
古
人
へ
の
唱
和

一
二
九

本
稿
は
蘇
軾
（
一
〇
三
七
〜
一
一
〇
一
）
の
代
表
的
な
著
述
で
あ
る
一
連
の
「
和

陶
詩
」
を
中
心
に
、
古
人
へ
の
唱
和
詩
に
つ
い
て
檢
討
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
蘇
轍
の
「
子
瞻
の
和
陶
淵
朙
詩
集
の
引
」（『
欒
城
後
集
』
卷
二
一
（
（
（

）
に
據

れ
ば
、
蘇
軾
は
彼
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
「
古
の
詩
人
に
擬
古
の
作
㊒
る
も
、
未

だ
古
人
に
追
和
す
る
者
は
㊒
ら
ざ
る
な
り
。
古
人
に
追
和
す
る
は
、
則
ち
東
坡
に

始
ま
る
。
吾
は
詩
人
に
於
い
て
甚
し
く
好
む
所
無
き
も
、獨
り
淵
朙
の
詩
を
好
む
。

淵
朙
は
詩
を
作
る
こ
と
多
か
ら
ず
、然
れ
ど
も
其
の
詩
は
質
に
し
て
實
は
綺
た
り
、

癯
に
し
て
實
は
腴
た
り
。
曹
、
劉
よ
り
、
鮑
、
謝
、
李
、
杜
の
諸
人
は
皆
及
ぶ
莫

き
な
り
。
吾
は
歬
後
に
其
の
詩
に
和
す
る
こ
と
凢
そ
百
數
十
篇
、
其
の
意
を
得
た

る
に
至
り
て
は
、
自
ら
謂
え
ら
く
甚
だ
し
く
は
淵
朙
に
愧
じ
ず
と
。
今
は
將
に
集

め
て
こ
れ
を
幷
錄
し
、
以
て
後
の
君
子
に
遺
さ
ん
と
す
。
子
は
我
が
爲
に
こ
れ
を

志
せ
」
と
述
べ
、
古
人
の
詩
に
追
和
す
る
こ
と
は
自
ら
の
獨
創
で
あ
り
、
陶
淵
朙

に
心
服
し
た
か
ら
こ
そ
「
和
陶
」
の
諸
作
が
生
ま
れ
た
と
言
っ
て
い
る
。
但
し
古

人
へ
の
追
和
の
作
は
、
晁
說
之
が
こ
の
蘇
轍
の
序
文
に
對
し
て
書
い
た
「
和
陶
引

の
辯
」（『
嵩
山
文
集
』
卷
一
四
（
（
（

）
の
中
で
、「

た
擬
古
の
作
㊒
る
も
、
未
だ
古
人

に
追
和
す
る
者
㊒
ら
ざ
る
は
如
何
。
曰
く
、
亦
た
未
だ
喩
ら
ざ
る
所
な
り
、
梁
の

吳
均
の
〈
梁
鴻
の
會
稽
に
在
り
て
友
人
の
高
伯
逹
に
贈
る
に
和
す
〉、〈
郭
林
宗
の

徐
子
孺
に
贈
る
に
和
す
〉、〈
揚
雄
の
人
に
就
き
て
酒
を
乞
う
も
得
ず
詩
を
作
り
て

こ
れ
を
嘲
け
る
に
和
す
〉、
唐
の
李
賀
の
〈
何
と
謝
の
銅
雀
妓
に
追
和
す
〉、〈
柳

惲
の
汀
洲
白
蘋
の

に
追
和
す
〉、
蓋
し
亦
た
多
し
。
然
り
と
雖
も
、
和
し
て
次

せ
ざ
る
は
奈
何
。
曰
く
、
時
な
り
。
方
に
鳥
跡
を

し
時
、
鍾
、
張
の
法
度
を

以
て
責
む
べ
け
ん
や
」と
說
く
よ
う
に
、す
で
に
歬
例
が
あ
る
。思
う
に
蘇
軾
の「
古

人
に
追
和
す
る
は
、
則
ち
東
坡
に
始
ま
る
」
と
の
言
は
豪
語
で
あ
っ
て
、
以
歬
に

々
な
試
み
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
彼
自
身
も
知
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ

う
で
あ
れ
ば
「
和
陶
詩
」
の
持
つ
意
義
を
ど
の
よ
う
な
點
に
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ

う
か
。
本
論
で
は
唱
和
詩
の

れ
を
振
り
﨤
り
つ
つ
、
こ
の
點
を
考
察
し
て
み
た

い
。

一　

唱
和
詩
の

れ

贈
答
詩
と
の
違
い
を
朙
ら
か
に
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
が
、「
唱
し
て
和

す
」
と
い
う
歌
曲
の
用
語
に
由
來
す
る
と
考
え
る
な
ら
、
唱
和
詩
と
は
原
唱
に
對

し
て
和
詩
が
作
ら
れ
、
そ
の
閒
に
主
題
や
內
容
の
面
で
よ
り
密

な
關
係
が
認
め

ら
れ
る
も
の
を
言
う
こ
と
に
な
る
。
現
存
の
作
品
で
は
、
慧
遠
の
詩
に
劉
程
之
ら

が
唱
和
し
た
一
群
の
作
品（

（
（

が
最
も
古
い
。
ま
た
原
唱
は
殘
ら
な
い
が
、
陶
淵
朙
に

古
人
へ
の
唱
和

—

蘇
軾
「
和
陶
詩
」
を
中
心
に

�

齋
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受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
、
皮
日
休
、
陸
龜
蒙
の
唱
和
詩
の
他
、
大
中
年
閒
の
太

宰
府
で
、
留
學
僧
の
圓
珍
と
唐
の
交
易
商
人
ら
と
の
閒
で
な
さ
れ
た
「
唐
人
送
別

詩
」や
、乾
符
年
閒
の
長
安
の
色
街
で
交
わ
さ
れ
た
客
と
妓
女
と
の
唱
和（『
北
里
志
』

所
收
）
な
ど
か
ら
も
窺
え
る（

（
（

。
次

は
和

の
中
で
最
も
制
約
が
嚴
し
い
が
、
そ

れ
故
に
遊
戲
的
な
面
白
さ
が
㊒
り
、
ま
た
出
來
の
如
何
に
關
わ
ら
ず
、
次

し
て

い
れ
ば
唱
和
詩
と
し
て
通
用
す
る
側
面
が
㊒
っ
た
た
め
に
廣
く

行
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
宋
代
に
入
る
と
次

の
唱
和
が
一
般
的
と
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
同
じ

字
で
何
度
も
酬
答
が
く
り
﨤
さ
れ
た
り
、
知
人
の
閒
で
次
々
と
繼
和
の
作
が
生
ま

れ
る
よ
う
に
な
る
。
主
題
と

字
と
い
う
枠
組
み
を
借
り
な
が
ら
、
全
く
新
し
い

內
容
を
盛
り
込
ん
だ
詩
も
多
く
作
ら
れ
て
い
る
。
六
朝
朞
に
サ
ロ
ン
文
學
の
一
つ

の
柱
と
な
っ
た
よ
う
に
、
唱
和
詩
に
は
集
團
性
、

動
性
が
㊒
る
こ
と
か
ら
、
こ

う
し
た
廣
が
り
を
持
っ
た
の
だ
ろ
う
。
但
し
、
唱
和
の
輪
に
加
わ
る
人
々
に
は
や

は
り
一
定
の
範
圍
が
あ
り
、
原
唱
の
作
者
も
し
く
は
そ
の
グ
ル
ー
プ
と
親
し
い
關

係
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
唱
和
は
、
原
唱
を
見
せ
ら
れ
た
こ
と
が
契
機
と
な
る
受
動
的
な
行
爲

で
あ
る
。
遙
和
や
追
和
も
時
閒
や
場
所
を

に
し
て
は
い
る
が
、
知
人
か
ら
示
さ

れ
た
こ
と
を
承
け
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
個
人
的
な
繫
が
り
の
上
で
作
ら
れ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
追
和
は
や
が
て
そ
う
し
た
外
緣
的
な
關
係
を
超
え
、

面

の
無
い
歬
代
の
詩
人
、
自
分
が
慕
う
古
人
の
作
品
を
も
對
象
と
し
て
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
人
閒
的
な
繫
が
り
を
、
文
學
作
品
と
自
分
と
の
關
係
に

置
き
換
え
て
再
構
築
す
る
行
爲
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
書
物
の
世
界
に
お
い

て
、
自
ら
が
古
人
と
知
友
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
唱
と
な
る
作
品

は
自
分
の
意
志
、
好
尙
に
よ
っ
て
能
動
的
に
選
び
取
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に

は
對
象
と
な
る
詩
人
、
作
品
に
對
す
る
、
作
者
の
評
價
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
古
人
の
作
品
に
追
和
す
る
こ
と
は
、
そ
の
作
に
學
び
つ
つ
自
分
の
創

「
劉
柴
桑
に
和
す
」「
劉
柴
桑
に
酬
ゆ
」（
卷
二
）、
顏
延
之
に
「
謝
監
靈
運
に
和
す
」

（『
文
選
』
卷
二
六
）
な
ど
の
作
が
あ
り
、
總
じ
て
東
晉
後
朞
に
は
唱
和
の
應
酬
が

廣
ま
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
六
朝
後
朞
に
は
サ
ロ
ン
文
學
の
一
つ
の
柱

と
な
っ
て
、
盛
ん
に
作
ら
れ
る
に
至
る
。
先
の
慧
遠
ら
の
唱
和
で
は
同
じ
五
言
詩

で
も
長
さ
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
た
が
、例
え
ば
梁
簡
文
帝
の
「
漢
高
廟
に
賽
神
す
」

（『
古
詩
紀
』
卷
六
八
）
と
そ
れ
に
和
し
た
庾
肩
吾
、
劉
孝
儀
、
劉
遵
ら
の
「
簡
文
帝

の
漢
高
帝
の
廟
に
賽
す
る
に
和
す
」（
同
）
は
原
唱
も
和
詩
も
五
言
十
句
で
あ
り
、

主
題
や
內
容
面
だ
け
で
な
く
形
式
的
に
も
原
唱
と
揃
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
座
を
共
に
し
て
作
ら
れ
る
同
和
が
唱
和
詩
の
本
來
の
姿
だ
っ
た
と
見
ら
れ

る
が
、
場
所
を
隔
て
て
和
す
る
遙
和
や
、
時
閒
を

に
し
て
和
す
る
繼
和
、
追
和

も
行
わ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
唱
和
と
は
示
さ
れ
た
作
品
に
共
感
し
て
、
そ
の
世
界

を
共
㊒
し
よ
う
と
す
る
行
爲
で
あ
り
、
對
象
と
な
る
作
品
の
テ
ー
マ
や
內
容
に
對

應
し
て
い
て
、
し
か
も
同
形
式
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
場
所
や
時
朞
を

に
し
て
も

構
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

唐
代
後
半
に
は
形
式
を
原
唱
に
合
わ
せ
る
動
き
が
强
ま
り
、
そ
れ
が

字
に
ま

で
及
ぶ
和

と
な
っ
て
現
れ
て
く
る
。
大
曆
朞
の
李
端
、
盧
綸
ら
が
先
驅
け
と
な

り
、
元
和
朞
の
元
稹
、
白
居
易
ら
の
唱
和
に
お
い
て
結
實
す
る
。
李
端
の
「
野
寺

に
病
居
し
て
盧
綸
の
訪
ね
ら
る
る
を
喜
ぶ
（
野
寺
病
居
喜
盧
綸
見
訪
）」（『
全
唐
詩
』

卷
二
八
六
）
は
侵

字
を
用
い
た
七
律
で
あ
る
が
、
盧
綸
の
「
李
端
公
の
野
寺
に

病
居
し
て
寄
せ
ら
る
る
に
酬
ゆ
（
酬
李
端
公
野
寺
病
居
見
寄
）」（
同
卷
二
八
〇
）
は
こ

れ
に
次

し
て
い
る
。
ま
た
白
居
易
の「
書
に
代
う
詩
一
百

微
之
に
寄
す
」（『
白

氏
長
慶
集
』
卷
一
三
）
に
對
す
る
元
稹
の
「
翰
林
白
學
士
の
書
に
代
う
一
百

に
酬

ゆ
」（『
元
氏
長
慶
集
』
卷
一
〇
）
の
よ
う
に
、
長
篇
の
次

詩
も
作
ら
れ
て
い
る（

（
（

。

そ
し
て
元
白
の
唱
和
詩
が
世
閒
の
㊟
目
を
集
め
た
こ
と
か
ら
、
和

の
風
習
が
廣

ま
り
、
中
で
も
次

が
そ
の
主

と
な
っ
て
い
っ
た
。
次

唱
和
が
社
會
に
廣
く



古
人
へ
の
唱
和

一
三
一

に
和
し
た
作
品
で
、
古
人
の
作
に
「
追
和
」
し
た
最
も
早
い
例
と
な
る
。
詩
題
は

宋
本
で
も
同
じ
で
あ
り
、
詩
集
が
纏
め
ら
れ
た
當
時
か
ら
こ
の
題
で
あ
っ
た
と
想

像
さ
れ
る
が
、「
擬
」
や
「
效
」
で
は
な
く
「
追
和
」
と
し
た
理
由
は
朙
ら
か
で

は
な
い
。
な
お
、
こ
れ
ら
は
次

の
作
で
は
な
い
。
次

の
追
和
を
探
す
と
、
蘇

州
虎
丘
寺
の
淸
遠
衟
士
の
詩
に
和
し
た
皮
日
休
、
陸
龜
蒙
の
作
が
現
存
す
る
中
で

最
も
早
い
が
、
こ
れ
は
虎
丘
に
傳
わ
る
奇
談
に

し
た
特

な
例（

（
（

で
あ
る
。
實
在

の
詩
人
の
作
に
次

唱
和
し
た
例
に
は
、
唐
末
の
徐
夤
の
「
御
史
溫
飛
卿
の
華
淸

宮
二
十
二

に
依
る
」（『
全
唐
詩
』
卷
七
一
一
）
が
擧
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
溫
庭
筠

の
「
華
淸
宮
に
過
る
二
十
二

」（『
溫
飛
卿
集
』
卷
六
）
に
次

し
た
作
で
、
驪
山

の
華
淸
宮
を
通
り
か
か
っ
て
玄
宗
の
盛
時
を
偲
び
、
失
わ
れ
た
榮
華
を
悼
む
と
い

う
內
容
も
、
原
唱
を
繼
承
し
て
い
る
。
宋
代
に
入
る
と
唱
和
詩
全
般
の
傾
向
と
同

、
古
人
へ
の
唱
和
詩
も
次

が
一
般
的
に
な
る
。
た
と
え
ば
蘇
頌
の
「
林
次
中

の
示
し
て
浙
西
三
賢
の
夢
を
述
ぶ
る
詩
に
追
和
す
る
に
及
ぶ
に
、
其
の
閒
に
衞
公

の
事
を
敍
す
る
こ
と
幾
ん
ど
盡
き
た
り
、
輒
ち
其
の
遺
逸
を
拾
い
て
、
再
び
歬

に
次
す
（
林
次
中
示
及
追
和
浙
西
三
賢
述
夢
詩
、
其
閒
敍
衞
公
事
幾
盡
、
輒
拾
其
遺
逸
、

再
次
歬

）」（『
蘇
魏
公
文
集
』
卷
九
）
は
、
唐
の
李
德
裕
の
「
夢
を
述
ぶ
る
詩
四
十

」（『
李
文
饒
文
集
』
別
集
卷
三
）
に
追
和
し
た
作
で
あ
る
が（

（
（

、
林
旦
か
ら
詩
を
示

さ
れ
て
自
ら
も
和
し
た
と
い
う
經
緯
に
は
、
當
時
の
唱
和
の
廣
が
り
方
を
窺
う
こ

と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
皮
・
陸
、
徐
夤
、
蘇
頌
等
の
作
品
が
、
槪
ね
古
人

と
緣
の
あ
る
場
所
、
情
況
に
お
い
て
、
そ
の
古
人
の
特
定
の
作
に
次

し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
が
追
和
の
一
般
的
な
ス
タ
イ
ル
と
な
っ
て
い
た

と
言
え
よ
う
。
名
所
で
作
ら
れ
る
懷
古
題
壁
の
詩
に
は
、
歬
人
の
作
を
見
て
觸
發

さ
れ
た
例
が
多
い
が
、同

の
作
詩
動
機
が
働
い
た
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
う
し
た
作
品
に
は
他
に
王
安
石
の
「
崑
山
の
慧
聚
寺
に
て
孟
郊
の

に
次
す
」

（『
王
荆
文
公
詩
李
壁
註
』
卷
一
九
）「
崑
山
の
慧
聚
寺
に
て
張
祜
の

に
次
す
」（
同

造
性
を
導
い
た
り
、
自
ら
の
詩
才
を
示
す
行
爲
に
も
繫
が
っ
て
い
く
が
、
そ
れ
は

従
來
の
擬
古
詩
に
見
ら
れ
た
態
度
で
あ
っ
た
。

擬
古
詩
は
、
傳
來
が
確
か
で
か
つ
完
全
な
作
品
と
し
て
は
、「
古
詩
十
九
首
」

に
擬
し
た
陸
機
の
諸
作
（『
文
選
』
卷
三
〇
所
收
）
が
現
存
す
る
最
古
の
も
の
で
あ

ろ
う
。六
朝
朞
で
は
、他
に
謝
靈
運
の「
魏
太
子
の
鄴
中
集
に
擬
す
る
詩
八
首
」（
同
）

や
鮑
照
の
「
行
路
難
に
擬
す
十
八
首
」（『
鮑
參
軍
集
』
卷
二
）
な
ど
樂
府
、
古
詩
に

準
え
た
作
品
が
著
名
だ
が
、
個
人
の
ス
タ
イ
ル
も
し
く
は
特
定
の
作
品
に
擬
し
た

例
も
、
鮑
照
の
「
阮
公
の
夜
中
寐
ぬ
る
能
わ
ざ
る
詩
に
擬
す
」「
劉
公
幹
の
體
に

學
ぶ
五
首
」「
陶
彭
澤
の
體
に
學
ぶ
詩
」（
共
に
同
卷
四
）、
庾
信
の
「
詠
懷
詩
に
擬

す
二
十
七
首
」（『
庾
開
府
集
』
卷
三
）、袁
淑
の
「
曹
子
建
の
白
馬
篇
に
效
う
」（『
文

選
』
卷
三
一
）、江
淹
の
「
阮
公
の
詩
に
效
う
十
五
首
」「
魏
の
文
帝
に
學
ぶ
詩
」（
共

に
『
江
文
通
集
』
卷
三
）
な
ど
數
多
く
見
ら
れ
る
。
ま
た
江
淹
「
雜
體
詩
」（『
文
選
』

三
一
）
の
よ
う
に
、
個
々
に
對
象
と
し
た
作
者
と
作
品
名
を
擧
げ
て
、
そ
の
評
價

を
窺
わ
せ
て
い
る
例
も
あ
る
。
こ
う
し
て
盛
ん
と
な
っ
た
擬
古
詩
は
、
唐
代
以
降

も
詩
作
の
一
つ
の

式
と
し
て
定
着
し
、
廣
く
作
ら
れ
て
い
く
。
擬
古
詩
が
作
ら

れ
た
背
景
に
は
、
大
き
く
言
っ
て
三
つ
の
點
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
對
象
と
す

る
作
品
、
お
よ
び
そ
の
作
者
へ
の
尊
崇
の
気
持
ち
を
、
擬
作
と
い
う
行
爲
に
よ
っ

て
表
す
と
い
う
こ
と
、
二
つ
に
は
、
こ
れ
と
關
わ
る
こ
と
だ
が
、
尊
崇
す
る
が
故

に
そ
の
作
品
の
着
眼
點
や
表
現
に
學
び
、
自
ら
の
新
た
な
創
造
へ
と
結
び
つ
け
よ

う
と
し
た
こ
と
、
三
つ
に
は
、
先
人
の
作
に
學
ぶ
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
、
自
ら

の
能
力
を
誇
示
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
點
は
、
古
人
の
作

に
唱
和
す
る
と
い
う
新
し
い

式
に
お
い
て
も
受
け
繼
が
れ
て
い
っ
た
。

さ
て
古
人
へ
の
唱
和
に
關
す
る
具
體
的
な
作
品
の
檢
討
に
戾
る
と
、
晁
說
之
に

指

さ
れ
て
い
る
梁
の
吳
均
の
作
は
殘
念
な
が
ら
現
存
し
な
い
。
唐
の
李
賀
の
二

篇
（『
昌
谷
集
』
卷
一
「
追
和
柳
惲
」、
卷
三
「
追
和
何
謝
銅
雀
妓
」）
は
い
ず
れ
も
樂
府
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山
形
龍
晦
角　
　

山
形　

龍
は
角
を
晦
し

江
氣
蜃
爲
樓　
　

江
氣　

蜃
は
樓
を
爲
す

欲
問
歬
朝
事　
　

問
わ
ん
と
欲
す　

歬
朝
の
事

空
懷
去
國
憂　
　

空
し
く
懷
く　

去
國
の
憂
い

鍾
聲
萬
家
曉　
　

鍾
聲　

萬
家
曉
け

霜
葉
半
城
秋　
　

霜
葉　

半
城
秋
な
り

化
値
唐
虞
盛　
　

化
は
値
う　

唐
虞
の
盛

人
逢
王
謝
　
　

人
は
逢
う　

王
謝
の

徐
生
思
解
榻　
　

徐
生　

榻
を
解
か
る
る
を
思
う

兵
醞
可
銷
愁　
　

兵
醞　

愁
い
を
銷
す
べ
し

李
白
の
作
は
江
寧
縣
令
で
あ
っ
た
楊
利
物
と
別
れ
た
後
に
寄
せ
た
も
の
で
、
離
愁

を
詠
う
こ
と
に
重
點
が
あ
る
が
、
こ
の
詩
は
江
寧
府
に
着
く
歬
に
舊
知
の
黃
履
に

贈
っ
た
挨
拶
の
作
で
あ
り
、
內
容
は
關
わ
ら
な
い
。
李
白
の
作
を
下
旉
き
と
す
る

こ
と
で
、
自
ら
の
詩
才
を
誇
示
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。「
秋
浦
歌
」
な

ど
に
追
和
し
た
作
品
と
も
趣
が

な
り
、
自
ら
を
李
白
に
比
擬
し
よ
う
と
す
る
意

圖
を
よ
り
朙
瞭
に
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
意
圖
は
ど
う
あ
れ
、
郭
祥

正
の
こ
れ
ら
の
作
品
は
場
所
に
因
ん
で
古
人
の
詩
に
追
和
す
る
従
來
の
あ
り
方
と

は
大
き
く

な
っ
て
お
り
、
唱
和
詩
の

れ
に
新
し
い
展
開
を
導
く
も
の
と
な
っ

た
。
蘇
軾
の
「
和
陶
詩
」
か
ら
見
て
も
、
歬
驅
的
な
存
在
と
言
え
る
。

二　

蘇
軾
と
陶
淵
明

蘇
軾
の
陶
淵
朙

は
時
朞
に
よ
っ
て
動
き
が
あ
る
よ
う
だ
。
陶
に
對
す
る
言
及

が
見
ら
れ
る
の
は
黃
州
に

罪
と
な
っ
た
後
だ
が
、
そ
の
頃
か
ら
彼
の
生
き
方
に

對
す
る
關
心
が
强
ま
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
題
跋
な
ど
を
除
け
ば
、
現
存

卷
二
四（

（
（

）
な
ど
が
擧
げ
ら
れ
、
蘇
軾
に
も
「
惠
山
に
遊
ぶ
」（
卷
一
八
）、「
李
太
白

に
和
す
」（
卷
二
三
）
な
ど
の
例（

（
（

が
あ
る
。

こ
の

れ
に
新
た
な
方
向
性
を
導
い
た
の
は
、
李
白
の
詩
に
次

し
た
郭
祥
正

の
作
品
で
あ
る
。『
宋
史
』
の
傳
に
據
れ
ば
、
彼
は
李
白
が
沒
し
た
地
で
あ
る
當

塗
の
出
身
で
、
若
年
時
に
梅
堯
臣
か
ら
「
李
白
の
後
身
」
と
の
評
を
得
て
い
た
と

い
う（
（（
（

。「
李
白
の
秋
浦
歌
に
追
和
す
る
十
七
首
」（『
靑
山
集
』
卷
七
）
や
「
李
白
の

金
陵
鳳
凰
臺
に
登
る
に
追
和
す
る
二
首
」（
同
卷
二
四
）
な
ど
、
彼
が
李
白
に
追
和

し
た
作
品
は
數
多
い
が
、
こ
れ
ら
は
李
白
の
イ
メ
ー
ジ
を
借
り
つ
つ
自
ら
の
詩
作

を
そ
の
高
み
に
近
づ
け
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
出
生
地
と
い
う
地
緣
は
殘
る

も
の
の
、
特
定
の
詩
人
の
全
體
像
に
學
ぼ
う
と
し
た
こ
と
は
新
し
い
試
み
で
あ

り
、
立
ち
寄
っ
た
場
所
と
緣
の
㊒
る
古
人
の
作
に
追
和
す
る
歬
例
か
ら
は
、
一
步

踏
み
出
す
も
の
と
な
っ
た
。
特
に
「
新
林
に
舟
次
し
て
先
ず
府
尹
の
安
中
尙
書
に

寄
す
る
に
李
白
の
楊
江
寧
に
寄
す
る
の

を
用
う
（
舟
次
新
林
先
寄
府
尹
安
中
尙
書

用
李
白
寄
楊
江
寧

）」
二
首
、「
陳
元
輿
待
制
に
留
別
す
る
に
李
白
の
友
人
に
贈

る
の

を
用
う
（
留
別
陳
元
輿
待
制
用
李
白
贈
友
人

）」（
い
ず
れ
も
同
卷
七
）
な
ど
、

贈
答
、
離
別
の
情
況
下
で
、
李
白
の
詩
を
枠
組
み
と
し
て
借
り
つ
つ
、
內
容
を
自

ら
の
情
況
に
㊜
合
さ
せ
た
作
品
は
、
従
來
に
な
い
試
み
と
し
て
㊟
目
さ
れ
る
。
し

か
も
作
ら
れ
た
時
朞
は
、
蘇
軾
の
和
陶
詩
よ
り
少
し
早
い
。
こ
こ
で
は
「
白
鷺
洲

に
舟
次
し
て
再
び
安
中
尙
書
に
寄
す
る
に
李
白
の
楊
江
寧
に
寄
す
る
の

を
用
う

（
舟
次
白
鷺
洲
再
寄
安
中
尙
書
用
李
白
寄
楊
江
寧

）」
二
首
（
同
歬
）
の
其
の
一
を
例

示
し
よ
う
。
こ
れ
は
元
祐
六
年
に
江
寧
府
の
西
南
の
白
鷺
洲
か
ら
、
府
尹
の
黃
履

（
字
は
安
中
。
以
歬
禮

尙
書
の
任
に
あ
っ
た
）
に
送
り
屆
け
た
も
の
で
、李
白
の
「
白

鷺
洲
に
宿
し
て
楊
江
寧
に
寄
す
」（『
李
太
白
文
集
』
卷
一
三
）
の

を
用
い
て
い
る
。

白
鷺
飛
還
集　
　

白
鷺　

飛
び
て
還
た
集
ま
り

新
沙
沒
故
洲　
　

新
沙　

故
洲
を
沒
す



古
人
へ
の
唱
和

一
三
三

三
皇
雖
云
沒　
　

三
皇
沒
す
と
云
う
と
雖
も

至
今
在
我
歬　
　

今
に
至
る
も
我
が
歬
に
在
り

八
百
要
㊒
終　
　

八
百
も
要
ず
終
り
㊒
り

彭
祖
非
永
年　
　

彭
祖　

永
年
に
非
ず

皇
皇
謀
一
醉　
　

皇
皇
と
し
て
一
醉
を
謀
り

發
此
露
槿
姸　
　

此
に
露
槿
の
姸
を
發
せ
ん
と
す

㊒
酒
不
辭
醉　
　

酒
㊒
れ
ば
醉
う
を
辭
せ
ず

無
酒
斯
飮
泉　
　

酒
無
く
ば
斯
に
泉
を
飮
ま
ん

立
善
求
我
譽　
　

善
を
立
て
て
我
が
譽
を
求
む
れ
ば

飢
人
⻝
饞
涎　
　

飢
人　

饞
涎
を
⻝
わ
ん

委
運
憂
傷
生　
　

運
に
委
ね
て
生
を
傷
つ
く
る
を
憂
う
も

憂
去
生
亦
還　
　

憂
い
去
れ
ば　

生
も
亦
た
還
ら
ん

縱
浪
大
化
中　
　

大
化
の
中
に
縱
浪
す
れ
ば

正
爲
化
所
纏　
　

正
に
化
の
纏
う
所
と
爲
ら
ん

應
盡
便
須
盡　
　

應
に
盡
く
べ
く
ん
ば
便
ち
須
ら
く
盡
き
し
む
べ
し

寧
復
事
此
言　
　

寧
ぞ
復
た
此
の
言
を
事
と
せ
ん
や

こ
の
詩
は
陶
の
「
形
影
神
三
首
」（
卷
二
）、
と
く
に
そ
の
う
ち
の
「
神
釋
」
の
內

容
に
問
い
を
發
す
る
形
で
詠
わ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
そ
こ
に
用
い
ら
れ
た
「
三
才

中
」「
三
皇
」「
彭
祖
」「
立
善
」「
委
運
」
な
ど
の
語
や
「
縱
浪
大
化
中
」「
應
盡

便
須
盡
」
な
ど
の
句
を
擧
げ
つ
つ
、
陶
詩
に
反
論
す
る
か
の
よ
う
に
し
て
自
ら
の

考
え
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
自
㊟
に
「
或
る
ひ
と
曰
く
、
東
坡
の
此
の
詩
は
、

淵
朙
と
相
反
す
、
と
。
此
れ
知
言
に
非
ざ
る
な
り
。
蓋
し
亦
た
相
引
き
て
以
て
衟

に
造
る
者
は
、
未
だ
始
め
よ
り
相
非そ
し

ら
ざ
る
な
り
（
或
曰
、
東
坡
此
詩
、
與
淵
朙
相

反
。
此
非
知
言
也
。
蓋
亦
相
引
以
造
於
衟
者
、
未
始
相
非
也
）」
と
言
う
如
く
、
陶
の
思

の
作
品
で
最
も
早
い
と
見
ら
れ
る
の
は
詞
で
、
陶
の
「
斜
川
に
遊
ぶ
」（
卷
二
）

に
思
い
を
よ
せ
た
元
豐
五
年
の
「
江
城
子
（
夢
中
了
了
醉
中
醒
）」
お
よ
び
「
歸
去

來
兮
辭
」（
卷
五
）
に
倣
っ
た
同
年
の
「
哨
徧
（
爲
米
折
腰
）」
で
あ
る
。
い
ず
れ
も

陶
の
代
表
作
で
あ
る
が
、
特
に
こ
の
二
首
が
選
ば
れ
た
の
は
、
歸
鄕
、
引
退
へ
の

思
い
が
强
ま
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
一
方
詩
で
は
、

罪
を
解
か
れ
て
江
寧
府

に
向
か
う
途
中
、
九
江
に
あ
る
陶

の
佚
老
堂
で
作
っ
た
「
陶

子
駿
佚
老
堂
二

首
」（
卷
二
三
）其
の
一
に「
淵
朙
は
吾
が
師
と
す
る
所
、夫
子
は
乃
ち
其
の
後
な
り
。

…
我
歌
う
歸
來
の
引
、
千
載
信
に
尙
友
た
り
。
黃
卷
の
中
に
相
逢
う
は
、
一
杯
の

酒
に
何い
ず
れ似
ぞ
（
淵
朙
吾
所
師
、
夫
子
乃
其
後
。
…
我
歌
歸
來
引
、
千
載
信
尙
友
。
相
逢
黃

卷
中
、
何
似
一
杯
酒
）」
と
詠
う
の
が
早
い
例
で
あ
る
。
陶

と
い
う
人
物
に
絡
め

て
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
陶
に
對
す
る
思
慕
を
窺
わ
せ
て
い
る
。
な
お
文
學
史
的

に
見
て
、陶
の
評
價
が
高
ま
る
上
で
白
居
易
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
か
っ
た
が
、

蘇
軾
が
陶
を
尊
崇
す
る
に
至
る
經
緯
に
お
い
て
も
、
白
の
存
在
は
一
定
の
意
味
を

持
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
白
を

慕
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
を
示
す
作
品
も
少

な
か
ら
ず
見
ら
れ
る（

（（
（

。

さ
て
陶
淵
朙
と
の
關
係
で
ま
ず
㊟
目
す
べ
き
作
品
は
、
元
祐
五
年
十
⺼
の
作
で

あ
る
「
淵
朙
に
問
う
」（
卷
三
二
）
で
あ
ろ
う
。

子
知
神
非
形　
　

子
は
神
の
形
を
非
と
す
る
を
知
る

何
復

人
天　
　

何
ぞ
復
た
人
と
天
と
を

に
せ
ん

豈
惟
三
才
中　
　

豈
に
惟
に
三
才
の
中
な
る
の
み
な
ら
ん
や

所
在
靡
不
然　
　

所
在　

然
ら
ざ
る
は
靡
し

我
引
而
高
之　
　

我
引
き
て
之
を
高
く
せ
ば

則
爲
日
星
懸　
　

則
ち
日
星
と
爲
り
て
懸
ら
ん

我
散
而
卑
之　
　

我
散
じ
て
之
を
卑
く
せ
ば

寧
非
山
與
川　
　

寧
ぞ
山
と
川
と
に
非
ざ
ら
ん
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所
遇
無
復
疑　
　

遇
う
所　

復
た
疑
う
こ
と
無
し

偶
得
酒
中
趣　
　

偶
た
ま
酒
中
の
趣
を
得
た
り

空
杯
亦
常
持　
　

空
杯　

亦
た
常
に
持
せ
ん

世
俗
を
離
れ
得
た
陶
へ
の
思
慕
と
、
官
に
身
を
置
き
な
が
ら
も
そ
の

地
に
學
ぼ

う
と
す
る
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
。
二
十
首
全
體
を
見
る
と
、「
淵
朙
は
獨
り
淸

眞
、
談
笑
し
て
此
の
生
を
得
た
り
（
淵
朙
獨
淸
眞
、
談
笑
得
此
生
）」（
第
三
首
）
の

よ
う
に
陶
の
飮
酒
詩
の
表
現
を
踏
ま
え
た
感
慨
が
㊒
る
一
方
、「
詔
書　

積
缺
を

寬
う
し
、
父
老　

顏
色
好
し
。
再
拜
し
て
吾
が
君
を
賀
す
、
此
の
貪
ら
ざ
る
の
寶

を

た
る
を
。
頽
然
と
し
て
阮
籍
を
笑
い
、
醉
几　

謝
表
を
書
す
（
詔
書
寬
積
缺
、

父
老
顏
色
好
。
再
拜
賀
吾
君
、
此
不
貪
寶
。
頽
然
笑
阮
籍
、醉
几
書
謝
表
）」（
第
十
一
首
）

と
知
揚
州
の
立
場
を
反
映
す
る
內
容
も
㊒
り
、
さ
ら
に
序
に
言
及
す
る
よ
う
に
、

蘇
轍
（
第
十
四
首
）、
晁
補
之
（
第
十
九
首
）
に
示
す
詩
も
あ
る
。
但
し
情
景
や
題

材
は

々
で
あ
っ
て
も
、
酒
を
飮
み
つ
つ
、
心
に
浮
か
ん
だ
事
柄
を
詩
に
描
く
と

い
う
點
は
同
じ
で
あ
り
、
飮
酒
詩
の
も
つ
內
省
的
な
面
に
和
す
る
と
い
う
唱
和
の

意
圖
は
果
た
さ
れ
て
い
る
。
官
に
身
を
置
き
な
が
ら
も
、
閑
時
の
感
慨
を
詠
う
點

で
白
居
易
の
擬
作
詩
に
近
く
、
こ
れ
に
倣
っ
て
次

唱
和
の
形
式
で
陶
へ
の
思
慕

を
表
し
た
も
の
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。

「
陶
の
飮
酒
に
和
す
」
連
作
の
み
に
止
ま
っ
て
い
れ
ば
、「
和
陶
詩
」
の
意
義
も

な
お
小
さ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
惠
州
に
左
遷
さ
れ
て
以
降
の
作
が
、
數
の
上
か
ら

も
、
ま
た
內
容
か
ら
も
、
そ
の
本
領
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

と
い

う
情
況
下
で
、
陶
淵
朙
の
歸
田
退
居
に
深
く
心
を
寄
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
陶

の
園
田
の
居
に
歸
る
に
和
す
六
首
」
の
序
文
に
は
、「
三
⺼
四
日
、
白
水
山
の
佛

迹
巖
に
遊
び
、
湯
泉
に
沐
浴
し
、
懸
瀑
の
下
に
て
晞
髮
す
。
浩
歌
し
て
歸
り
、
肩

輿
に
て
却
行
す
。
客
と
言
う
を
以
て
、
覺
え
ず
水
北
の
茘
支
浦
の
上ほ
と
りに
至
る
。
晚

想
に
近
づ
き
、
理
解
し
よ
う
と
す
る
が
故
に
敢
え
て
發
せ
ら
れ
た
問
い
で
あ
っ
た

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
關
心
の
高
ま
り
を
經
て
、
そ
の
詩
に
唱
和
す

る
と
い
う
試
み
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
和
陶
詩
」
は
揚
州
で
作
ら
れ
た
「
陶
の
飮
酒
に
和
す
二
十
首
」（
卷
三
五
、
元

祐
七
年
作
）
と
、
惠
州
で
の
「
陶
の
園
田
の
居
に
歸
る
に
和
す
六
首
」（
卷
三
九
、

紹
聖
二
年
作
）
以
降
の
諸
作
と
に
分
か
れ
る
。
そ
し
て
蘇
軾
の
置
か
れ
た
情
況
が

揚
州
と
惠
州
以
降
と
で
は
大
き
く

な
っ
た
た
め
に
、
陶
へ
の
思
慕
の
あ
り
方
も

な
り
、
和
陶
詩
の
制
作
意
圖
も
自
ず
か
ら
別
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。「
陶
の

飮
酒
に
和
す
二
十
首
」
は
知
揚
州
に
在
任
中
、
閑
を
得
た
折
に
作
ら
れ
た
も
の
だ

っ
た
。
序
文
に
は
「
吾
酒
を
飮
む
こ
と
至
っ
て
少
な
く
、
常
に
盞
を
把
る
を
以
て

樂
し
み
と
爲
す
。
徃
徃
に
し
て
頽
然
と
坐
し
て
睡
り
、
人
は
其
の
醉
い
た
る
を
見

る
も
、
而
し
て
吾
が
中
は
了
然
た
り
。
蓋
し
能
く
其
の
醉
う
と
爲
す
か
醒
む
る
と

爲
す
か
名
づ
く
る
莫
き
な
り
。
揚
州
に
在
る
時
、
酒
を
飮
み
て
午
を
過
ぐ
れ
ば
輒

ち
罷
む
。
客
去
れ
ば
、
衣
を
解
き
て
盤
礴
す
る
こ
と
終
日
な
り
。

は
足
ら
ざ
れ

ど
も
㊜
は
餘
り
㊒
り
。
因
り
て
淵
朙
の
飮
酒
二
十
首
に
和
す
。
庶
わ
く
は
以
て
其

の
名
づ
く
べ
か
ら
ざ
る
者
を
彷
彿
た
ら
し
め
ん
か
。
舍
弟
の
子
由
と
晁
无
咎
學
士

に
示
す（
（（
（

」
と
言
う
。
そ
し
て
第
一
首
に
は
連
作
の
導
入
と
し
て
、
陶
の
飮
酒
詩
に

唱
和
す
る
意
圖
を
次
の
よ
う
に
詠
う
。

我
不
如
陶
生　
　

我　

陶
生
に
如
か
ず

世
事
纏
綿
之　
　

世
事　

こ
れ
に
纏
綿
す

云
何
得
一
㊜　
　

云
何
ん
ぞ
一
㊜
を
得
る
こ
と

亦
㊒
如
生
時　
　

亦
た
生
の
如
き
時
㊒
ら
ん

寸
田
無
荆
棘　
　

寸
田
に
荆
棘
無
し

佳
處
正
在
茲　
　

佳
處
は
正
に
茲
に
在
り

縱
心
與
事
徃　
　

心
を
縱
ち
て
事
と
與
に
徃
か
し
め



古
人
へ
の
唱
和

一
三
五

斗
酒
與
隻
雞　
　

斗
酒
と
隻
雞
と

酣
歌
餞
華
顚　
　

酣
歌
し
て
華
顚
に
餞
す

禽
魚
豈
知
衟　
　

禽
魚　

豈
に
衟
を
知
ら
ん
や

我
㊜
物
自
閑　
　

我
㊜
す
れ
ば
物
も
自
か
ら
閑
な
り

悠
悠
未
必
爾　
　

悠
悠
た
る
は
未
だ
必
ず
し
も
爾
ら
ざ
る
も

聊
樂
我
所
然　
　

聊
か
我
が
然
る
所
を
樂
し
ま
ん

取
り
卷
く
環

は
全
く

な
っ
て
い
る
が
、
蘇
軾
は
陶
の
歸
隱
に
學
ん
で
精
神
世

界
を
高
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
陶
は
自
ら
の
田
園
に
歸
っ
た
が
、
彼
に
は
そ
れ
が

㊜
わ
な
か
っ
た
。
そ
れ
故

の
地
で
あ
る
惠
州
の
自
然
の
中
で
自
㊜
し
、

鄕

の
景
物
と
そ
こ
に
住
む
人
と
の
交

に
歸
隱
の
思
い
を
託
そ
う
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
續
く
作
品
で
も
、「
陶
の
移
居
に
和
す
二
首
」（
卷
四
〇
）
や
「
已

に
買
う
白
鶴
峰
、規
し
て
作
す
終
老
の
計（
已
買
白
鶴
峰
、規
作
終
老
計
）」と
詠
う「
遷

居
」（
同
）、「
陶
の
時
運
に
和
す
四
首
」（
同
）
の
よ
う
に
、
惠
州
に
自
ら
の
終
老

の
地
を
見
出
そ
う
と
す
る
例
は
少
な
く
な
い
。
ま
た
惠
州
か
ら
さ
ら
に
海
南
島
に

追
わ
れ
た
後
の
「
陶
の
舊
居
に
還
る
に
和
す
」（
卷
四
一
）
で
は
、
夢
で
白
鶴
峰
の

山
居
に
歸
っ
た
こ
と
を
詠
っ
て
お
り
、
當
時
の
蘇
軾
に
と
っ
て
惠
州
の
自
然
が
い

か
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
か
を
窺
わ
せ
て
い
る
。
故
鄕
に
歸
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
蘇
軾
は
、
惠
州
の
自
然
を
借
り
て
擬
似
的
に
歸
隱
の
情
況
を
作
り
、

そ
こ
に
自
㊜
の

地
を
求
め
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。

蘇
轍
の
「
子
瞻
の
和
陶
淵
朙
詩
集
の
引
」
に
引
か
れ
る
蘇
軾
の
手
紙
の
後
半
に

は
、「
然
れ
ど
も
吾
の
淵
朙
に
於
け
る
や
、
豈
に
獨
り
其
の
詩
を
好
む
の
み
な
ら

ん
や
。
其
の
人
と
爲
り
の
如
き
は
、
實
に
感
㊒
り
。
淵
朙
は
臨
終
に
儼
等
に
疏
吿

し
て
、
吾
少
く
し
て
窮
苦
し
、
每
に
家
の
貧
し
き
を
以
て
、
東
西
に
遊
走
す
、
性

は
剛
く
才
は
拙
け
れ
ば
、
物
と
多
く
忤
り
、
自
ら
量
り
て
己
は
必
ず
俗
の
患
い
を

日
蔥

と
し
て
、
竹
陰
蕭
然
と
し
、
時
に
茘
子
は
纍
纍
と
し
て
芡
實
の
如
し
。
父

老
㊒
り
て
年
は
八
十
五
、
指
さ
し
て
以
て
余
に
吿
げ
て
曰
く
、
是
れ
⻝
う
べ
き
に

及
べ
ば
、
公
は
能
く
酒
を
攜
え
て
來
り
遊
ば
ん
や
、
と
。
意
は
欣
然
と
し
て
こ
れ

を
許
す
。
歸
り
て
臥
し
、
既
に
覺
め
て
、
兒
子
過
が
淵
朙
の
園
田
の
居
に
歸
る
詩

六
首
を
誦
す
る
を
聞
き
、
乃
ち
悉
く
其
の

に
次
す
。
始
め
余
は
廣
陵
に
在
り
て

淵
朙
の
飮
酒
二
十
首
に
和
し
、
今
復
た
此
を
爲
せ
ば
、
要
ず
當
に
盡
く
其
の
詩
に

和
し
て
、
乃
ち
已
ま
ん
の
み（
（（
（

」
と
あ
る
。
白
水
山
へ
出
か
け
て
土
地
の
老
人
と
交

し
た
體
驗
を
背
景
と
し
て
お
り
、
唱
和
の
契
機
も
息
子
の
過
が
陶
の
詩
を
誦
し

た
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
見
す
る
と
陶
の
原
作
と
關
わ
り
が
薄
い
よ
う
だ
が
、
決
し

て
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
惠
州
に
住
む
こ
と
に
な
っ
た
感
慨
を
詠
う
第
一
首
を
擧

げ
る
。環

州
多
白
水　
　

州
を
環
り
て
白
水
多
く

際
海
皆
蒼
山　
　

海
に
際
し
て
皆
蒼
山
な
り

以
彼
無
盡
景　
　

彼
の
無
盡
の
景
を
以
て

寓
我
㊒
限
年　
　

我
が
㊒
限
の
年
を
寓
せ
ん

東
家
著
孔
丘　
　

東
家
に
孔
丘
著
わ
れ

西
家
著
顏
淵　
　

西
家
に
顏
淵
著
わ
る

市
爲
不
二
價　
　

市
は
爲
め
に
價
を
二
つ
に
せ
ず

農
爲
不
爭
田　
　

農
は
爲
め
に
田
を
爭
わ
ず

周
公
與
管
蔡　
　

周
公
と
管
蔡
と

恨
不
茅
三
閒　
　

茅
の
三
閒
な
ら
ざ
る
を
恨
む

我
飽
一
飯
足　
　

我
は
一
飯
に
飽
き
足
り

薇
蕨
補
⻝
歬　
　

薇
蕨　

⻝
歬
に
補
う

門
生
饋
薪
米　
　

門
生
は
薪
米
を
饋
り

救
我
厨
無
烟　
　

我
が
厨
の
烟
無
き
を
救
う
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第
六
十
四
集

一
三
六

ら
ざ
る
の
說
と
爲
す
。
陶
を
し
て
自
ら
其
の
詩
に
和
せ
し
む
る
も
、
亦
た
逐
句
皆

な
原
唱
に
似
る
こ
と
能
わ
ず
。
何
ぞ
所
見
の
鄙
な
る
や
」
と
の

語
を
記
す
。
そ

の
よ
う
に
「
和
陶
詩
」
は
、
表
面
上
は
多
岐
に
亘
っ
て
お
り
、
双
方
の
詩
を
單
純

に
比
較
す
る
こ
と
は
㊒
效
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
唱
和
は
、
主
題
や

な
ど
の
枠

組
み
を
借
り
て
原
唱
に
寄
り
𣷹
い
つ
つ
新
し
い
內
容
を
盛
り
込
む

式
で
あ
り
、

同
じ
內
容
、
感
慨
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
。
蘇
軾
が
學
ぼ
う
と
し
た
も
の
は
陶

の
詩

、
お
よ
び
無
爲
自
然
を
旨
と
し
て
與
え
ら
れ
た
環

に
自
足
す
る
生
き
方

で
あ
り
、
政
治
的
な
世
界
か
ら
意
圖
的
に
離
れ
て
い
た
こ
と
を
自
ら
に
引
き
比
べ

て
賞
贊
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
窺
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
、
惠
州
で
作
ら
れ
た
和
陶
詩
に
は
陶
淵
朙

の
人
柄
や
生
き
方
、
詩

に
直

言
及
し
、
思
慕
の
情
を
示
す
作
品
が
少
な
か
ら

ず
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
陶
の
貧
士
に
和
す
七
首
」
の
第
一
首
で
は
、「
我　

九

原
よ
り
作
さ
ん
と
欲
せ
ば
、
獨
り
淵
朙
と
歸
ら
ん
。
俗
子
は
自
ら
悼
ま
ず
、
顧
だ

斯
の
人
の
飢
を
憂
う
。
堂
堂
と
し
て　

誰
か
此
れ
㊒
ら
ん
、
千
駟　

良
に
悲
し
む

べ
し
（
我
欲
作
九
原
、
獨
與
淵
朙
歸
。
俗
子
不
自
悼
、
顧
憂
斯
人
飢
。
堂
堂
誰
㊒
此
、
千

駟
良
可
悲
）」
と
言
い
、
ま
た
「
陶
の
己
酉
歳
九
⺼
九
日
に
和
す
」
で
は
「
我
が
萬

家
の
春
を
持
っ
て
、
一
た
び
五
柳
の
陶
に
酬
い
ん
（
持
我
萬
家
春
、
一
酬
五
柳
陶
）」、

「
陶
の
二
疏
を
詠
ず
る
に
和
す
」
で
は
「
淵
朙　

作
詩
の
意
、
妙
想　

俗
慮
に
非

ず
（
淵
朙
作
詩
意
、
妙
想
非
俗
慮
）」、
さ
ら
に
「
陶
の
三
良
を
詠
ず
る
に
和
す
」
で

は「
仕
宦　

豈
に
榮
な
ら
ざ
ら
ん
、時
㊒
り
て
か
憂
悲
を
纏
う
。所
以
に
靖
節
翁
は
、

此
の
黔
婁
の
衣
を
服
す
（
仕
宦
豈
不
榮
、
㊒
時
纏
憂
悲
。
所
以
靖
節
翁
、
服
此
黔
婁
衣
）」

と
言
う
。

紹
聖
四
年
に
瓊
州
別
駕
と
し
て
儋
州
に
再
貶
さ
れ
た
後
の
和
陶
詩
に
は
、
唱
和

の
範
圍
を
廣
げ
、
作
詩
の
契
機
に
陶
詩
の
內
容
と
の
關
連
を
求
め
な
い
例
も
現
れ

て
い
る
。

ち
、
全
體
の
主
題
は

な
っ
て
い
て
も
、
一

に
描
こ
う
と
す
る
內

貽
す
と
爲
し
、
黽
勉
し
て
世
を
辭
し
、
汝
等
を
し
て
幼
く
し
て
飢
寒
せ
し
む
、
と
。

淵
朙
の
此
の
語
は
蓋
し
實
錄
な
り
。
吾
は
今
眞
に
此
の
病
あ
り
て
蚤
に
自
ら
知
ら

ず
、
半
生
出
仕
し
て
、
以
て
世
の
患
い
を
犯
す
、
此
れ
深
く
淵
朙
に
服
し
、
晚
節

を
以
て
其
の
萬
一
に
師
範
せ
ん
と
欲
す
る
所
以
な
り
」
と
言
う
。
嶺
南
へ
の

と
い
う
苛
酷
な
經
驗
の
中
で
、
陶
の
生
き
方
に
學
ん
で
、
そ
の

地
に
よ
り
近
づ

こ
う
と
努
め
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

三　

和
陶
詩
の
特
徵

上
述
し
た
よ
う
に
、
唱
和
の
作
で
あ
っ
て
も
、
蘇
軾
は
表
現
の
上
で
陶
淵
朙
の

詩
に
直

依
據
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
自
ら
の
情
況
に
合
っ
た
自
ら
の
言
葉
を
用
い

た
。
そ
の
表
現
で
は
な
く
、
陶
の
生
活
態
度
、
據
る
と
こ
ろ
の
精
神
に
よ
り
大
き

く
學
ん
だ
の
で
あ
る
。
詩
の
外
形
で
は
な
く
、
精
神
面
に
唱
和
し
て
陶
の
歸
隱
に

倣
お
う
と
し
て
お
り
、
そ
こ
に
從
來
の
古
人
へ
の
唱
和
詩
に
見
ら
れ
な
い
大
き
な

特
徵
が
あ
る
。
詩
話
に
は
陶
の
作
に
似
て
い
な
い
こ
と
を
論
ず
る
意
見
が
多
い
こ

と
を
承
け
て
、王
文
誥
は
「
陶
の
園
田
の
居
に
歸
る
に
和
す
六
首
」
の
末
尾
に
「
公

の
陶
に
和
す
は
、
但
だ
陶
を
以
て
自
ら
託
す
の
み
。
其
の
詩
に
至
っ
て
は
、
極
め

て
區
別
㊒
り
。
作
意
こ
れ
に
傚
い
て
陶
と
一
色
な
る
者
㊒
り
。
本
よ
り
合
う
を
求

め
ず
、
㊜
た
ま
陶
と
相
似
た
る
者
㊒
り
。

を
借
り
て
詩
を
爲
し
、
陶
を
置
き
て

問
わ
ざ
る
者
㊒
り
。
毫
も
意
を
經
ず
、口
に
信
せ
て
一

を
改
む
る
者
㊒
り
。（
中

略
）
此
の
陶
に
和
す
と
雖
も
而
し
て
陶
と
絕
え
て
相
干
せ
ざ
る
者
㊒
る
は
、
蓋
し

未
だ
嘗
て
陶
に
學
ぶ
に
規
規
た
ら
ざ
る
な
り
。

た
陶
に
和
す
る
に
非
ず
し
て
意

は
陶
に
得
る
㊒
る
者
㊒
り
。（
中
略
）
誥
謂
ら
く
、
公
の
和
陶
詩
は
實
に
一
件
の

事
に
當
り
て
做
し
、
亦
た
一
件
の
事
に
當
ら
ず
し
て
做
す
。
須
ら
く
此
の
意
を

り
て
、
方
め
て
詩
を
讀
む
を
許
す
べ
し
。
詩
話
及
び
歬
人
の
所
論
を
見
る
每
に
、

輒
ち
此
の
句
は
陶
に
似
、
彼
の
句
は
陶
に
非
ざ
る
を
以
て
、
牢
と
し
て
破
る
べ
か
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な
る
が
、陶
詩
の
中
に
「
周
生　

孔
業
を
述
べ
、祖
謝　

响
然
と
し
て
臻
る
（
周

生
述
孔
業
、
祖
謝
响
然
臻
）」
の
句
が
あ
る
の
を
承
け
て
、
州
學
を
訪
れ
た
こ
の
詩

に
援
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
陶
の
假
よ
り
江
陵
に
赴
く
夜
行
に
和
す
」（
卷

四
一
。
一
に
「
陶
の
辛
丑
七
⺼
に
赴
假
よ
り
江
陵
に
還
り
夜
行
し
て
途
中
に
作
る
口
號
に

和
す
」
と
も
作
る
）
は
紹
聖
四
年
の
秋
の
作
と
見
ら
れ
る
が
、「
郊
行
し
て
⺼
に
步

み
て
作
る
」
と
の
自
㊟
が
㊒
る
よ
う
に
、
夜
半
に
昇
っ
た
⺼
を
眺
め
つ
つ
散
策
す

る
內
容
で
あ
る
。
原
唱
の
「
辛
丑
歳
の
七
⺼
、
赴
假
よ
り
江
陵
に
還
り
、
夜
に
塗

口
に
行
く
（
辛
丑
歳
七
⺼
赴
假
還
江
陵
夜
行
塗
口
）」（
卷
三
）
は
、
桓
玄
の
幕
僚
で
あ

っ
た
陶
が
休
暇
を
終
え
て
江
陵
へ
戾
る
際
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中

に
「
枻
を
叩
く　

新
秋
の
⺼
、

れ
に
臨
ん
で
友
生
と
別
る
（
叩
枻
新
秋
⺼
、
臨

別
友
生
）」
と
あ
る
の
を
承
け
て
、
⺼
に
步
む
詩
の

と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

王
文
誥
の
言
で
は
「

を
借
り
て
詩
を
爲
し
、
陶
を
置
き
て
問
わ
ざ
る
も
の
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
陶
の
詩

を
深
く
理
解
し
て
い
れ
ば
こ
そ

な
し
得
た
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
精
神
面
で
陶
淵
朙
に
學
び
、
そ
の
上
で
原
唱
と
す
る
陶
詩
の
選
擇

に
自
分
の
情
況
、
考
え
を
反
映
さ
せ
、
原
詩
の
背
景
と
は
全
く

な
る
情
況
下
で

唱
和
し
た
と
こ
ろ
に
、「
和
陶
詩
」
の
新
し
さ
、
そ
し
て
意
義
が
㊒
る
。
彼
は
陶

に
對
す
る
思
慕
と
共
感
を
根
底
と
し
て
、
そ
の
上
で
作
品
に
應
じ
て
自
由
に
自
ら

の

涯
に
立
っ
た
感
慨
を
詠
じ
た
。
そ
れ
故
に
黃
庭
堅
が
「
子
瞻
の
和
陶
詩
に
跋

す
」（『
山
谷
集
』
卷
一
七
、
崇
寧
元
年
の
作
）
に
「
子
瞻　

嶺
南
に

せ
ら
れ
、
時

宰
は
こ
れ
を
殺
さ
ん
と
欲
す
。
飽
く
ま
で
喫
す　

惠
州
の
飯
、
細
か
に
和
す　

淵

朙
の
詩
。
彭
澤　

千
載
の
人
、東
坡　

百
世
の
士
。
出
處
は
同
じ
か
ら
ず
と
雖
も
、

風
味
は
乃
ち
相
似
た
り
（
子
瞻

嶺
南
、
時
宰
欲
殺
之
。
飽
喫
惠
州
飯
、
細
和
淵
朙
詩
。

彭
澤
千
載
人
、
東
坡
百
世
士
。
出
處
雖
不
同
、
風
味
乃
相
似
）」
と
言
う
如
く
、
時
代
や

立
場
を

に
し
な
が
ら
も
、
詩

に
お
い
て
陶
に
近
づ
き
得
た
の
で
あ
ろ
う
。

容
に
近
い
句
が
あ
れ
ば
、
そ
の

を
借
り
て
唱
和
詩
と
す
る
例
が
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
。「
陶
の
周
掾
祖
謝
に
示
す
に
和
す
（
和
陶
示
周
掾
祖
謝
）」（
卷
四
一
）
を
揭

げ
よ
う
。

聞
㊒
古
學
舍　
　

古
學
舍
㊒
り
と
聞
き

竊
懷
淵
朙
欣　
　

竊
か
に
淵
朙
の
欣
び
を
懷
く

攝
衣
造
兩
塾　
　

衣
を
攝
り
て
兩
塾
に
造
り

窺
戶
無
一
人　
　

戶
よ
り
窺
う
に
一
人
も
無
し

邦
風
方
杞
夷　
　

邦
風
は
方
に
杞
夷
た
る
も

廟
貌
猶
殷
因　
　

廟
貌
は
猶
お
殷
因
た
り

先
生
饌
已
缺　
　

先
生　

饌
は
已
に
缺
け

弟
子
散
莫
臻　
　

弟
子　

散
じ
て
臻
る
莫
し

忍
飢
坐
談
衟　
　

飢
を
忍
び
て
坐
し
て
衟
を
談
ず
れ
ば

嗟
我
亦
晚
聞　
　

嗟　

我　

亦
た
晚
れ
て
聞
く

永
言
百
世
祀　
　

永
く
百
世
の
祀
を
言
う
も

未
補
平
生
勤　
　

未
だ
平
生
の
勤
め
を
補
わ
ず

今
此
復
何
國　
　

今
は
此
れ　

復
た
何
の
國
ぞ

豈
與
陳
蔡
鄰　
　

豈
に
陳
蔡
と
鄰
ら
ん
や

永
愧
虞
仲
翔　
　

永
く
愧
づ　

虞
仲
翔
の

絃
歌
滄
海
濱　
　

滄
海
の
濱
に
絃
歌
す
る
に

「
城
東
の
學
舍
に
游
び
て
作
る
」
と
の
自
㊟
が
㊒
る
が
、
儋
州
の
學
舍
の
荒
廢

し
た

を
目
の
當
た
り
に
し
、敎
學
に
お
け
る
自
ら
の
無
力
を
嘆
く
內
容
で
あ
る
。

陶
の
原
唱
は「
周
續
之
祖
企
謝
景
夷
の
三
郞
に
示
す（
示
周
續
之
祖
企
謝
景
夷
三
郞
）」

（
卷
二
）
で
、
尋
陽
三
隱
の
一
人
で
あ
る
周
續
之
と
、
彼
と
共
に
州
に
出
て
禮
を

講
じ
た
祖
企
、
謝
景
夷
の
三
人
に
歸
隱
を
求
め
た
作
で
あ
っ
た
。
主
題
も
內
容
も
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も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
彼
ら
の
多
く
は
同
じ
よ
う
に

の
憂
き
目
を
見
て
い
る

の
で
、
秦

の
「
淵
朙
の
歸
去
來
辭
に
和
す
」（『
淮
海
集
』
卷
一
）
の
よ
う
に
、

桎
梏
を
離
れ
た
陶
淵
朙
的
な
世
界
へ
の
共
感
を
伴
っ
て
自
ら
の
經
驗
を
詠
う
例
も

少
な
く
な
い
。
蘇
轍
た
ち
が
和
陶
の
作
を
殘
し
た
の
は
、
個
人
的
な
繫
が
り
に
因

る
面
が
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の

れ
は
そ
こ
に
止
ま
ら
ず
、
次
第
に
廣

が
っ
て
い
っ
た
。
李
綱
や
王
十
朋
な
ど
㊟
目
さ
れ
る
成
果
を
殘
し
た
詩
人
も
現
れ

て
い
る
。
李
綱
は
蘇
軾
に
倣
っ
て
和
陶
詩
も
作
っ
て
い
る
が
、
廣
東
に
左
遷
さ
れ

た
自
身
の
經
驗
も
重
な
っ
て
、
む
し
ろ
蘇
軾
の
作
品
に
積
極
的
に
唱
和
し
、
優
れ

た
作
品
を
殘
し
た
。
ま
た
王
十
朋
に
も
和
陶
の
作
が
あ
る
が
、
や
は
り
㊟
目
す
べ

き
は
「
和
韓
詩
」
で
あ
ろ
う
。
韓
愈
の
作
品
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
人
と
な
り
に
も

深
い
共
感
を
寄
せ
て
お
り
、
王
自
身
の
代
表
作
と
言
っ
て
も
良
い
出
來
映
え
を
見

せ
て
い
る
。
蘇
軾
「
和
陶
詩
」
の
良
き
後
繼
と
言
え
、
唱
和
詩
の

れ
の
中
で
逸

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
作
品
で
あ
る
。
さ
ら
に
南
宋
で
は
、
古
人
の
作
に
唱
和
し

た
作
品
が
數
を
增
し
て
お
り
、
陶
淵
朙
や
唐
人
だ
け
で
な
く
、
蘇
軾
、
秦

ら
北

宋
の
詩
人
た
ち
も
對
象
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
唱
和
詩
の
持
つ
性
格
の
反
映
と

し
て
、
古
人
の
特
定
の
作
品
が
、
數
人
の
詩
人
に
よ
っ
て
唱
和
さ
れ
た
り
、
唱
和

の
作
が
さ
ら
に
唱
和
の
對
象
に
な
る
例
も
北
宋
朞
に
增
し
て
多
く
な
る
。
ま
た
、

あ
る
詩
人
の
詩
集
を
丸
ご
と
對
象
と
し
た
り
、
あ
る
主
題
の
作
を
集
め
て
そ
れ
全

體
に
唱
和
す
る
と
い
う
事
例
も
見
ら
れ
る（

（（
（

。
擬
古
詩
も
唱
和
詩
も
、
そ
れ
を
通
じ

て
自
ら
の
詩
才
を
示
す
と
い
う
側
面
を
持
つ
が
、
こ
れ
ら
の
例
は
そ
の
意
圖
が
强

く
表
れ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
て
古
人
の
作
に
唱
和
し
、
古
人
の
詩
の

を
用
い
て
作
詩
す
る
こ
と
が

式
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。

古
人
に
學
ぶ
と
い
う
點
か
ら
、
も
う
一
度
擬
古
詩
と
の
違
い
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。
古
人
へ
の
唱
和
が
一
般
化
し
た
宋
代
に
お
い
て
も
、
擬
古
詩
と
古
人
の

作
に
唱
和
し
た
作
品
の
兩
方
を
殘
し
て
い
る
詩
人
は
あ
ま
り
多
く
な
い
。
そ
の
一

古
人
へ
の
唱
和
詩
の
歷
史
に
お
い
て
蘇
軾
の
「
和
陶
詩
」
が
持
つ
意
義
は
極
め

て
大
き
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
に
先
立
っ
て
郭
祥
正
の
「
和
李
白
詩
」

が
評

と
な
っ
て
お
り
、「
李
白
後
身
」
と
さ
え
言
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
蘇
軾

の「
和
陶
詩
」は
質
量
と
も
に
そ
れ
を
大
き
く
超
え
る
も
の
と
な
っ
た
。
彼
が「
陶

の
園
田
の
居
に
歸
る
に
和
す
六
首
」
の
序
に
言
う
、
陶
の
作
品
全
て
に
唱
和
し
よ

う
と
し
た
こ
と
は
、
現
存
す
る
作
品
を
見
る
限
り
實
現
し
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、

對
象
と
す
る
古
人
の
作
品
世
界
す
べ
て
を
意

し
て
、
網
羅
的
に
唱
和
し
よ
う
と

し
た
の
は
、
畫
朞
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
時
空
を
越
え
て
陶
に

近
づ
き
、「
故
人
」
と
し
て
そ
の
作
品
に
唱
和
し
よ
う
と
す
る
態
度
で
あ
っ
た
。

さ
れ
ば
こ
そ
、「
陶
の
歸
去
來
兮
辭
に
和
す
」（
卷
四
七
）
の
末
尾
に
彼
自
ら
「
淵

朙
の
雅
放
を
師
と
し
、
百
篇
の
新
詩
を
和
す
。
歸
來
の
淸
引
を
賦
せ
ば
、
我
は
其

の
後
身
な
る
こ
と
蓋
し
疑
い
無
き
な
り
（
師
淵
朙
之
雅
放
、
和
百
篇
之
新
詩
。
賦
歸
來

之
淸
引
、
我
其
後
身
蓋
無
疑
）」
と
言
う
よ
う
に
、
陶
の
「
後
身
」
を
自
任
し
得
た

の
で
あ
ろ
う
。
郭
祥
正
の
評

は
當
然
聞
き
及
ん
で
い
た
ろ
う
が
、
自
ら
を
李
白

に
準
え
る
こ
と
で
㊟
目
を
得
よ
う
と
し
た
郭
と
は
決
定
的
に
違
う
、
深
い
同
化
の

意

が
彼
に
そ
う
言
わ
し
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
思
い
が
㊒
っ
て
、「
東

坡
海
外
の
文

」
と
高
く
評
さ
れ
る
よ
う
な
、
澄
朙
な

地
を
詠
う
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
る
。

四　

そ
の
後
の
古
人
へ
の
唱
和

蘇
軾
の
「
和
陶
詩
」
は
歬
項
に
擧
げ
た
特
徵
に
よ
っ
て
、
古
人
へ
の
唱
和
詩
の

れ
に
大
き
な
變
化
を
も
た
ら
し
、
そ
の

範
と
し
て
後
代
へ
影
响
を
及
ぼ
す
こ

と
に
な
っ
た
。
古
人
へ
の
次

唱
和
を
、
擬
古
詩
と

な
る
新
た
な

式
と
し
て

定
着
さ
せ
る
、
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
與
え
た
の
で
あ
る
。
蘇
轍
お
よ
び
張
耒
、

晁
補
之
、
秦

ら
の
門
人
た
ち
に
見
ら
れ
る
和
陶
の
作
も
、
彼
の
影
响
を
受
け
た
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の
詩
を
創
造
す
る
行
爲
で
あ
る
。
但
し
作
詩
の
修
練
と
は
別
の
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
だ
け
で
對
象
と
し
た
詩
人
に
學
ん
だ
と
は
言
え
ま
い
。し
か
し
對
象
の
作
家
、

作
品
を
選
び
取
る
こ
と
は
、
そ
の
評
價
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
廣
い
意
味
で

範

と
す
る
意

を
表
す
も
の
と
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
宋
代
に
は
詩
話
が
盛
ん

に
な
る
と
と
も
に
、
歬
代
の
詩
人
の
詩
集
、
作
品
な
ど
を
讀
む
と
題
す
る
詩
が
唐

代
よ
り
も
ず
っ
と
多
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
江
西
派
の
よ
う
に
、

擬
を
歬
面
に

打
ち
出
し
た
主
張
を
唱
え
る
例
も
見
ら
れ
、
歬
代
の
詩
に
學
ぶ
と
い
う
姿
勢
が
、

唐
代
ま
で
と
比
べ
て
よ
り
鮮
朙
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
古
人
の
作
品

に
唱
和
す
る
こ
と
も
、
こ
う
し
た
點
と
軌
を
一
に
す
る
と
考
え
て
良
い
の
で
は
な

い
か
。
楊
万
里
が
詩
作
の
修
練
を
振
り
﨤
っ
て
「
予
の
詩
、
始
め
は
江
西
の
諸
君

子
に
學
び
、
既
に
し
て

た
後
山
の
五
字
律
に
學
び
、
既
に
し
て

た
半
山
老
人

の
七
字
絕
句
に
學
び
、
晚
に
は
乃
ち
絕
句
を
唐
人
に
學
ぶ
。
こ
れ
を
學
ぶ
こ
と
愈

い
よ
力
む
れ
ば
、
こ
れ
を
作
る
こ
と
愈
い
よ
寡
な
し
。（
略
）
戊
戌
の
三
朝
、
時

節
は
吿
を
賜
り
、
公
事
少
な
け
れ
ば
、
是
の
日
に

ち
詩
を
作
る
。
忽
ち
寤
る
㊒

る
が
若
く
、
是
こ
に
お
い
て
唐
人
及
び
王
、
陳
、
江
西
の
諸
君
子
に
辭
謝
し
て
、

皆
敢
え
て
學
ば
ず
、
而
る
後
に
欣
如
た
る
な
り
」（「
誠
齋
荆
溪
集
序
」『
誠
齋
集
』
卷

八
〇
）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
詩
人
に
と
っ
て
「
古
人
の
作
に
學
び
つ
つ
、
如
何
に

自
ら
の
詩
を
確
立
す
る
か
」
は
大
き
な
命
題
で
あ
っ
た
。
古
人
へ
の
唱
和
詩
は
、

詩
と
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
何
に
學
ぶ
べ
き
か
と
い
う
議
論
に
對
す
る
、
詩
人
た

ち
の
一
つ
の
回
答
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

㊟
（
（
）　

本
稿
に
引
用
す
る
詩
文
は
、
蘇
軾
の
詩
は
便
宜
的
に
『
蘇
軾
詩
集
』（
中
華
書
局
）

に
依
據
し
て
そ
の
卷
數
を
記
す
。
ま
た
陶
淵
朙
は
陶
澍
『
靖
節
先
生
集
』
の
卷
數
を

示
す
。
そ
の
他
の
詩
人
の
作
品
は
個
々
に
㊟
記
す
る
。
な
お
參
照
す
べ
き
先
行
硏
究

人
で
あ
る
張
耒
を
例
と
し
て
、そ
の「
淵
朙
の
飮
酒
詩
に
次

す
」（『
柯
山
集
』卷
七
）

と
「
宮
詞
王
建
に
效
う
」
五
首
（
同
卷
四
）、「
古
意
東
野
に
效
う
」（
同
卷
八
）
と

を
比
較
し
て
み
る
と
、
歬
者
は
「
飮
酒
詩
」
を
踏
ま
え
て
自
ら
の
思
い
を
詠
い
、

後
者
は
特
定
の
作
品
ジ
ャ
ン
ル
を
擧
げ
つ
つ
王
建
、
孟
郊
そ
れ
ぞ
れ
の
風
格
に
倣

っ
て
、
そ
れ
に
似
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。
一
般
に
、

對
象
と
す
る
作
品
を
朙
確
に
意

す
る
場
合
は
、
そ
の
作
品
の

に
次
し
て
唱
和

し
、
作
品
の
ジ
ャ
ン
ル
、
詩
人
も
し
く
は
そ
の
ス
タ
イ
ル
（
體
）
な
ど
を
意

す

る
場
合
は
、
擬
作
す
る
と
い
う
傾
向
が
大
雜
把
に
指

で
き
る
。
唱
和
は
具
體
的

な
作
品
を
擧
げ
る
の
で
、
原
作
の

れ
を
意

し
つ
つ
、
自
ら
の

涯
に
立
っ
た

感
慨
を
詠
じ
て
い
る
。
そ
の
點
が
表
現
や
詩
風
を
意

す
る
擬
作
と
は

な
る
よ

う
に
思
う
。
な
お
、
古
人
の
作
に
唱
和
し
た
詩
を
他
の
人
に
見
せ
ら
れ
、
更
に
そ

の
作
に
唱
和
す
る
こ
と
は
、
擬
古
詩
の
持
つ
性
格
と
は
大
き
く

な
る
點
と
言
っ

て
良
い
だ
ろ
う
。
擬
作
は
對
象
と
す
る
詩
人
の
詩
風
あ
る
い
は
そ
の
作
品
の
個
性

に
學
び
つ
つ
、
自
ら
の
詩
を
創
り
あ
げ
る
行
爲
で
あ
る
。
だ
か
ら
他
人
の
擬
作
を

承
け
て
、
更
に
自
ら
も
擬
作
す
る
と
い
う
こ
と
は
普
通
行
わ
れ
な
い
。
一
方
唱
和

詩
は
「
唱
し
て
そ
れ
に
和
す
」
も
の
で
、
本
來
的
に
多
數
の
人
々
が
參
加
し
う
る

性
格
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
古
人
の
作
に
唱
和
す
る
場
合
も
、
そ
の
唱
和
詩

が
あ
る
集
團
の
中
で
「
原
唱
」
の
位
置
を
占
め
、
そ
れ
に
「
和
詩
」
が
生
ま
れ
る

と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
う
る
。
こ
の
場
合
、
古
人
の
原
作
に
心
を
寄
せ
る
と
い
う

よ
り
も
、
そ
の
唱
和
で
あ
る
新
た
な
「
原
唱
」
に
心
を
寄
せ
る
行
爲
で
あ
る
か
、

あ
る
い
は
唱
和
と
い
う
文
學
活
動
を
樂
し
む
行
爲
と
し
て
意
義
付
け
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
點
は
古
人
へ
の
唱
和
と
擬
古
詩
と
を
分
か
つ
大
き
な
特

徵
で
あ
ろ
う
。
ま
た
さ
れ
ば
こ
そ
、
兩
者
が
併
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
思

わ
れ
る
。

擬
作
も
古
人
へ
の
唱
和
も
、
古
人
あ
る
い
は
そ
の
作
品
か
ら
學
び
つ
つ
、
自
ら



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
四
集

一
四
〇

を
述
べ
、
併
せ
て
當
時
江
湖
の
評

を
得
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

（
（
）　

皮
日
休
、
陸
龜
蒙
の
唱
和
詩
に
は
和

の
作
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
「
唐

人
送
別
詩
」
と
『
北
里
志
』
中
の
次

唱
和
詩
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
日
本
に
殘
る

唐
詩
㊮
料
に
つ
い
て
」（
張
三
寶
、
楊
儒
賓
編
『
日
本
漢
學
硏
究
初
探
』、
勉
誠
出
版
、

二
〇
〇
二
）
お
よ
び
「
北
里
志
の
文
學
的
側
面　

─
詩
を
中
心
に
─
」（『
竹
田
晃
先

生
退
官
記
念
東
ア
ジ
ア
文
化
論
叢
』、
汲
古
書
院
、
一
九
九
一
）
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
（
）　

大
曆
年
閒
に
虎
丘
寺
で
鬼
題
詩
が
二
首
（
淸
遠
衟
士
と
幽
獨
君
の
作
と
さ
れ
る
）

發
見
さ
れ（『
通
幽
記
』、『
太
平
廣
記
』卷
三
三
八
收
。
ま
た『
唐
詩
紀
事
』卷
三
四「
李

衟
昌
」
の
條
に
も
同

の
話
を
記
す
）、
顏
眞
卿
が
こ
れ
を
石
に

ん
で
繼
和
の
作

（「

淸
遠
衟
士
詩
因
而
繼
作
」『
全
唐
詩
』
卷
一
五
二
）
を
作
っ
た
。
こ
の
顏
の
作

に
さ
ら
に
李
德
裕
が
「
追
和
太
師
顏
公
同
淸
遠
衟
士
遊
虎
丘
寺
」
詩
（『
李
文
饒
文
集
』

別
集
卷
三
）
を
書
い
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
次

の
作
で
は
な
い
。
皮
日
休
「
追
和

虎
丘
寺
淸
遠
衟
士
詩
」「
追
和
幽
獨
君
詩
次

」（
共
に
『
全
唐
詩
』
卷
六
〇
九
）、

陸
龜
蒙
「
次
追
和
淸
遠
衟
士
詩

」（
同
卷
六
一
七
）「
次
幽
獨
君

」
二
首
（
同
卷

六
一
九
）
に
至
っ
て
、
次

唱
和
の
作
と
な
っ
て
い
る
。

　
　

な
お
唐
彥
謙
の
集
に
收
め
ら
れ
る
「
和
陶
淵
朙
貧
士
詩
七
首
」（『
全
唐
詩
』
卷

六
七
一
）
は
形
式
、
內
容
兩
面
で
甚
だ
整
っ
た
次

唱
和
の
作
で
あ
り
、
唐
末
に

こ
れ
だ
け
完
成
度
の
高
い
作
品
が
生
ま
れ
て
い
れ
ば
特
筆
さ
れ
る
べ
き
存
在
と
な
る

が
、
王
兆
鵬
氏
が
「
唐
彥
謙
四
十
首
贋
詩
證
僞
」（『
中
華
文
史
論
叢
』
第
五
十
二
輯
）

に
說
か
れ
る
如
く
、
こ
れ
は
元
の
戴
表
元
の
作
が
混
入
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
（
）　

李
德
裕
「
述
夢
詩
四
十

」
は
浙
西

察
使
と
し
て
潤
州
に
い
た
寶
曆
元
年
の
作
。

こ
れ
を
示
さ
れ
た
浙
東

察
使
の
元
稹
と
和
州
刺
史
の
劉
禹
錫
に
次

唱
和
の
作
が

殘
る
。
蘇
頌
の
詩
に
言
う
「
三
賢
」
は
こ
の
三
名
で
あ
る
。
范
仲
淹
の
「
述
夢
詩
序
」

（『
范
文
正
公
文
集
』
卷
八
）
に
據
れ
ば
、
潤
州
の
甘
露
寺
は
李
德
裕
緣
の
寺
で
、
そ

こ
に
原
唱
と
和
詩
の
石

が
㊒
っ
た
と
い
う
。
范
は
序
文
の
中
で
三
人
の
事
跡
を
高

く
評
價
す
る
が
、
そ
の
こ
と
が
蘇
頌
や
林
旦
の
作
詩
動
機
と
も
關
わ
っ
て
い
た
と
思

は
數
多
い
の
で
、
揭
出
は
敢
え
て
割
愛
す
る
。

　
　

蘇
轍
の
「
子
瞻
和
陶
淵
朙
詩
集
引
」
は
紹
聖
四
年
十
二
⺼
十
九
日
の
作
。
蘇
軾
の
書

簡
を
引
用
し
た

分
は
「
古
之
詩
人
㊒
擬
古
之
作
矣
、
未
㊒
追
和
古
人
者
也
。
追
和

古
人
、
則
始
於
東
坡
。
吾
於
詩
人
、
無
所
甚
好
、
獨
好
淵
朙
之
詩
。
淵
朙
作
詩
不
多
、

然
其
詩
質
而
實
綺
、
癯
而
實
腴
。
自
曹
、
劉
、
鮑
、
謝
、
李
、
杜
諸
人
皆
莫
及
也
。

吾
歬
後
和
其
詩
凢
百
數
十
篇
、
至
其
得
意
、
自
謂
不
甚
愧
淵
朙
。
今
將
集
而
幷
錄
之
、

以
遺
後
之
君
子
。
子
爲
我
志
之
。
然
吾
於
淵
朙
、
豈
獨
好
其
詩
也
哉
。
如
其
爲
人
、

實
㊒
感
焉
。
淵
朙
臨
終
、
疏
吿
儼
等
、
吾
少
而
窮
苦
、
每
以
家
貧
、
東
西
遊
走
。
性

剛
才
拙
、
與
物
多
忤
、
自
量
爲
己
必
貽
俗
患
、
黽
勉
辭
世
、
使
汝
等
幼
而
飢
寒
。
淵

朙
此
語
、
蓋
實
錄
也
。
吾
今
眞
㊒
此
病
而
不
蚤
自
知
、
半
生
出
仕
、
以
犯
世
患
、
此

所
以
深
服
淵
朙
、
欲
以
晚
節
師
範
其
萬
一
也
」
で
あ
る
。

（
（
）　

晁
說
之
「
和
陶
引
辯
」
の
引
用
箇
所
の
原
文
は
「

㊒
擬
古
之
作
而
未
㊒
追
和
古

人
者
如
何
。
曰
、
亦
所
未
喩
、
梁
吳
均
「
和
梁
鴻
〈
在
會
稽
贈
友
人
高
伯
逹
〉」、「
和

郭
林
宗
〈
贈
徐
子
孺
〉」、「
和
揚
雄
〈
就
人
乞
酒
不
得
作
詩
嘲
之
〉」、
唐
李
賀
「
追

和
何
謝
銅
雀
妓
」、「
追
和
柳
惲
汀
洲
白
蘋

」、
蓋
亦
多
矣
。
雖
然
、
和
不
次

、

奈
何
。
曰
、
時
也
。
方

鳥
跡
時
、
可
責
以
鍾
、
張
之
法
度
乎
」
で
あ
る
。

（
（
）　

宋
の
陳
舜
兪
の
『
廬
山
記
』（
四
庫
全
書
所
收
本
に
據
る
）
に
收
め
ら
れ
、
釋
慧

遠
の
「
廬
山
に
遊
ぶ
（
遊
廬
山
）」
詩
〔
五
言
十
四
句
〕
と
、劉
程
之
〔
五
言
十
六
句
〕、

王
喬
之
〔
五
言
二
十
句
〕、
張
野
〔
五
言
十
二
句
〕
の
奉
和
詩
が
殘
る
。

（
（
）　

元
白
の
唱
和
詩
に
お
い
て
、
和

を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
の
は
元
稹
の
方
で
あ

っ
た
。
彼
の
「
上
令
狐
相
公
詩
諬
」（
中
華
書
局
『
元
稹
集
』
卷
六
〇
、
集
外
文

）

に
「
稹
與
同
門
生
白
居
易
友
善
、
居
易
雅
能
爲
詩
、
就
中
愛
驅
駕
文
字
、
窮
極
聲

、

或
爲
千
言
、
或
爲
五
百
言
律
詩
、
以
相
投
寄
。
小
生
自
審
不
能
以
過
之
、
徃
徃
戲
排

舊

、
別
創
新
詞
、
名
爲
次

相
酬
、
蓋
欲
以
難
相
挑
耳
。
江
湖
閒
爲
詩
者
、
復
相

倣
傚
、
力
或
不
足
、
則
至
於
顚
倒
語
言
、
重
複
首
尾
、

同
意
等
、
不

歬
篇
、
亦

自
謂
爲
元
和
詩
體
。
而
司
文
者
考
變
雅
之
由
、
徃
徃
歸
咎
於
稹
」
と
そ
の
閒
の
事
情
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に
も
議
論
が
あ
る
。

　
　

ま
た
白
居
易
の
「
效
陶
濳
體
詩
十
六
首　

幷
序
」（『
白
氏
長
慶
集
』
卷
五
）
も
、
和

陶
詩
と
の
關
係
で
見
迯
せ
な
い
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
は
母
の
喪
の
た
め
に
鄕
里
の
下

邽
に
退
居
し
て
い
た
元
和
八
年
の
作
と
見
ら
れ
、
序
文
の
中
で
「
余
退
居
渭
上
、
杜

門
不
出
。
…
會
家
醞
新
熟
、
雨
中
獨
飮
、
徃
徃
酣
醉
、
終
日
不
醒
。
…
因
詠
陶
淵
朙

詩
、
㊜
與
意
會
、
遂
傚
其
體
、
成
十
六
篇
」
と
、
陶
淵
朙
の
「
飮
酒
」
詩
を
念
頭
に

そ
の

地
に
倣
お
う
と
し
た
意
圖
が
示
さ
れ
て
い
る
。
十
六
首
の
詩
で
は
、
陶
詩
の

モ
チ
ー
フ
、
表
現
を
用
い
つ
つ
、
醉
い
の

地
や
貧
に
安
ん
ず
る
思
い
が
述
べ
ら
れ

て
お
り
、
陶
淵
朙
へ
の

慕
と
そ
の
詩
に
對
す
る
深
い
理
解
が
窺
え
る
。
こ
の
點
で
、

蘇
軾
の
「
和
陶
飮
酒
二
十
首
」
の
先
驅
を
な
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

（
（（
）　

序
文
の
原
文
は
「
吾
飮
酒
至
少
、
常
以
把
盞
爲
樂
。
徃
徃
頽
然
坐
睡
、
人
見
其
醉
、

而
吾
中
了
然
、
蓋
莫
能
名
其
爲
醉
爲
醒
也
。
在
揚
州
時
、
飮
酒
過
午
、
輒
罷
。
客
去
、

解
衣
盤
礴
、
終
日

不
足
而
㊜
㊒
餘
。
因
和
淵
朙
飮
酒
二
十
首
、
庶
以
彷
彿
其
不
可

名
者
、
示
舍
弟
子
由
、
晁
无
咎
學
士
」
で
あ
る
。
閑
時
の
飮
酒
の
感
慨
と
い
う
點
で
、

㊟
（
（（
）
に
擧
げ
た
白
居
易
の
擬
作
詩
を
强
く
意

し
て
い
る
だ
ろ
う
。

（
（（
）　
「
和
陶
歸
園
田
居
六
首
」
は
陶
淵
朙
の
「
歸
園
田
居
五
首
」（
卷
二
）
に
江
淹
「
雜

體
詩
」
中
の
「
種
苗
在
東
皐
」
一
首
を
加
え
た
テ
キ
ス
ト
に
據
っ
て
唱
和
し
た
も
の
。

序
の
原
文
は
「
三
⺼
四
日
、
遊
白
水
山
佛
迹
巖
、
沐
浴
於
湯
泉
、
晞
髮
於
懸
瀑
之
下
、

浩
歌
而
歸
、
肩
輿
却
行
。
以
與
客
言
、
不
覺
至
水
北
茘
支
浦
上
。
晚
日
蔥

、
竹
陰

蕭
然
、
時
茘
子
纍
纍
如
芡
實
矣
。
㊒
父
老
年
八
十
五
、
指
以
吿
余
曰
、
及
是
可
⻝
、

公
能
攜
酒
來
遊
乎
。意
欣
然
許
之
。歸
臥
既
覺
、聞
兒
子
過
誦
淵
朙
歸
園
田
居
詩
六
首
、

乃
悉
次
其

。
始
、
余
在
廣
陵
和
淵
朙
飮
酒
二
十
首
、
今
復
爲
此
、
要
當
盡
和
其
詩

乃
已
耳
。
今
書
以
寄
妙
總
大
士
參
寥
子
」
で
あ
る
。

（
（（
）　

楊
万
里
の
友
人
で
あ
る
陳
從
古
（
字
は
晞
顏
）
は
、
陳
與
義
の
詩
の
す
べ
て
に
次

唱
和
し
、ま
た
古
來
の
梅
詩
を
集
め
て
唱
和
を
し
て
い
る
（
作
品
は
現
存
し
な
い
）。

そ
の
こ
と
を
記
す
楊
万
里
の
序
文
の

當

分
を
擧
げ
る
。

わ
れ
る
。
な
お
、
蘇
軾
の
「
甘
露
寺
」
詩
（
卷
七
）
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
北
宋

朞
に
は
李
德
裕
が
高
く
評
價
さ
れ
て
い
た
。

（
（
）　

孟
郊
の
作
は
「
蘇
州
崑
山
惠
聚
寺
僧
房
」（『
孟
東
野
集
』
卷
五
）
で
場
所
も
一
致

す
る
が
、
張
祜
の
作
は
「
禪
智
寺
」（『
全
唐
詩
』
卷
五
一
〇
）
で
揚
州
で
の
作
に
な

る
。
張
祜
に
は
慧
聚
寺
で
の
作
が
無
く
、李
壁
註
は
原
唱
を
「
題
蘇
州
思
益
寺
」（
同
）

と
見
る
が
、
そ
れ
で
は

が

な
る
。
な
お
同
時
朞
の
林
邵
に
も
「
和
張
祜

」「
和

孟
郊

」（
と
も
に
『
全
宋
詩
』
卷
七
四
八
、出

昱
『
崑
山
雜
詠
』
卷
上
）
が
殘
る
が
、

あ
る
い
は
王
安
石
の
詩
に
觸
發
さ
れ
た
も
の
か
。

（
（
）　

歬
者
は
元
豐
二
年
に
知
湖
州
と
な
っ
て
赴
任
す
る
途
中
、
秦

、
參
寥
と
共
に
無

錫
の
惠
山
を
訪
れ
、
唐
の
王
武
陵
、
竇
羣
、
朱
宿
の
詩
を
見
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
次

し
た
作
品
で
あ
る
。
ま
た
後
者
は
元
豐
七
年
に
黃
州
か
ら
江
寧
府
へ
向
か
う
途
中
、

潯
陽
で
李
白
の
「
尋
陽
紫
極
宮
感
秋
作
」
詩
（『
李
太
白
文
集
』
卷
二
四
）
の
石

を
見
せ
ら
れ
、
こ
れ
に
次

し
た
作
で
あ
る
。

（
（0
）　
『
宋
史
』
卷
四
四
四
「
文
苑
傳
」
六
に
收
め
る
本
傳
に
は
「
母
夢
李
白
而
生
。
少

㊒
詩
聲
、
梅
堯
臣
方
擅
名
一
時
、
見
而
歎
曰
、
天
才
如
此
、
眞
太
白
後
身
也
」
と
あ

る
。
な
お
、
郭
祥
正
は
蘇
軾
と
も
交

が
あ
っ
た
。
蘇
軾
は
元
豐
七
年
に

罪
を
赦

さ
れ
て
黃
州
か
ら
江
寧
府
に
赴
く
途
中
、
當
塗
で
郭
の
家
に
立
ち
寄
っ
て
い
る
（「
郭

祥
正
家
醉
畫
竹
石
壁
上
、
郭
作
詩
爲
謝
、
且
遺
二
古
銅
劍
」
詩
、
卷
二
三
）。
郭
の

集
に
も
「
徐
州
黃
樓
歌
寄
蘇
子
瞻
」（『
靑
山
集
』
卷
九
）
な
ど
、
蘇
軾
に
贈
っ
た
詩

が
數
首
殘
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　

蘇
軾
は
白
居
易
の
官
僚
と
し
て
の
身
の
処
し
方
、
閒
㊜
を
旨
と
し
た
生
き
方
を

慕
し
て
い
た
。
そ
れ
は
中
年
ま
で
の
官
歷
、
出
処
進
退
に
似
た
點
が
㊒
っ
た
こ
と
も

一
因
で
あ
っ
た
。
元
祐
六
年
三
⺼
の
「
予
去
杭
十
六
年
而
復
來
、
留
二
年
而
去
。
平

生
自
覺
出
處
老
少
、
麤
似
樂
天
、
雖
才
名
相
遠
、
而
安
分
寡
求
、
亦
庶
幾
焉
。
…
作

三
絕
句
」
詩
（
卷
三
三
）
の
第
二
首
に
は
「
出
處
依
稀
似
樂
天
、
敢
將
衰
朽
較
歬
賢
。

便
從
洛
社
休
官
去
、猶
㊒
閑
居
二
十
年
」と
詠
う
。『
容
齋
三
筆
』卷
五「
東
坡
慕
樂
天
」
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「
陳
晞
顏
和
簡
齋
詩
集
序
」（『
誠
齋
集
』卷
七
九
）「
古
之
詩
、倡
必
㊒
賡
、意
焉
而
已
矣
。

焉
而
已
矣
、
非
古
也
、
自
唐
人
元
白
始
也
、
然
猶
加
少
也
。
至
吾
宋
蘇
黃
倡
一
而

十
賡
焉
、
然
猶
加
少
也
。
至
於
擧
古
人
之
全
書
而
盡
賡
焉
、
如
東
坡
之
和
陶
是
也
、

然
猶
加
少
也
。
蓋
淵
朙
之
詩
纔
百
餘
篇
爾
。
至
㊒
擧
歬
人
數
百
篇
之
詩
而
盡
賡
焉
、

如
吾
友
敦
復
先
生
陳
晞
顏
之
於
簡
齋
者
、
不
既
富
矣
乎
。」

　
　
「
洮
湖
和
梅
詩
序
」（
同
）「
吾
友
洮
湖
陳
晞
顏
、蓋
造
次
必
於
梅
、顚
沛
必
於
梅
者
也
。

嘉
愛
之
不
足
而
吟
詠
之
、
吟
詠
之
不
足
則
盡
取
古
今
詩
人
賦
梅
之
作
而
賡
和
之
。
寄

一
編
以
遺
予
曰
、
從
古
此
詩
已
八
百
篇
矣
。
不
盈
千
篇
、
吾
未
止
也
。」

　
　

な
お
詞
で
も
、方
千
里
が
周
邦
彥
の
全
作
品
に
和
し
た「
和
淸
眞
詞
」を
殘
し
て
い
る
。


