹
得
詩
人
説
到
今 

惹ひ

き
得
た
り　

詩
人
の
説
き
て
今
に
到い

た

る
を

【
詩
題
】
全
宋
詩

巻
三
五
二
一

梅
。

【
作
者
】
王
淇
は
既
出
。
南
宋
末
の
詩
人
。

【
詩
句
】
全
宋
詩

文
字
の
異
同
な
し
。

【
大
意
】
梅
の
花
を
う
た
う
。
高
潔
な
梅
の
花
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
ば
か
り

の
塵
ほ
こ
り
も
わ
が
身
に
受
け
付
け
ず
、
竹
の
垣
根
に
囲
ま
れ
た
あ
ば
ら

屋
に
生
え
て
も
、
そ
れ
に
甘
ん
じ
て
い
る
。
た
だ
、
間
違
っ
て
林り

ん

逋ぽ

と
知

り
あ
い
に
な
っ
た
ば
か
り
に
、
今
日
に
至
る
ま
で
数
知
れ
な
い
詩
人
た
ち

に
う
た
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。（
そ
れ
は
決
し
て
梅
の
本
意

で
は
な
い
の
だ
。）

【
補
足
】
林
逋
（
林
和
靖
）
は
北
宋
の
隠
逸
詩
人
。
梅
を
こ
よ
な
く
愛
し

た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
代
表
作
は
七
言
律
詩

山
園
の
小
梅
。

【
韻
字
】
侵
、
心
、
今
（
下
平
十
二
侵
）。

九
〇　

雪
梅　
　
　
　

雪せ
つ

梅ば
い　

　
　

方ほ
う

岳が
く

有
梅
無
雪
不
精
神 

梅
有
り
て
雪
無
け
れ
ば　

精
神
な
ら
ず

有
雪
無
詩
俗
了
人 

雪
有
り
て
詩
無
け
れ
ば　

人
を
俗ぞ

く

了り
ょ
うす

日
暮
詩
成
天
又
雪 

日に
ち

暮ぼ　

詩　

成
り　

天　

又
た
雪
ふ
る

与
梅
并
作
十
分
春 

梅
と
并あ
わ

せ
て
作な

す　

十
分
の
春

【
詩
題
】
全
宋
詩

巻
三
一
九
九

梅
花
十
絶

其
九
。
注
解

〔
雪

梅
〕
又
。

【
作
者
】
方
岳
、
字
は
巨き
ょ
ざ
ん山
、
号
は
秋
し
ゅ
う

崖が
い

。
南
宋
の
詩
人
。
注
解

は

盧
梅
坡
と
す
る
が
、
全
宋
詩

に
従
う
。

【
詩
句
】
第
三
句

日
、
全
宋
詩

薄
。
第
四
句

并
、
全
宋

詩

併
。

【
大
意
】
春
を
迎
え
る
に
は
梅
と
雪
と
詩
の
三
つ
が
欠
か
せ
な
い
こ
と
を

う
た
う
。
梅
が
あ
っ
て
も
雪
が
な
け
れ
ば
、
ど
う
も
パ
ッ
と
し
な
い
。
雪

が
あ
っ
て
も
詩
が
な
け
れ
ば
、
人
が
野
暮
っ
た
く
な
る
。
日
暮
れ
時
に

な
っ
て
詩
が
出
来
上
が
り
、
空
か
ら
雪
も
降
っ
て
来
た
。
梅
と
あ
わ
せ

て
、
こ
れ
で
十
分
に
春
と
な
っ
た
。

【
韻
字
】
神
、
人
、
春
（
上
平
十
一
真
）。

九
二　

秦
淮
夜
泊　
　

秦し
ん

淮わ
い

に
夜
泊
す　
　
　

杜と

牧ぼ
く

煙
籠
寒
水
月
籠
沙 

煙
は
寒か

ん

水す
い

を
籠こ

め　

月
は
沙す

な

を
籠こ

む

夜
泊
秦
淮
近
酒
家 

夜　

秦し
ん

淮わ
い

に
泊
す
れ
ば　

酒し
ゅ

家か

に
近
し

商
女
不
知
亡
国
恨 

商し
ょ
う

女じ
ょ

は
知
ら
ず　

亡ぼ
う

国こ
く

の
恨う
ら

み

隔
渓
猶
唱
後
庭
花 

渓か
わ

を
隔
て
て
猶な

お
唱う
た

う　

後こ
う

庭て
い

花か

【
詩
題
】
全
唐
詩

巻
五
二
三

泊
秦
淮
。

【
作
者
】
杜
牧
、
字
は
牧ぼ

く

之し

。
晩
唐
の
代
表
的
な
詩
人
。

【
詩
句
】
第
四
句

渓
、
全
唐
詩

江
。
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【
大
意
】
盛
り
場
の
夜
の
情
景
を
う
た
う
。
夕
も
や
は
冷
た
い
水
の
上
に

た
ち
こ
め
、
月
の
光
は
水
辺
の
砂
を
照
ら
す
。
夜
、
南
京
の
秦
淮
河
に
小

舟
を
停
泊
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
妓ぎ

楼ろ
う

の
近
く
で
あ
っ
た
。
妓
女
た
ち
は
亡
国

の
恨
み
も
知
る
ま
い
に
、
川
の
向
こ
う
で
今
で
も
な
お
陳ち
ん

の
後こ
う

主し
ゅ

が
作
っ

た

玉
ぎ
ょ
く

樹じ
ゅ

後こ
う

庭て
い

花か

を
歌
っ
て
い
る
。

【
補
足
】
南
京
は
、
南
北
朝
時
代
、
南
朝
の
歴
代
王
朝
が
都
を
置
い
た

町
。
陳
の
後
主
は
南
朝
最
後
の
君
主
。
そ
の

玉
樹
後
庭
花

は
後
宮
の

女
性
の
美
し
さ
を
う
た
っ
た
詩
で
、
陳
が
滅
び
た
結
果
、
亡
国
の
詩
と
し

て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

【
韻
字
】
沙
、
家
、
花
（
下
平
六
麻
）。

九
三　

帰
雁　
　
　
　

帰き

雁が
ん　

　
　

銭せ
ん

起き

瀟
湘
何
事
等
閑
回 

瀟し
ょ
う

湘し
ょ
う　

何
事
ぞ　

等と
う

閑か
ん

に
回か
え

る

水
碧
沙
明
両
岸
苔 

水
は
碧み

ど
りに　

沙す
な

は
明
ら
か
に　

両
り
ょ
う

岸が
ん

は
苔
む
せ

る
に

二
十
五
絃
弾
夜
月 

二に

十じ
ゅ
う

五ご

絃げ
ん　

夜や

月げ
つ

に
弾
ず
れ
ば

不
勝
清
怨
却
飛
来 

清せ
い

怨え
ん

に
勝た

え
ず　

却か
え

っ
て
飛
来
す

【
詩
題
】
全
唐
詩

巻
二
三
九

帰
雁
。

【
作
者
】
銭
起
、
字
は
仲
ち
ゅ
う

文ぶ
ん

。
中
唐
の
詩
人
で
大た
い

暦れ
き

十じ
ゅ
っ

才さ
い

子し

の
一
人
。

【
詩
句
】
第
三
句

絃
、
全
唐
詩

弦
。

【
大
意
】
北
へ
帰
る
渡
り
鳥
の
雁
を
う
た
う
。
雁
に

ど
う
し
て
こ
の
美

し
い
瀟
湘
の
地
を
離
れ
て
、
そ
そ
く
さ
と
北
へ
帰
っ
て
行
く
の
か
。
川
の

水
は
み
ど
り
に
澄
み
、
岸
の
白
砂
は
明
る
く
輝
き
、
川
の
両
岸
に
は
苔
が

生
え
て
い
る
の
に

と
た
ず
ね
た
と
こ
ろ
、
雁
は

月
夜
に
湘

し
ょ
う

水す
い

の
女

神
が
二
十
五
弦
の
大
琴
を
奏
で
、
そ
の
音
色
が
あ
ま
り
に
も
の
悲
し
い
の

で
、
北
へ
飛
び
帰
る
の
だ

と
答
え
た
。

【
韻
字
】
回
、
苔
、
来
（
上
平
十
灰
）。

九
四　

題
壁　
　
　
　

壁
に
題
す　
　
　

無む

名め
い

氏し

一
団
芳
草
乱
蓬
蓬 

一い
ち

団だ
ん

の
芳ほ
う

草そ
う　

乱
れ
て
蓬ほ

う

蓬ほ
う

た
る
も

驀
地
焼
天
驀
地
空 

驀に
わ

か
に
天
を
焼
き　

驀に
わ

か
に
空む
な

し

争
似
満
炉

榾
柮 

争い
か

で
か
似
ん　

炉ろ

に
満み

つ
る
わ
い

榾こ
つ

柮と
つ

の

漫
騰
騰
地
暖
烘
烘 

漫ま
ん

な
る
こ
と
騰と
う
と
う騰
と
し
て　

暖
か
き
こ
と
烘こ
う
こ
う烘
た

る
に

【
詩
題
】
全
宋
詩

巻
三
七
三
七

題
峻
極
中
院
法
堂
壁
。

【
作
者
】
こ
の
詩
は

全ぜ
ん

唐と
う

詩し

続ぞ
く

補ほ

遺い

に
五
代
・
韋い

縠こ
く

の
作
品
と
し
て

見
え
る
。
銭せ
ん

鍾し
ょ
う

書し
ょ

宋そ
う

詩し

紀き

事じ

補ほ

正せ
い

（
遼
寧
人
民
出
版
社
、
遼
海
出
版

社
、
二
〇
〇
三
年
）
第
十
二
冊
五
九
九
八
頁
参
照
。

【
詩
句
】
第
三
句

柮
、
全
宋
詩

𣔻

。
第
四
句

暖
、
全
宋

詩

熱
。

【
大
意
】
お
寺
の
壁
に
書
き
つ
け
た
詩
。
ひ
と
か
た
ま
り
の
茅
草
は
ぼ
う

ぼ
う
と
乱
れ
て
い
る
が
、
火
を
つ
け
れ
ば
一
瞬
で
燃
え
上
が
り
、
ま
た
一
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瞬
で
消
え
て
し
ま
う
。
囲
炉
裏
に
い
っ
ぱ
い
の
木
の
根
っ
こ
が
埋う

ず

み
火
の

中
で
ゆ
っ
く
り
じ
っ
く
り
燃
え
て
、
ぽ
か
ぽ
か
と
あ
た
た
か
い
の
に
、
ど

う
し
て
似
て
い
よ
う
か
。

【
補
足
】
一
瞬
で
燃
え
上
が
り
ま
た
消
え
る
炎
は
、
つ
か
の
間
の
栄
達
を

き
わ
め
、
た
だ
ち
に
身
を
滅
ぼ
す
者
の
た
と
え
。
地
味
で
も
長
持
ち
す
る

方
が
い
い
と
い
う
、
処
世
訓
の
詩
。

【
韻
字
】
蓬
、
空
、
烘
（
上
平
一
東
）。

　

以
上
、
前
回
の
拙
稿
と
あ
わ
せ
て

千
家
詩

の
七
言
絶
句
九
十
四
首

を
と
も
か
く
も
一
通
り
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
我
な
が
ら
い
か
に
も

荒
削
り
な
も
の
で
あ
り
、
細
部
に
更
に
検
討
を
要
す
る
点
は
多
々
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
よ
り
完
成
度
の
高
い
訳
注
を
仕
上
げ
る
こ
と
は
今
後
の
課
題

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

最
後
に
、
こ
れ
ら
の
詩
を
概
観
し
て
気
づ
い
た
こ
と
を
簡
単
に
記
し
て

お
く
。
今
回
紹
介
し
た
の
は
す
べ
て

分
門
纂
類
唐
宋
時
賢
千
家
詩
選

（
以
下

分
門

と
略
記
）
に
見
え
な
い
詩
で
あ
る
が
、
大
ま
か
に
二
つ

に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ま
ず
一
つ
は
、
分
門

の
詩
と
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
差
異
の
認
め
ら
れ

な
い
詩
。
仮
に

分
門

に
含
ま
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
さ
ほ
ど
違
和
感

の
な
い
詩
で
あ
る
。
た
と
え
ば
韓
愈
の

初
春
小
雨
（
〇
六
）
や
司
馬

光
の

客
中
初
夏
（
四
九
）
な
ど
は

分
門

の

時
令
門
（
季
節
の

詩
）
に
、
王
安
石
の

元
日
（
〇
七
）
や
蘇
軾
の

中
秋
（
七
〇
）

な
ど
は
同
書
の

節
候
門
（
節
日
の
詩
）
に
そ
れ
ぞ
れ
含
ま
れ
て
い
た

と
し
て
も
、
決
し
て
不
自
然
で
は
あ
る
ま（
）い。

こ
れ
ら
は
言
わ
ば

分

門

の
本
来
の
あ
り
方
に
沿
っ
た
自
然
な
拡
充
と
言
え
よ
う
。

　

も
う
一
つ
は
、
こ
れ
と
は
対
照
的
に

分
門

の
諸
作
品
と
は
や
や
異

質
な
詩
で
あ
る
。

　

そ
の
第
一
は
、
程
顥
（
〇
一
、
六
五
）、
朱
熹
（
〇
二
、
八
〇
、
六

六
、
八
一
）、
張

（
〇
九
）、
葉
采
（
四
二
）
と
い
っ
た
宋
代
の
儒
者
た

ち
の
詩
で
あ
る
。
彼
ら
は
も
と
よ
り
碩せ

き
が
く学

で
あ
ろ
う
が
、
必
ず
し
も
本
職

の
詩
人
で
は
な
い
。
彼
ら
の
詩
が

千
家
詩

に
加
え
ら
れ
た
こ
と
は
、

こ
の
書
物
に
漂
う
道
学
臭
の
一
代
源
泉
と
な
っ
て
い
る
か
に
思
わ
れ
る
。

特
に
朱
熹
や
葉
采
の

読
書
治
学

に
関
す
る
詩
は
、
そ
の
こ
と
を
強
く

感
じ
さ
せ
る
。

　

第
二
は
、
あ
る
種
の
世
俗
的
な
教
訓
の
詩
、
も
し
く
は
陳
腐
な
道
理
を

説
く
詩
で
あ
る
。
た
と
え
ば
林
升
（
七
二
）、
林
稹
（
八
二
）、
王
淇
（
八

七
）、
無
名
氏
（
九
四
）
な
ど
の
作
品
は

千
家
詩

の
世
俗
的
な
性
格

を
一
層
強
め
る
と
同
時
に
、
こ
れ
ら
ほ
ぼ
無
名
の
小
詩
人
の
作
品
が
錚そ

う
そ
う錚

た
る
大
家
の
名
作
と
入
り
混
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
書
の
玉
石
混
淆
な

印
象
を
い
や
増
す
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

　

第
三
に
、
李
白
の
詩
三
首
（
一
四
、
二
六
、
六
四
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
人
口
に
膾か
い
し
ゃ炙
し
た
名
作
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
分

門

に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
杜
甫
と
並
ん
で
盛
唐
を
代
表
す
る
李
白
は

そ
れ
こ
そ

錚
錚
た
る
大
家

で
あ
る
が
、
分
門

は
南
宋
後
期
の
一
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般
人
向
け
に
編
ま
れ
た
作
詩
の
参
考
書
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
自
由
奔
放
な

天
才
詩
人
の
作
品
は
お
手
本
に
は
向
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
敬
遠
さ
れ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

以
上
の
よ
う
な
拡
充
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
、
千
家
詩

は

分
門

を
一
応
そ
の
基
礎
と
し
つ
つ
も
、
分
門

と
は
い
さ
さ
か
異
な
る
様
相

を
呈
す
る
に
至
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
層
そ
の
雑
居
性
（
良
く
言
え
ば
多

様
性
）
を
増
し
、
単
一
の
尺
度
で
は
計
り
切
れ
な
い
複
雑
な
様
相
を
呈
す

る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
現
段
階
で
言
え
る
の
は
こ
の
程
度
の
こ

と
で
あ
る
が
、
現
在
の
よ
う
な

千
家
詩

が
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ

れ
て
行
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
更
に
探
求
を
継
続
し
て
行
き
た
い
。

　

こ
の
他
、
今
後
の
課
題
と
し
て
、
千
家
詩

所
収
の
七
言
律
詩
な
ど

そ
の
他
の
形
式
の
作
品
に
つ
い
て
も
七
言
絶
句
と
同
様
の
探
求
を
行
う
こ

と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
微
力
の
身
で
ど
こ
ま
で
具
体
化
で
き
る
か
わ
か
ら
な

い
が
、
千
家
詩

と
の
か
か
わ
り
は
こ
れ
か
ら
も
続
い
て
い
く
こ
と
で

あ
ろ
う
。
今
回
は
ひ
と
ま
ず
こ
の
辺
で
筆
を
擱
く
こ
と
に
し
た
い
。

（

）  

分
門

の
分
類
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

分
門
纂
類
唐
宋
時
賢
千
家
詩

選

所
収
の

千
家
詩

七
言
絶
句
（
言
語
と
文
化

第
四
十
五
号
）

参
照
。

お
わ
び
と
訂
正

　

言
語
と
文
化

第
四
十
三
号
（
二
〇
二
〇
年
七
月
）
に
発
表
し
た
拙
稿

千
家
詩

所
収
作
品
の
日
本
に
お
け
る
紹
介
状
況
│
七
言
の
作
品
を
中
心
に

│

一
三
八
頁
下
段
に
【
宋
】
杜
牧

と
あ
る
の
は
、
【
唐
】
杜
牧

の
誤

り
で
す
。
ま
た
一
二
九
頁
上
段
に

松
浦

続
鑑
賞
辞
典

と
あ
る
の
は

松

浦

続
解
釈
辞
典

の
誤
り
で
す
。
お
わ
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。
千
家
詩

は
も
と
よ
り
問
題
点
の
多
い
テ
キ
ス
ト
で
す
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
研
究
す
る

側
に
ミ
ス
が
あ
っ
て
よ
い
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
気
を
引
き
締
め
て
作
業
に

あ
た
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。


