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八

は
じ
め
に

「
李
白
と
謝
朓
」
は
傳
統
的
な
硏
究
テ
ー
マ
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
に

々
な
硏

究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
多
く
は
李
白
硏
究
の
一
環
と
し
て
謝
朓
を
取
り
上
げ

た
も
の
で
あ
り
、
李
白
が
謝
朓
の
文
學
か
ら
多
大
な
る
影
响
を
受
け
た
こ
と
を

々
な
角
度
か
ら
論
證
し
て
い
る（
１
）。

そ
の
一
方
で
、
謝
朓
の
文
學
も
ま
た
、
李
白
と
い
う
理
解
者
を
得
る
こ
と
に
よ

っ
て
そ
の
評
價
を
確
立
さ
せ
る
。
さ
ら
に
は
、
李
白
が
指
し
示
す
方
向
に
從
っ
て

謝
朓
の
文
學
は
解
釋
さ
れ
、
受
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
從
來

の
「
李
白
と
謝
朓
」
の
關
係
論
は
、
謝
朓
詩
硏
究
の
方
法
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
。
謝
朓
の
文
學
に
對
す
る
解
釋
、
そ
し
て
謝
朓
の
詩
人

像
の
成
立
に
李
白
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
檢
討
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

實
の
と
こ
ろ
、
李
白
に
よ
る
謝
朓
の
愛
好
は
、
謝
朓
に
對
す
る
後
人
の
理
解
を

大
き
く
決
定
づ
け
る
こ
と
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
李
白
が
足
し
げ
く
通
い
、
そ
の

地
で
謝
朓
に
思
い
を
寄
せ
る
詩
文
を
多
く
殘
し
た
こ
と
で
、
謝
朓
は
「
宣
城
の

詩
人
」
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
中
唐
以

、
謝
朓
の
文
學
は
宣
城
時
朞
を
中
心

に
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
方
で
、「
當
塗
の
靑
山
＝
謝
朓
の
別
業
＝
李
白

の

」
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
る
構
圖
は
、
實
際
に
は
、「
李
白
に
よ
る
謝
朓
の

愛
好
」
が
典
故
と
し
て
廣
ま
り
、
擴
大
解
釋
さ
れ
る
過
程
で
、
李
白
の

（
靑

山
）
が
謝
朓
に
關
連
づ
け
ら
れ
た
「
誤
解
」
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
こ
と

は
、
筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
硏
究
が
朙
ら
か
に
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る（

２
）。
謝
朓
の

文
學
の
實
像
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
李
白
の
解
釋
が
果
た
し
た
役
割
を
愼
重
に

檢
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
視
點
に
立
っ
て
「
李
白
と
謝
朓
」
を
再
考
す
る
べ

く
、
謝
朓
「
晚
登
三
山
還

京
邑
」
詩
の
「
澄
江
靜
（
淨
）
如
練
」
句
を
取
り
上

げ
て
論
じ
る
。「
澄
江
靜
（
淨
）
如
練
」
は
、
謝
朓
を
代
表
す
る
名
句
と
し
て
人

口
に
膾
炙
す
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て
謝
朓
一
人
の
力
に
よ
る
成
果
で
は
な
か
っ
た
。

「
澄
江
」
句
の
受
容
と
展
開
の
諸
相
を
朙
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
角

度
か
ら
李
白
と
謝
朓
の
關
係
性
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
い（

３
）。

　
　

一
　
謝
朓
「
澄
江
靜
如
練
」
句
の
成
立
と
そ
の
特

「
晚
登
三
山
還

京
邑
」
詩
（
卷
三
）
は
、
南
齊
の
建
武
二
年
（
四
九
五
）
の

こ
ろ
の
作
で
あ
り
、
謝
朓
が
建
康
か
ら
宣
城
へ
向
か
う
衟
中
、
長
江
沿
い
に
あ

「
李
白
と
謝
朓
」
再
考

　
　―

「
澄
江
淨
如
練
」
句
の
受
容
と
展
開

�

石
　
　
碩



「
李
白
と
謝
朓
」
再
考

一
九

靜
か
に
橫
た
わ
る
長
江
の
流
れ
、
そ
し
て
長
江
の
中
洲
に
喧
し
く
囀
る
鳥
と
色
と

り
ど
り
の

し
い

々
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
九
句
目
か
ら
十
四
句
目
ま

で
は
、
故
鄕
（
建
康
）
を
懷
か
し
み
、
心
を
痛
め
る
詩
人
の
姿
が

か
れ
る
。
旅

路
を
急
ご
う
、
こ
の
地
に
長
く
留
ま
り
す
ぎ
た
。
宴
は
か
え
っ
て

鄕
の
思
い
を

ら
せ
る
だ
け
。
再
會
の
日
は
い
つ
に
な
る
か
と
思
う
と
、
大
粒
の
淚
が

り

ち
る
。
故
鄕
を
想
う
の
も
當
然
の
こ
と
、
黑
髮
を
白
く
變
え
ず
に
お
ら
れ
る
者
な

ど
い
る
は
ず
も
な
い―

「
導
入
（
背
景
の
說
朙
）―

敍
景
（

景
）―

敍
情
（

鄕
）」
と
い
う
構
成
は
、
謝
朓
の

鄕
詩
に
お
け
る
定
型
で
あ
り
、
本
詩
の
他
に

も
、

鄕
の
地
で
詠
ま
れ
た
「

三
湖
（

州
）」「

日
悵

（
宣
城
）」「
冬
日

晚
郡
事
隙
（
宣
城
）」
な
ど
の
作
品
が
こ
の
形
を
取
る（
８
）。

本
詩
の
五
句
目
・
六
句
目
に
あ
た
る
「
餘
霞
散
成
綺
、
澄
江
靜
如
練
」
の
一
聯

は
、
鄕
愁
を
搔
き
立
て
る
夕

れ
時
の
景
色
と
し
て
空
（
雲
）
と
長
江
（
水
）
を

く（
９
）。「
餘
霞
（
夕
燒
け
雲
の
名
殘
り
）」「
澄
江
（
澄
ん
だ
長
江
の
流
れ
）」
は
い
ず
れ

も
謝
朓
に
よ
る
造
語
で
あ
り
、「
散
ず
」
と
「
靜
か
に
」
は
夕
燒
け
雲
と
長
江
の

狀
態
（
動
と
靜
）
が
對
比
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
綺
（
文

が

り
込
ま
れ
た
絹

物
）
を
成
す
」「
練
（
白
い
無
地
の
絹

物
）
の
如
し
」
は
、
比
喩
對
象
の
素
材
・

色
彩
の
特

を
利
用
し
て
、
兩
者
の
違
い
を
際
立
た
せ
て
い
る）
（（
（

。

と
こ
ろ
で
こ
の
「
餘
霞
」「
澄
江
」
の
一
聯
は
、
整
然
と
し
た
對
偶
表
現
に
よ

っ
て

れ
時
の
瞬
閒
的
な
美
し
さ
を

い
て
い
る
が
、
同
時
に
、
特
定
の
景

に

根
差
さ
な
い
、
極
め
て
一
般
化
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
こ
と
に
氣
づ
く
。
お
お
よ
そ

黃
昏
時
の
長
江
沿
岸
で
あ
れ
ば
何
處
か
ら
で
も
目
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
典
型

的
な
江
南
の

景
が
そ
こ
に
は
あ
り
、「
三
山
」
に
固
㊒
の
景
色
が

か
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、「
澄
江
」
句
は
、
長
江
の
動
き
の
な
い
狀

態
（
靜
）
を
述
べ
る
表
現
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
單
獨
で
は
夕

れ
と
い
う
時
閒
帶

さ
え
も
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
要
す
る
に
、「
澄
江
」
句
は
「
餘
霞
」
句
と
對

る
「
三
山
」
か
ら
振
り
﨤
っ
て
建
康
の
方
角
を
眺
め
た
際
に
詠
じ
た
も
の
で
あ
る（

４
）。

從
來
の
武
帝
派
を
一
掃
し
て
帝
位
に
つ
い
た
朙
帝

鸞
（
四
五
二―

四
九
八
）
の
命

に
よ
り
、
謝
朓
は
太
守
と
し
て
宣
城
へ
赴
任
す
る
。
都
か
ら
宣
城
へ
の
衟
の
り
は
、

長
江
沿
い
の
新
林
浦
・
板
橋
を
經
由
し
（
謝
朓
「
之
宣
城
郡
出
新
林
浦
向
板
橋
」
詩
）、

い
よ
い
よ
建
康
へ
の
出
入
り
の
要
所
で
あ
っ
た
「
三
山
」
に
さ
し
か
か
る（

５
）。

灞
涘

長
安
　
　
灞は

の
涘ほ
と
り

よ
り
長
安
を

み

河
陽
視
京
縣
　
　
河
陽
よ
り
京
縣
を
視
る

白
日
麗
飛

　
　
白
日
　飛ひ

ば
う

を
麗て

ら
し

參
差
皆
可
見
　
　
參し

ん

差し

と
し
て
皆
　見
る
べ
し

餘
霞
散
成
綺
　
　
餘
霞
　散
じ
て
綺

あ
や
ぎ
ぬ

を
成
し

澄
江
靜
如
練
　
　
澄
江
　靜
か
な
る
こ
と
練

ね
り
ぎ
ぬ

の
如
し
　
　
　

喧
鳥
覆
春
洲
　
　
喧け

ん

鳥て
う

　春
洲
を
覆
ひ

雜

滿

甸
　
　
雜

　は
う

甸で
ん

に
滿
つ

去
矣
方
滯
淫
　
　
去ゆ

か
ん
　方ま

さ

に
滯た
い

淫い
ん

せ
り

懷
哉
罷

宴
　
　
懷お
も

は
る
る
哉
　
宴
を
罷
め
ん

佳
朞
悵
何
許
　
　
佳
朞
　何い

ず
れ許
な
る
か
を
悵な
げ

き

淚
下
如
流
霰
　
　
淚
の
下
る
こ
と
流り

う

霰さ
ん

の
如
し

㊒
情
知

鄕
　
　
情
㊒
れ
ば
鄕
を

む
を
知
る

誰
能
鬒
不
變
　
　
誰
か
能
く
鬒

く
ろ
か
み

の
變
ぜ
ざ
ら
ん

本
詩
は
全
十
四
句
か
ら
な
り
、
冐
頭
二
句
は
王
粲
「
七
哀
詩
二
首
」
其
一（

６
）の

「
南
の
か
た
霸
陵
の
岸
に
登
り
、
首
を
迴
ら
せ
て
長
安
を

む
（
南
登
霸
陵
岸
、
迴

首

長
安
）」、
潘
岳
「
河
陽
縣
作
二
首
」
其
二（
７
）の
「
領う
な
じ

を
引の
ば

し
て
京
室
を

む
、

南
路
　伐ば

つ

柯か

に
在
り
（
引
領

京
室
、
南
路
在
伐
柯
）」
を
踏
ま
え
て
、「
都
城
を

む
」
と
い
う
主
題
を
提
示
す
る
。
續
け
て
三
句
目
か
ら
八
句
目
ま
で
は
三
山
か
ら

の
眺
め
、
夕
日
に
照
ら
さ
れ
た

・
町
竝
み
、

れ
時
の
夕
燒
け
雲
の
名
殘
り
、
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二
〇

な
る
。
南
に
向
く
㠶
は
越
の
銳
く
高
い
山
を

み
、
北
方
に
引
く
櫂
は
齊
の
大
河

を
指
し
示
す―

謝
朓
詩
が
建
康
か
ら
離
れ
る
衟
中
の
作
で
あ
る
の
に
對
し
、
鮑

照
詩
は
都
へ
歸
還
す
る
際
の
作
品
で
あ
る
が
、
景

は
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
と
こ
ろ

が
、
鮑
照
詩
の
場
合
に
は
、
長
江
と
三
山
の
景

、
そ
し
て
南
北
に
廣
が
る
（
で

あ
ろ
う
）
景
色
を
事
細
か
に
記
述
し
て
お
り
、
謝
靈
運
詩
同

、「
三
山
」
と
い

う
特
定
の
地
形
と
景

に
密
着
し
た

寫
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
謝
朓
の
詩
が
、

敍
景

寫
の
中
か
ら
一
切
の
個
別
性
を
排
除
し
、
一
般
化
さ
れ
た
表
現
を
用
い
て

い
る
の
と
は
極
め
て
對
照
的
で
あ
ろ
う）

（（
（

。

一
般
化
さ
れ
た
表
現
は
、「
場
所
（
ま
た
は
時
閒
）
を
特
定
す
る
情
報
」
を
敢

え
て
排
除
す
る
こ
と
に
よ
り
、
對
象
（
夕
燒
け
雲
と
長
江
）
の
形
容
を
際
立
た
せ

る
。
謝
朓
の
場
合
、「
遊
東
田
」
詩
（
卷
三
）
の
「
魚
　戲
れ
て
新

動
き
、
鳥
　

散
じ
て
餘

つ
（
魚
戲
新

動
、
鳥
散
餘

）」、「
之
宣
城
郡
出
新
林
浦
向
板

橋
」
詩
（
卷
三
）
の
「
天
際
に
歸
舟
を

り
、
雲
中
に
江
樹
を
辨み
わ
け

り
（
天
際

歸

舟
、
雲
中
辨
江
樹
）」
な
ど
の
詩
句
は
、
い
ず
れ
も
整
然
と
し
た
對
偶
表
現
に
よ
っ

て
、
詩
人
の
眼
歬
に
廣
が
る
景
色
を
忠
實
に
記
し
て
は
い
る
が
、
そ
の

分
の
み

を
拔
き
出
す
と
、
詠
ま
れ
た
場
所
や
背
景
は
完
全
に
消
失
し
て
し
ま
う
。
こ
の
よ

う
に
個
別
性
を
削
ぎ

と
し
て
精
緻
に
構
成
さ
れ
た
詩
句
は
、
歬
後
の
文
脉
に
依

據
す
る
形
で
、
詩
人
の
情
感
が
投
影
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
晚
登
三
山
還

京

邑
」
詩
の
場
合
、
す
べ
て
の
敍
景

寫
は
「
鄕
愁
」
と
い
う
主
題
に

斂
さ
れ
る
。

そ
れ
は
同
時
に
、
謝
朓
詩
の
風
景

寫
が
、
單
獨
で
は
具
體
性
が
希

で
、
主
題

に
合
わ
せ
て
印
象
を
變
化
さ
せ
る
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。
こ

の
こ
と
が
ま
さ
に
、
後
の
李
白
に
よ
っ
て
、
謝
朓
の
「
澄
江
」
句
が
吸

さ
れ
、

變
貌
を
遂
げ
て
ゆ
く
一
因
と
な
る
。

を
成
す
こ
と
で
、
は
じ
め
て
黃
昏
時
の
長
江
の
景

を
形
作
る
の
で
あ
り
、
さ
ら

に
「
餘
霞
」「
澄
江
」
の
一
聯
は
、「
晚
登
三
山
還

京
邑
」
詩
の
中
に
配
置
さ
れ

る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
鄕
愁
を
喚
起
す
る
光
景
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
謝
朓
詩
の
敍
景
の
特

は
、
同
じ
く
「
三
山
」
を
詠
じ
た
他
の
詩

人
の
作
品
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
浮
き
彫
り
と
な
る
。
例
え
ば
謝
靈
運
の

「
遊
嶺
門
山
」
詩）

（（
（

で
は
、
永
嘉
郡
の
嶺
門
山
を
形
容
す
る
際
に
、
以
下
の
よ
う
に

「
三
山
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

千
圻
邈
不
同
　
　
千せ

ん

圻き

　邈
（
貌
）　同
じ
か
ら
ず

嶺
狀
皆

　
　

嶺
　
狀か
た
ち

　皆
　
な
れ
り

威
摧
三
山
峭
　
　
威い

摧さ
い

と
し
て
三
山
よ
り
峭け
は

し
く

汨
兩
江
駛
　
　

し
つ

汨い
つ

と
し
て
兩
江
よ
り
駛は
や

し
（
以
下
省
略
）

千
も
の
崖
は
各
々
違
う
姿
を
し
て
お
り
、

も
の
嶺
は
そ
れ
ぞ
れ
形
狀
が

な

る
。
そ
の
高
峻
な

は
三
山
よ
り
も
險
し
く
、
流
れ
の
♫
は
兩
江
よ
り
も
速
い

―

「
三
山
」
と
對
を
な
す
「
兩
江
」
が
ど
こ
を
指
す
か
に
關
し
て
は
諸
說
あ
る

が
、
長
江
が
建
康
の
手
歬
で
二
筋
に
分
か
れ
て
都
城
の
內
外
に
流
れ
入
る

、
も

し
く
は
長
江
が
中
洲
に
よ
っ
て
二
分
さ
れ
た

子
を
表
す
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
固
㊒
の
名
詞
を
取
り
上
げ
て
そ
の
特

を

寫
す
る
こ
と
で
、
建
康
周

邊
の
地
形
と
景

が
具
體
的
に
示
さ
れ
て
お
り
、
一
句
ご
と
に
特
定
の
景
色
が
浮

か
び
上
が
る
。
ま
た
次
に
揭
げ
る
鮑
照
の
「
還
都
至
三
山

石
頭
城
」
詩）
（（
（

は
、
謝

朓
詩
同

、「
三
山
」
か
ら
都
の
方
角
（
石
頭
城
）
を
眺
め
て
詠
じ
た
作
品
で
あ
る
。

兩
江
皎
平
迥
　
　
兩
江
　皎
と
し
て
平
ら
か
に
迥は

る

か
に

三
山
鬱
騈
羅
　
　
三
山
　鬱
と
し
て
騈な

ら

び
羅つ
ら

な
る

南
㠶

越
嶠
　
　
南
㠶
　越
嶠
を

み

北

指
齊
河
　
　
北

　齊
河
を
指
す
（
以
下
省
略
）

二
筋
の
大
河
は
白
く
ど
こ
ま
で
も
平
ら
、
三
山
は
木
々
が
生
い

っ
て
竝
び
連



「
李
白
と
謝
朓
」
再
考

二
一

が
謝
朓
の
原
句
か
ら
大
き
く
外
れ
て
い
る
こ
と
に
氣
づ
く
こ
と
と
な
る
。

相
違
の
一
つ
は
、
本
來
「

日

鄕
」
の
主
題
に
沿
っ
て
夕

れ
時
の
光
景
を

寫
し
た
「
澄
江
」
の
句
が
、
李
白
の
詩
で
は
一
轉
し
て
「
⺼
夜
に
謝
朓
を

う
」
と
い
う
主
題
を
引
き
立
て
る
夜
景
の
詩
句
と
し
て
、
し
か
も
一
句
單
獨
で

取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
先
述
の
と
お
り
、
そ
も
そ
も
「
澄
江
」
の
句

は
「
餘
霞
」
の
句
と
一
聯
を
作
る
こ
と
で
は
じ
め
て

景
の
意
味
合
い
を
持
つ
。

し
か
し
、
李
白
詩
に
お
い
て
「
餘
霞
」
句
と
引
き
離
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、「
澄

江
」
句
は

の
景
と
し
て
の
一
義
性
を
完
全
に
失
い
、
む
し
ろ
李
白
詩
が
詠
じ

ら
れ
た
背
景―

夜
の
、
⺼
下
の
光
景
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
。

第
二
の
相
違
は
、
謝
朓
「
澄
江
靜
如
練
」
句
の
「
靜
」
の
字
が
、
李
白
詩
で
は

「
澄
江
淨
如
練
」
の
形
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
詩
句
が

き
出
す
情
景
に
も
大
き
な
變
化
が
生
じ
た
こ
と
で
あ
る

そ
も
そ
も
今
日
見
る
こ
と
の
で
き
る
謝
朓
詩
の
選
集
・
別
集
は
、『
文
選
』
を

は
じ
め
と
す
る
す
べ
て
が
「
靜
」
の
字
に
作
っ
て
お
り
、
ま
た
謝
朓
詩
の
對
句
表

現
か
ら
見
て
も
、「
靜
」
の
字
が
本
來
の
形
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

し
か
し
、
唐
宋
朞
に
お
い
て
は
、「
靜
」
字
を
「
淨
」
字
に
作
る
謝
朓
詩
の
テ
キ

ス
ト
も
存
在
し
て
い
た
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
『
文

祕
府
論
』

地
卷
「
十
四
例
」
其
十
一）

（（
（

は
謝
朓
「
晚
登
三
山
還

京
邑
」
詩
の
當

句
を
引
い

て
お
り
、
こ
こ
で
は
「
靜
」
を
「
淨
」
に
作
っ
て
い
る
。
ま
た
『

唐
書
』
卷
一

六
六
・
列
傳
一
一
六
「
白
居
易）

（（
（

」
で
も
謝
朓
詩
を
一

引
用
し
て
「
澄
江
淨
如

練
」
と
記
し
て
い
る
。

字
♫
の
近
似
と
い
う

點
か
ら
檢
討
す
る
と
、「
靜
」
と
「
淨
」
は
ど
ち
ら
も

從
母
・
淸

に
屬
し
、
上
聲
（
靜
）
と
去
聲
（
淨
）
の
區
別
し
か
な
い
。
さ
ら
に

盛
唐
以

、
全
濁
上
聲
は
去
聲
と
な
る
た
め
、
二
字
の
發
♫
は
完
全
に
一
致
し
て

い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
、「
靜
」
を
「
淨
」
に
作
る
文
獻
を
生
み

二
　
李
白
詩
に
お
け
る
「
澄
江
淨
如
練
」
と
そ
の
特

李
白
「
金
陵
城
西
樓
⺼
下
吟
」
詩
（
卷
七
）
は
天
寶
八
載
（
七
四
九
）
こ
ろ
の
作

と
さ
れ）

（（
（

、
六
朝
の
古
都
で
あ
っ
た
金
陵
の
地
で
詠
ま
れ
た
。

金
陵
夜
寂
涼
風
發
　
　
金
陵
　夜
　寂
と
し
て
涼
風
發お

こ

り

獨
上
高
樓

吳
越
　
　
獨
り
高
樓
に
上
り
て
吳
越
を

む

白
雲
映
水
搖
空
城
　
　
白
雲
　水
に
映
じ
て
空
城
を
搖ゆ

す

り

白
露
垂
珠

秋
⺼
　
　
白
露
　珠
を
垂
れ
て
秋
⺼
に

る

⺼
下
沉
吟
久
不
歸
　
　
⺼
下
に
沉
吟
し
て
久
し
く
歸
ら
ず

古
來
相

眼
中
稀
　
　
古
來
　相あ

ひ

ぐ
も
の
眼
中
に
稀
な
り

解
衟
澄
江
淨
如
練
　
　
衟い

ひ
解え

た
り
　澄
江
　淨
き
こ
と
練
の
如
し
と

令
人
長

謝
玄
暉
　
　
人
を
し
て
長
く
謝
玄
暉
を

は
し
む

金
陵
の
夜
は
し
ず
か
に
更
け
て
涼
し
い
風
が
吹
き
わ
た
り
、
ひ
と
り
高
樓
に
登

っ
て
吳
越
の
か
な
た
を
眺
め
や
る
。
白
雲
は
長
江
の
水
に
映
っ
て
人
け
の
な
い
城

壁
の
影
と
と
も
に
搖
れ
、
白
露
は
眞
珠
の
よ
う
に
結
ん
で
秋
の
⺼
光
を
映
し
て

る
。
⺼
下
で
低
く
詩
を
吟
じ
、
し
ば
ら
く
歸
ら
ず
そ
の
場
に
留
ま
る
。
古
來
よ
り

相
繼
ぐ
べ
き
詩
人
は
眼
中
に
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
「
澄
江
　淨
き

こ
と
練
の
如
し
」
と
は
よ
く
ぞ
言
っ
た
も
の
よ
、
こ
の
詩
句
こ
そ
、
私
に
、
か
の

謝
玄
暉
を

わ
せ
て
や
ま
な
い
の
だ―

。

本
詩
は
、
⺼
夜
に
高
樓
に
登
り
、
古
人
（
謝
朓
）
を
思

追

す
る
と
い
う
主

題
を
と
る
。
先
行
硏
究
の
多
く
は
、
本
詩
を
「
秋
登
宣
城
謝
朓
北
樓
」
詩
（
卷
二

十
一
）
の
「
誰
か
念
は
ん
　北
樓
の
上
、
風
に
臨
み
て
謝
公
を
懷
は
ん
と
は
（
誰
念

北
樓
上
、
臨
風
懷
謝
公
）」
な
ど
の
表
現
と
竝
べ
て
、
李
白
に
よ
る
謝
朓
の
愛
好
を

裏
付
け
る
作
品
と
し
て
解
釋
し
て
き
た）

（（
（

。
そ
の
一
方
で
、
謝
朓
の
「
澄
江
」
句
の

引
用
と
い
う
點
に
着
眼
す
る
と
、
實
は
李
白
詩
に
お
い
て
、「
澄
江
」
句
の
印
象



日
本
中
國
學
會
報
　
第
六
十
八
集

二
二

の
光
景
へ
と
轉
換
さ
せ
た
こ
と
は
、
歬
揭
の
「
金
陵
城
西
樓
⺼
下
吟
」
詩
一
首
の

み
な
ら
ず
、
謝
朓
の
こ
の
句
を
踏
ま
え
た
他
の
作
品
か
ら
も
同

に
見
て
取
れ
る
。

た
と
え
ば
、「
秋
夜
板
橋
浦

⺼
獨
酌
懷
謝
朓
」
詩
（
卷
二
十
二
）
に
次
の
よ
う
に

い
う
。天

上
何
所
㊒
　
　
天
上
　何
か
㊒
る
所
ぞ

迢
迢
白
玉
繩
　
　
迢
迢
た
り
　白
玉
の
繩

斜
低
建

闕
　
　
斜
め
に
低
る
　建

の
闕

耿
耿
對
金
陵
　
　
耿
耿
と
し
て
金
陵
に
對
す

漢
水

如
練
　
　
漢
水
　つ

ね

に
練
の
如
く

霜
江
夜
淸
澄
　
　
霜
江
　夜
　淸
澄
な
り

長
川
瀉

⺼
　
　
長
川
　
⺼
に
瀉
ぎ

洲
渚
曉
寒
凝
　
　
洲
渚
　曉
寒
凝
る

獨
酌
板
橋
浦
　
　
獨
酌
す
　板
橋
の
浦

古
人
誰
可

　
　
古
人
　誰
か

す
べ
き

玄
暉
難
再
得
　
　
玄
暉
　再
び
得
難
く

灑
酒
氣
塡
膺
　
　
酒
を
灑そ

そ

ぎ
て
　氣
　膺む

ね

を
塡
む

本
詩
は
、
謝
朓
が
宣
城
へ
赴
く
衟
中
に
鄕
愁
を
綴
っ
た
「
之
宣
城
郡
出
新
林
浦

向
板
橋
」
詩
を
踏
ま
え
、
同
じ
地
點
に
た
っ
て
古
人
（
謝
朓
）
を
偲
ぶ
。
五
句
目

か
ら
八
句
目
、
漢
水
は
今
も
昔
も
白
い
練
絹
の
よ
う
で
あ
り
、
寒
々
と
し
た
長
江

は
夜
に
な
る
と
淸
ら
か
に
澄
み
切
る
。
長
い
川
は
西
に

ち
る
⺼
と
と
も
に
流
れ
、

中
洲
や
水
際
の
あ
た
り
で
は
は
や
く
も
寒
氣
が
凝
り
固
ま
る―

詩
中
の
「
漢
水

如
練
、
霜
江
夜
淸
澄
」
の
表
現
は
、
朙
ら
か
に
謝
朓
の
「
澄
江
靜
如
練
」
句
を

踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
冷
え
込
む
夜
に
、

⺼
の
光
が
皎
皎
と
照
ら
す
長
江
の
流
れ
で
あ
る
。

ま
た
、「
三
山

金
陵
寄
殷
淑
」
詩
（
卷
十
四
）
に
は
次
の
よ
う
な
表
現
が
見
え

出
し
た
直

的
な
原
因
で
あ
っ
た
可
能
性
は
髙
い
。
た
だ
し
、「
靜
」
と
「
淨
」

の
通
假
が
認
め
ら
れ
る
用
例
は
見
當
た
ら
ず
、
ま
た
字
義
も

な
る
た
め
、
謝
朓

の

分
的
な
詩
句
を
引
用
す
る
文
獻
に
二
字
の
混
用
が
散
見
す
る
の
み
で
、「
晚

登
三
山
還

京
邑
」
詩
本
來
の
用
字
が
疑
わ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
そ
の
證
據
に
、
後
世
、
こ
の
謝
朓
詩
の
一
篇
全
體
を

錄
す
る
諸
テ

キ
ス
ト
が
い
ず
れ
も
「
靜
」
字
に
作
る
の
に
對
し
、「
澄
江
」
句
を
單
獨
で
引
く

文
獻
で
は
、
朙
淸
朞
に
至
っ
て
な
お
、「
靜
」「
淨
」
の

同
が
考
慮
さ
れ
ず
に
混

在
す
る
こ
と
が
、
本
論
後
述
の
複
數
の
用
例
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
。

一
方
、
李
白
詩
の
「
解
衟
澄
江
淨
如
練
」
句
は
、
李
白
詩
の
選
集
・
別
集
で
は

す
べ
て
「
淨
」
字
に
作
っ
て
お
り
、
ま
た
李
白
詩
の
用
法
か
ら
見
て
も
、「
淨
」

字
の
方
が
そ
の
世
界

を
良
く
表
し
て
い
る
。「
靜
」
字
を
用
い
た
場
合
、「
澄

江
」
句
は
水
面
の
靜
止
的
な
狀
態
（
波
が
な
く
靜
か
）
を
述
べ
る
こ
と
と
な
り
、

謝
朓
詩
で
共
に
一
聯
を
作
る
「
餘
霞
散
成
綺
」
の
句
が
示
す
動
的
な
變
化
の
相
と

朙
確
な
對
偶
表
現
を
な
す
。
そ
の
一
方
で
、
李
白
詩
の
よ
う
に
「
淨
」
字
を
用

い
た
場
合
、「
澄
江
」
句
は
水
面
の
性
質
（
澄
ん
で
朙
る
い
）
を
表
す
こ
と
と
な
り
、

む
し
ろ
⺼
下
の
光
景
、
よ
り
具
體
的
に
言
え
ば
、
⺼
の
光
が
澄
ん
だ
長
江
の
水
面

に

り
瀉
ぐ

子
が
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
李
白
詩
は
、「
靜
」
と
同
じ
字

♫
を
持
つ
「
淨
」
の
字
を
意
圖
的
に
用
い
る
こ
と
で
、
謝
朓
詩
元
來
の
响
き
を
保

持
し
て
續
く
「
令
人
長

謝
玄
暉
」
句
の
情
感
を
强
め
、
そ
れ
で
い
な
が
ら
原
詩

と
は
ま
っ
た
く

な
る
、
⺼
夜
の
情
景
を

き
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
と
言
っ
て

よ
い）

（（
（

。
こ
う
し
て
、
謝
朓
の
「
澄
江
靜
如
練
」
句
は
、
李
白
詩
の
主
題
に
導
か
れ
て
、

夜
の
景
色
と
い
う
印
象
を

得
し
、
さ
ら
に
は
「
淨
」
字
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、

⺼
光
と
の
一
體
性
を
高
め
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。

李
白
が
好
ん
で
「
澄
江
」
句
の
持
つ
印
象
を

景
か
ら
夜
景
、
と
り
わ
け
⺼
下



「
李
白
と
謝
朓
」
再
考

二
三

よ
う
に
な
る
も
の
の
、「
餘
霞
散
ず
」
と
い
う
ま
と
ま
っ
た
形
で
繼
承
さ
れ
た
用

例
は
、
唐
詩
で
は
大
變
少
な
い）

（（
（

。
そ
の
中
の
例
外
と
な
る
の
が
、
李
白
の
こ
の
詩

で
あ
り
、
謝
朓
の
「
餘
霞
」
句
を
想
起
さ
せ
る
形
で
「
餘
霞
を
散
ず
」
の
表
現
を

用
い
て
、
雨
の
後
の
夕

れ
時
を

寫
し
て
い
る
。
先
の
「
金
陵
城
西
樓
⺼
下

吟
」
詩
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
時
閒
的
背
景
の
相
違
は
い
っ
そ
う
朙
白
と
な
り
、

李
白
が
極
め
て
意

的
に
、
謝
朓
詩
の
「
餘
霞
」
句
を

景
、「
澄
江
」
句
を
夜

景
（
⺼
夜
）
と
し
て
、
區
別
し
て
解
釋
し
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
。

中
國
の
古
典
詩
歌
は
、
歬
人
の
語
彙
・
表
現
を
繼
承
、
發
展
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
新
た
な
文
學
作
品
を
生
み
出
し
續
け
て
き
た
。
六
朝
朞
に
誕
生
し
た
詩
語

が
、
時
代
の
變
遷
に
從
っ
て
意
味
合
い
を
變
化
さ
せ
る
こ
と
は
決
し
て
珍
し
い
こ

と
で
は
な
く
、
た
い
て
い
の
場
合
に
は
、
語
彙
が
定
着
す
る
に
つ
れ
て
、
そ
も
そ

も
誰
の
造
語
で
あ
っ
た
の
か
は
意

さ
れ
な
く
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
「
澄
江
」
句
の
場
合
、
謝
朓
を
思
い
起
こ
す
場
面
で
、
特
定
の
一
句
が
ほ
ぼ
原

形
の
ま
ま
で
引
用
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
、
謝
朓
の
作
品
で
あ
る
こ
と
は
朙
確
に
意

さ
れ
續
け
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
で
い
な
が
ら
、
夕

れ
時
の
長
江
か
ら
⺼
の
光

瀉
ぐ
長
江
へ
と
、
詩
の
背
景
に
流
れ
る
時
閒
は
轉
換
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

極
度
に
一
般
化
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
謝
朓
の
「
澄
江
靜
如
練
」
句
は
、
區
々
た

る
個
別
性
を
持
た
な
い
が
故
に
、
李
白
の
文
學
に
容
易
に
吸

さ
れ
、
李
白
の
主

題
に
合
致
す
る
方
向
で
再
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
て
「
澄
江
」
句
は
、

謝
朓
詩
の
表
現
と
李
白
詩
の
世
界

が
融
合
さ
れ
た
形
で
、
以

、
新
た
な
文
學

的
意
味
を
帶
び
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。

三
　「
李
白
と
謝
朓
」

　
　
　―

―

「
澄
江
淨
如
練
」
句
の
受
容
と
展
開

謝
朓
「
晚
登
三
山
還

京
邑
」
詩
は
『
文
選
』
卷
二
十
七
に

錄
さ
れ
、
廣
く

て
い
る
。

三
山
懷
謝
朓
　
　
三
山
　謝
朓
を
懷
ひ

水
澹

長
安
　
　
水
　澹
に
し
て
長
安
を

む

沒
河
陽
縣
　
　

ぶ

沒ぼ
つ

す
　河
陽
の
縣

秋
江
正
北
看
　
　
秋
江
　正
に
北
に
看
る

盧
龍
霜
氣
冷
　
　
盧
龍
　霜
氣
冷
や
か
に

鳷
鵲
⺼
光
寒
　
　
鳷し

鵲じ
ゃ
く

　⺼
光
寒
し

耿
耿

瓊
樹
　
　
耿
耿
と
し
て
瓊け
い

樹じ
ゅ

を

ひ

天
涯
寄
一

　
　
天
涯
　一

を
寄
す

本
詩
は
言
う
ま
で
も
な
く
謝
朓
「
晚
登
三
山
還

京
邑
」
詩
を
意

し
て
詠
じ

ら
れ
た
作
品
で
あ
り
、
冐
頭
二
句
に
も
そ
の
旨
を
朙
記
し
て
い
る
。
五
句
目
・
六

句
目
、
盧
龍
山
の
あ
た
り
に
は
霜

る
よ
う
な
寒
氣
が
滿
ち
、
鳷
鵲
樓
に
は
⺼
の

光
が
寒
々
し
く
輝
く―

謝
朓
詩
と
同
じ
く
「
三
山

都
城
（
金
陵
）」
を
主
題

と
し
な
が
ら
、
李
白
が
意
圖
的
に
謝
朓
詩
の

の
時
閒
を
逸
脫
し
て
、
⺼
の
光

が
瀉
ぐ
夜
の
景
色
と
し
て
詩
句
を
再
構
成
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
よ
う
。

李
白
が
意

的
に
「
澄
江
」
句
を
⺼
下
の
光
景
に
吸

し
よ
う
と
し
た
、
そ
の

一
つ
の

證
と
な
り
得
る
作
品
と
し
て
、次
の
「

日

山
中
」
詩
（
卷
二
十
三
）

が
あ
る
。

雨
後
烟
景
綠
　
　
雨
後
　烟
景
綠
に

晴
天
散
餘
霞
　
　
晴
天
　餘
霞
を
散
ず

東
風
隨
春
歸
　
　
東
風
　春
に
隨
ひ
て
歸
り

發
我
枝
上

　
　
我
が
枝
上
の

を
發
か
し
む
（
以
下
省
略
）

「
澄
江
靜
（
淨
）
如
練
」
句
は
李
白
を
は
じ
め
多
く
の
唐
詩
人
に
よ
っ
て
繼
承

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
一
方
の
「
餘
霞
散
成
綺
」
句
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
謝

朓
の
造
語
で
あ
っ
た
「
餘
霞
」
は
そ
の
後
、
詩
語
と
な
っ
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
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を
巧
妙
に
組
み
替
え
て
新
た
に
作
り
だ
さ
れ
た
表
現
で
あ
り
、
謝
朓
の
「
澄
江
靜

（
淨
）
如
練
」
句
を
直

的
に
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
同
趣
の
詩
句

が
多

化
す
る
こ
と
は
、
詩
的
表
現
と
し
て
の
成
熟
を
意
味
す
る
が
、
謝
朓
詩
の

場
合
、
個
別
の
詩
語
で
は
な
く
、
特
定
の
一
句
全
體
が
㊟
目
を
浴
び
、
表
現
と
し

て
成
熟
し
て
い
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

二
つ
目
の
特

は
、
謝
朓
の
句
と
と
も
に
、
李
白
「
金
陵
城
西
樓
⺼
下
吟
」
詩

の
詩
的
世
界
を
踏
ま
え
る
作
品
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
中

唐
の
張
正
一
「
和
武
相
公
中
秋
錦
樓
玩
⺼
得

字
」
詩
（
卷
三
一
八
）
に
、

高
秋
今
夜
⺼
　
　
高
秋
　今
夜
の
⺼

皓
色
正

　
　
皓
色
　正
に

た
り

遠
水
澄
如
練
　
　
遠
水
　澄
む
こ
と
練
の
如
し

鴻
迥
帶
霜
　
　

鴻
　迥は

る

か
霜
を
帶
ぶ

同
じ
く
中
唐
の
盧
仝
「
送
尉
遲
羽
之
歸
宣
州
」
詩
（
卷
三
八
七
）
に
、

君
歸
呼
　
　
　
　
　
　
君
　歸
る
や

君
歸
興
不

　
　
　
　
君
　歸
る
も
　興
　
な
ら
ず

謝
朓
澄
江
今
夜
⺼
　
　
謝
朓
の
澄
江
　今
夜
の
⺼

也
應

此
山
夫
　
　
也ま

た
應
に
此
の
山
夫
を

す
べ
し

と
あ
り
、「
高
秋
今
夜
⺼
」「
謝
朓
澄
江
今
夜
⺼
」
の
表
現
か
ら
、
李
白
が
⺼
下
で

謝
朓
の
詩
句
を
詠
じ
た
光
景
を
再
現
し
て
い
る
こ
と
が
讀
み
と
れ
る
。
下
っ
て

晚
唐
の
李
商
隱
「
和
韋
潘
歬
輩
七
⺼
十
二
日
夜
泊
池
州
城
下
先
寄
上
李
使
君
」
詩

（
卷
五
四
〇
）
に
は
、

正
是
澄
江
如
練
處
　
　
正
に
是
れ
　澄
江
　練
の
如
き
處

玄
暉
應
喜
見
詩
人
　
　
玄
暉
　應
に
詩
人
に
見
ゆ
る
に
喜
ぶ
べ
し

と
あ
り
、
同
詩
人
の
「
江
上

嚴
五
廣
休
」
詩
（
卷
五
四
一
）
に
は
、

逢

澄
江
不
敢
詠
　
　
澄
江
に
逢

し
て
敢
へ
て
詠
ま
ず

唐
以

の
詩
人
の
目
に
觸
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、
敍
景

寫
と

し
て
用
い
ら
れ
た
「
餘
霞
」「
成
綺
」「
喧
鳥
」「
春
洲
」「
雜

」「

甸
」
な
ど

の
語
彙
は
、
唐
代
の
詩
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
獨
立
し
た
詩
語
と
し
て
定
着
し
、

必
ず
し
も
原
作
者
で
あ
る
謝
朓
の
存
在
は
意

さ
れ
な
く
な
る）
（（
（

。
と
こ
ろ
が
「
澄

江
靜
（
淨
）
如
練
」
句
に
限
っ
て
は
、
一
般
的
な
詩
語
と
し
て
の
「
澄
江
」「
如

練
」
の
用
例
が
あ
る
一
方
で
、
他
の
詩
句
の
受
容
の
情
況
と
は
朙
確
に

な
る
い

く
つ
か
の
傾
向
が
現
れ
て
い
る
。

一
つ
目
は
、「
澄
江
」
句
全
體
を
意

し
て
作
り
だ
さ
れ
た
表
現
が
多
く
出
現

し
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
晚
唐
の
羅
隱
「
秋
日
富
春
江
行
」
詩
（
卷
六
五

九
）
に
、

遠
岸
平
如
翦
　
　
遠
岸
　平
ら
か
な
る
こ
と
翦き

る
が
如
し

澄
江
靜
似
鋪
　
　
澄
江
　靜
か
な
る
こ
と
鋪
く
に
似
た
り

同
じ
く
晚
唐
の
唐
彥
謙
「
漢
代
」
詩
（
卷
六
七
二
）
に
、

水
淨
疑
澄
練
　
　
水
　淨
き
こ
と
　澄
練
な
る
か
と
疑
ひ

霞

慾
建
標
　
　
霞
　
な
る
こ
と
　標
を
建
て
ん
と
慾
す
　

南
唐
の
李
中
「
和
潯
陽
宰
感

絕
句
五
首
」
其
二
（
卷
七
五
〇
）
に
、

潯

物
景
眞
難
及
　
　
潯
　物
景
に
お
ど
ろ

き
　眞
に
及
ぶ
こ
と
難
し

練
瀉
澄
江
最
好
看
　
　
練
　澄
江
に
瀉
ぎ
て
　最
も
看
る
に
好
し

五
代
の
譚
用
之
「
江
館
秋
夕
」
詩
（
卷
七
六
四
）
に
、

耿
耿
銀
河
雁
半
橫
　
　
耿
耿
た
る
銀
河
　雁
　半
ば
橫
ふ

攲
金
碧
轆
轤
輕
　
　

　金
碧
を
攲そ
ば
だ

て
　轆ろ

く

轤ろ

輕
し

滿
窗
謝
練
江
風
白
　
　
滿
窗
の
謝
練
　江
風
白
し

一
枕
齊
紈
海
⺼
朙
　
　
一
枕
の
齊せ

い

紈ぐ
わ
ん

　海
⺼
朙
ら
か
な
り

と
あ
る
の
が
そ
の
例
で
あ
る
。
右
に
あ
げ
た
「
澄
江
靜
似
鋪
」「
水
淨
疑
澄
練
」

「
練
瀉
澄
江
」「
謝
練
」
な
ど
の
表
現
は
、
い
ず
れ
も
「
澄
江
」
句
の
語
彙
や
印
象



「
李
白
と
謝
朓
」
再
考

二
五

こ
の
よ
う
に
、
李
白
「
金
陵
城
西
樓
⺼
下
吟
」
詩
に
お
け
る
引
用
を
直

的
な

契
機
と
し
て
、
そ
し
て
晚
唐
以

の
、「
李
白
に
よ
る
謝
朓
の
愛
好
」
の
典
故
化

の
中
で
、「
澄
江
」
句
は
、
必
ず
し
も
謝
朓
ひ
と
り
の
詩
句
と
は
認

さ
れ
な
く

な
る
。
こ
れ
以

、
李
白
と
謝
朓
に
よ
る
「
合
作
」
と
し
て
の
「
澄
江
」
の
句
が

展
開
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
北
宋
の
梅
堯
臣
「
張
淳
叟
獻
詩
永

叔
同
永
叔
和
之
」
詩）

（（
（

に
、

夜
吟
謝
朓
澄
江
練
　
　
夜
は
吟
ず
　謝
朓
　澄
江
の
練

露
濕
陶
潛
漉
酒
巾
　
　
露
は
濕
す
　陶
潛
　漉
酒
の
巾

同
じ
く
北
宋
の
陳
淵
「
舟
中
誦
子
靜
江
上
之
作
爲
和
二
絕
」
其
一）

（（
（

に
、

⺼
下
長
吟
露
濕
衣
　
　
⺼
下
　長
く
吟
じ
て
　露
　衣
を
濕
す

仙
嘗

謝
元
暉
　
　

仙
　嘗
て

ふ
　謝
元
暉
を

澄
江
一
句
無
今
古
　
　
澄
江
の
一
句
　今
古
無
し

何
似
晴
空
獨
鳥
飛
　
　
何
ぞ
晴
空
の
獨
鳥
の
飛
ぶ
に
似
た
る
か

と
詠
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
「
夜
（
⺼
）」「
李
白
」「
謝
朓
」

「
澄
江
」
が
一
體
の
典
故
と
し
て
鍛
え
上
げ
ら
れ
、
不
可
分
の
も
の
と
な
っ
て
い

る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
さ
ら
に
は
、「
澄
江
」
の
句
に
取
材
し
た
景
勝
地
も
新

た
に
造
ら
れ
た
も
の
と
見
え
、
た
と
え
ば
『
輿
地
紀
勝
』
卷
九）

（（
（

は
、
次
の
よ
う
に

「
澄
江
亭
」「
澄
江
門
」
と
題
す
る
北
宋
の
楊
蟠
の
詩
を
引
い
て
い
る
。
そ
の
「
澄

江
亭
」
詩
で
は
、

⺼
靜
秋
紋

白
縠
　
　
⺼
　靜
か
に
し
て
　秋
紋
　白
縠
を

め

天
橫

色
變
黃
銀
　
　
天
　橫
た
は
り
て
　
色
　黃
銀
に
變
ず

風
流
小
謝
千
年
外
　
　
風
流
な
る
小
謝
　千
年
の
外

解
詠
消
愁
更
㊒
人
　
　
詠よ

み
解え

た
り
　愁
ひ
を
消
す
に
更
に
人
㊒
り
と

と
詠
じ
ら
れ
、「
澄
江
門
」
詩
で
は
、

浦
外

霞
爭
捲
燒
　
　
浦
外
の

霞
　爭
ひ
て
燒
を
捲
く

鎭
西
留
與
謝
功
曹
　
　
鎭
西
　留
め
て
　謝
功
曹
に
與
ふ

と
い
う
句
が
見
え
て
い
る
。
典
故
を
多
用
す
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
李
商
隱
の
作

品
で
あ
る
が
、
や
は
り
そ
こ
に
李
白
の
存
在
は
朙
ら
か
で
、
歬
者
で
は
、「
こ
れ

こ
そ
ま
さ
に
、
か
の
『
澄
江
』
の
句
に
詠
ま
れ
た
光
景
だ
、
謝
玄
暉
も
詩
人
に

會
う
こ
と
が
で
き
て
さ
ぞ
や
喜
ん
で
い
る
こ
と
だ
ろ
う
」
と
い
い
、
後
者
で
は
、

「
澄
ん
だ
長
江
を
目
に
し
て
も
敢
え
て
（
李
白
の
よ
う
に
）
詠
じ
る
こ
と
は
し
な
い
、

鎭
西
將
軍
の
稱
號
は
か
の
謝
朓
に
與
え
る
こ
と
と
し
よ
う
」
と
い
う
。

そ
し
て
三
つ
目
に
㊟
目
さ
れ
る
の
は
、
右
に
あ
げ
た
よ
う
な
作
品
が
、
主
に

中
唐
後
朞
か
ら
晚
唐
に
か
け
て
集
中
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
晚
唐
に
お
い
て
、

「
李
白
に
よ
る
謝
朓
の
愛
好
」
は
、
そ
れ
自
體
が
一
つ
の
典
故
と
し
て
見
な
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
時
に
は
實
際
を
越
え
た
兩
者
の
結
び
つ
き
が
詩
中
で

か
れ
る

よ
う
に
な
る
。
許
棠
「
宿
靑
山
館
」
詩
（
卷
六
〇
三
）
の
「
雲
は
李
白
の

を
か
く

し
、

は
謝
公
の
詩
を
暗ひ
そ

む
（
雲

李
白

、

暗
謝
公
詩
）」、
韋

「
過
當
塗
縣
」
詩

（
卷
六
九
七
）
の
「
謝
公
　山
に
墅
㊒
り
、
李
白
　酒
に
樓
無
し
（
謝
公
山
㊒
墅
、
李
白

酒
無
樓
）」
な
ど
の
作
品
は
そ
の
代
表
的
な
例
で
あ
る
。「
澄
江
」
句
は
こ
の
よ
う

な
背
景
の
中
で
、「
李
白
と
謝
朓
」
の
結
び
つ
き
の
强
さ
を
證
朙
す
る
佳
話
と
し

て
、
謝
朓
詩
そ
の
も
の
に
對
す
る
㊟
目
を
は
る
か
に
上
回
る
形
で
受
け
入
れ
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

晚
唐
當
時
の
「
澄
江
」
句
に
對
す
る
㊟
目
と
そ
の
流
行
を
裏
付
け
る
も
の
と
し

て
、
韋

『

玄
集
』
序
文
の
冐
頭
に
、「
謝
玄
暉
は
文
集
に
編
　盈み

て
る
も
、
止た

だ
『
澄
江
』
の
句
を
誦
す
る
の
み
（
謝
玄
暉
文
集
盈
編
、
止
誦
「
澄
江
」
之
句
）」
と

い
う
一
文
が
確
認
で
き
る）

（（
（

。「
餘
霞
」「
澄
江
」
が
一
聯
と
し
て
㊟
目
さ
れ
る
な
ら

ば
と
も
か
く
、
韋

ら
晚
唐
の
詩
人
が
か
く
も
「
澄
江
」
の
一
句
の
み
に
執
着
す

る
の
は
、
や
は
り
李
白
の
存
在
に
大
き
な
原
因
が
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
だ

ろ
う）

（（
（

。
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南
齊
吏

郞
謝
朓
、
五
言
詩
に
長
じ
、
其
の
宣
城
に
在
り
て
賦
す
る
所
、
そ
う

繢く
わ
い　尤
も
精
な
り
、
故
に
李
太
白
は
「
澄
江
」
の
句
を
詠
じ
て
其
の
人
を
思

ひ
、
杜
少
陵
も
ま
た
曰
く
「
詩
は
謝
宣
城
に

ぐ
」
と
。（
南
齊
吏

郞
謝
朓
、

長
五
言
詩
、
其
在
宣
城
所
賦
、

繢
尤
精
、
故
李
太
白
詠
「
澄
江
」
之
句
而
思
其
人
、

杜
少
陵
亦
曰
「
詩

謝
宣
城
」
也
）

こ
う
し
て
、「
澄
江
」
の
句
は
、
李
白
詩
の
影
响
力
の
大
き
さ
に
牽
引
さ
れ
る

形
で
、
表
現
と
し
て
豐
か
に
廣
が
り
、
ま
た
「
謝
朓
を
代
表
す
る
名
句
」
と
し
て
、

文
學
的
に
も
高
く
評
價
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
や
が
て
、「
澄
江
」
句
の
受
容
と

展
開
は
、「
晚
登
三
山
還

京
邑
」
詩
一
首
の
み
な
ら
ず
、
謝
朓
詩
全
體
に
對
す

る
後
人
の
評
價
に
も
影
响
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
。

四
　
秀
句
の
詩
人
、
謝
朓

謝
朓
の
「
澄
江
」
の
句
が
後
世
の
詩
人
の
㊟
目
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
背
景
に

は
、
も
う
一
つ
、
大
き
な
要
因
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
李
白
詩
の
「
解
衟
澄
江

淨
如
練
」
句
が
「

全
句
（
歬
人
の
詩
賦
の
名
句
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
）」
と
い
う

「
手
法
」
と
な
っ
て
定
着
し
、
後
人
に
遊
戲
的
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る）

（（
（

。「
二

字
＋
五
言
」
と
い
う
特

的
な
形
式
、
そ
し
て
歬
人
の
詩
句
を
引
用
し
て
古
人
を

贊
美
・
論
評
す
る
と
い
う
手
法
は
、
時
代
を
越
え
て
廣
く
親
し
ま
れ
る
こ
と
と
な

る
。
同
時
に
、「

全
句
」
の
鼻
祖
た
る
李
白
の
詩
に
引
用
さ
れ
た
謝
朓
の
「
澄

江
」
句
も
ま
た
、
い
わ
ば
「
傳
統
的
な
素
材
」
と
し
て
、
李
白
詩
の
形
式
を
踏

す
る
多
く
の
詩
歌
に
登
場
す
る
こ
と
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
先
に
も
示
し
た
晚
唐

の
李
商
隱
「
和
韋
潘
歬
輩
七
⺼
十
二
日
夜
泊
池
州
城
下
先
寄
上
李
使
君
」
詩
に
、

正
是
澄
江
如
練
處
　
　
正
に
是
れ
　澄
江
　練
の
如
き
處

玄
暉
應
喜
見
詩
人
　
　
玄
暉
　應
に
詩
人
に
見
ゆ
る
に
喜
ぶ
べ
し

北
宋
の
黃
庭
堅
「
題
晁
以
衟
☃
雁
圖
」
詩）

（（
（

に
、

池
中
流
水
自
鳴
絃
　
　
池
中
の
流
水
　自
ら
絃
を
鳴
ら
す

扶
欄
下
見

影
　
　
欄
に
扶よ

れ
ば
下
に
見
ゆ
　

の
影

一
半
仙
魂
在
⺼
邊
　
　
一
半
の
仙
魂
　⺼
邊
に
在
り

と
詠
じ
ら
れ
て
お
り
、
謝
朓
詩
・
李
白
詩
の
雙
方
に
基
づ
く
江
南
の
佳
景
が
形
作

ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
宋
代
に
お
け
る
詩
話
・
詩
論
の
增
加
に
よ
り
、「
澄
江
」
句
に
對
す
る

具
體
的
な
評
價
も
散
見
す
る
よ
う
に
な
る
。
次
に
擧
げ
る
北
宋
の
黃
轍
『

溪
詩

話
』
卷
五）

（（
（

の
論
評
は
そ
の
一
例
で
あ
り
、
佳
句
の
得
難
さ
を
述
べ
る
際
に
、「
餘

霞
」
の
句
は
「
澄
江
」
の
句
に
及
ば
な
い
と
例
示
す
る
。
　

然
る
に
昔
人
の
「
園
柳
　鳴
禽
を
變
ず
」
は
、

に
「
池
塘
　春

を
生
ず
」

に
及
ば
ず
、「
餘
霞
　散
じ
て
綺
を
成
す
」
は
、「
澄
江
　靜
か
な
る
こ
と
練
の

如
し
」
に
及
ば
ず
…
其
の
實
を
全
う
す
る
者
、
未
だ
多
く
は
得
　易
か
ら
ざ

る
を
知
る
。（
然
昔
人
「
園
柳
變
鳴
禽
」、
不
及
「
池
塘
生
春

」、「
餘
霞
散
成
綺
」、

不
及
「
澄
江
靜
如
練
」
…
知
全
其
實
者
、
未
易
多
得
）

無
論
、
詩
句
自
體
の
優
劣
は

々
な
角
度
か
ら
論
評
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う

が
、
同
文
で
引
か
れ
て
い
る
謝
靈
運
の
「
池
塘
生
春

」
句
が
、
謝
惠
連
と
の
兄

弟
愛
を
示
す
逸
話
に
よ
っ
て
名
句
と
し
て
の
地
位
を
築
い
た
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば）

（（
（

、

「
澄
江
」
句
の
場
合
も
ま
た
、
李
白
に
よ
る
引
用
が
、
そ
の
高
い
評
價
の
背
景
に

あ
る
と
推
定
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

南
宋
の
紹
興
二
十
七
年
（
一
一
五
七
）、
宣
州
の
長
官
を
務
め
た
樓
炤
（
政
和
閒

進
士
）
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
の
各
種
『
謝
朓
集
』
の
祖
本
と
な
る
『
謝
宣
城
詩

集
』
五
卷
が
編
纂
さ
れ
る）

（（
（

。
そ
の
序
文）
（（
（

に
も
、
次
に
示
す
と
お
り
、
李
白
が
謝
朓

の
「
澄
江
」
の
句
を
詠
じ
た
と
い
う
逸
話
が
記
さ
れ
て
お
り
、
謝
朓
の
詩
を
取
り

上
げ
る
際
に
、
李
白
に
よ
る
引
用
が
あ
る
種
の

威
づ
け
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。



「
李
白
と
謝
朓
」
再
考

二
七

ま
た
、
同
じ
く
朙
の
徐

「
六
⺼
六
日
集
鼇
峰
玉
眞
院
限
）
（（
（

」
に
見
え
る
、

郭
外
澄
江
淸
似
練
　
　
郭
外
の
澄
江
　淸
き
こ
と
練
に
似
た
り

幾
人
詩
句
比
玄
暉
　
　
幾
人
の
詩
句
　玄
暉
に
比
せ
ん
や

と
い
っ
た
詩
句
か
ら
は
、
謝
朓
詩
に
對
す
る
稱
贊
が
、「
澄
江
」
の
句
を
中
心
に

爲
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

特
定
の
詩
句
（「
澄
江
」
句
）
に
對
す
る
見
方
が
、
詩
人
の
評
價
に
直

的
に
結

び
付
く
こ
と
に
よ
り
、
人
々
の
閒
に
は
「
謝
朓
＝
澄
江
句
＝
秀
句
」
と
い
う
圖
式

化
さ
れ
た

念
が
浸
透
す
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、「
謝
朓

＝
秀
句
を
殘
し
た
詩
人
」
と
い
う
認

を
强
め
て
し
ま
う
こ
と
と
な
る
。
た
と
え

ば
、
南
宋
の
趙
師
秀
「

侍
郞
送
紅

」
詩）
（（
（

に
、

遊
尙

揚
州

　
　

遊
　尙
ほ

ふ
　揚
州
の

を

麗
句
難
同
謝
朓
誇
　
　
麗
句
　謝
朓
の
誇
り
と
同
じ
く
す
る
こ
と
難
し

朙
の
程
敏
政
「
題
歸
隱
卷
」
詩）

（（
（

に
、

老
向
太
平
吾
與
子
　
　
太
平
に
老
い
た
り
　吾
と
子
と

卻
因
佳
句

玄
暉
　
　
卻
て
佳
句
に
因
り
て
玄
暉
を

ふ

朙
の
林
誌
「
送
江
贊
府
之
官
太
平
」
詩）

（（
（

に
、

卻

玄
暉
多

句
　
　
卻
て
玄
暉
の

句
の
多
き
を

ふ

令
人
送
別
㊒
餘
情
　
　
人
を
し
て
送
別
に
餘
情
㊒
ら
し
む

朙
の
陳
子
龍
「
寄
宣
城
令
余
賡
之
」
其
二）

（（
（

に
、

更
得
錦
箋
多
麗
句
　
　
更
に
錦
箋
の
麗
句
の
多
き
を
得

靑
山
還
屬
謝
玄
暉
　
　
靑
山
　還
た
謝
玄
暉
に
屬
す

と
見
え
る
が
、
こ
れ
ら
の
作
品
で
は
、
謝
朓
の
詩
句
は
「
麗
句
」「
佳
句
」「

句
」
と
形
容
さ
れ
、
い
ず
れ
も
高
く
評
價
す
べ
き
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
㊟
目
す
べ
き
は
、
先
の
姚
孫
業
詩
（「
好
借
玄
暉
句
」）
と
徐

詩
（「
幾
人
詩
句
比
玄
暉
」）
が
、「
澄
江
」
の
一
句
に
對
し
て
な
さ
れ
た
評
價
で
あ

慿
誰
說
與
謝
玄
暉
　
　
誰
に
慿
り
て
か
謝
玄
暉
に
說
か
ん

衟
澄
江
靜
如
練
　
　
衟い

ふ

れ
　澄
江
　靜
か
な
る
こ
と
練
の
如
し
と

南
宋
の
楊

里
「
夜
宿
東
渚
放
歌
三
首
」
其
三）
（（
（

に
、

鴉
翠
紗
忽
不
見
　
　

鴉
　翠
紗
　忽
ち
見
え
ず

只
見
澄
江
淨
如
練
　
　
只
だ
見
る
　澄
江
　淨
き
こ
と
練
の
如
き
を

元
の
楊
維
楨
「
題
錢
選
畫
長
江

里
圖
」
詩）
（（
（

に
、

解
衟
澄
江
靚
如
練
　
　
衟
ひ
解
た
り
　澄
江
　靚し

づ

か
な
る
こ
と
練
の
如
し
と

醉
呼
小
謝
開
靑
眸
　
　
醉
ひ
て
小
謝
を
呼
び
て
靑せ

い

眸ぼ
う

を
開
か
ん

朙
の
謝
肈
淛
「
題
檇
李
烟
雨
樓
」
詩）
（（
（

に
、

一
片
澄
江
淨
如
練
　
　
一
片
の
澄
江
　淨
き
こ
と
練
の
如
し

令
人
對
此
思

騫
　
　
人
を
し
て
此
に
對
し
て

騫
を
思
は
し
む

と
見
え
る
の
が
、
そ
の
代
表
的
な
例
で
あ
る
。

「

全
句
」
と
い
う
手
法
は
、
も
と
の
作
品
か
ら
特
定
の
表
現
の
み
を
拔
き
出

す
た
め
、
否
應
な
く
、
引
用
さ
れ
た
一
句
の
獨
立
性
が
强
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

李
白
詩
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
李
白
詩
の
形
式
に
倣
う
右
の
よ
う
な
作
品
羣

も
ま
た
、
謝
朓
の
「
澄
江
」
句
を
、
本
來
の
「
晚
登
三
山
還

京
邑
」
詩
の
文
脉

か
ら
切
り
離
さ
れ
た
獨
立
の
表
現
と
し
て
突
出
さ
せ
て
し
ま
う
。

こ
う
し
て
謝
朓
の
「
澄
江
」
の
一
句
の
み
が
繼
續
的
に
復
唱
さ
れ
、
繰
り
﨤
し

㊟
目
を
浴
び
る
こ
と
で
、
後
人
の
謝
朓
に
対
す
る
印
象
も
ま
た
、「
澄
江
」
の
一

句
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
朙
の
姚
孫
業
「
連
夕
看
⺼

同
四
兄
用
澄
字
」
其
三）

（（
（

に
い
う
、

好
借
玄
暉
句
　
　
好
み
て
玄
暉
の
句
を
借
る

如
江
一
練
澄
　
　
江
の
一
練
　澄
む
が
如
し

頻
宵
能
㊒
此
　
　
宵
に
頻せ

ま

る
に
　能
く
此
れ
㊒
り

允
矣
⺼
之
恆
　
　
允ま

こ
と

な
る
か
な
　⺼
の
恆
な
る
こ
と
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八

瑩
の
指

が
妥
當
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
李
白
に
よ
る
引
用
が
、
謝
朓

詩
の
受
容
と
展
開
に
大
き
な
影
响
を
及
ぼ
し
、
そ
の
評
價
の
根
幹
を
形
作
っ
た
こ

と
は
朙
ら
か
で
あ
ろ
う
。

む
す
び

本
稿
で
は
、
謝
朓
詩
を
中

に
据
え
、
そ
の
受
容
・
展
開
史
硏
究
の
立
場
に
立

脚
し
て
「
李
白
と
謝
朓
」
の
關
係
を
再
考
し
た
。
そ
の
考
察
の
た
め
の
素
材
と
し

て
、
謝
朓
「
晚
登
三
山
還

京
邑
」
詩
の
「
澄
江
靜
（
淨
）
如
練
」
句
を
取
り
上

げ
、
こ
の
句
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
、
受
容
・
展
開
を
遂
げ
た
の
か
、
そ
し
て
そ

の
こ
と
が
後
人
の
謝
朓
詩
理
解
に
ど
の
よ
う
な
影
响
を
與
え
た
の
か
を
朙
ら
か
に

し
て
き
た
。

そ
も
そ
も
謝
朓
の
「
晚
登
三
山
還

京
邑
」
詩
は
、
建
康
を
離
れ
て
宣
城
へ
赴

任
す
る
詩
人
の
、「

日

鄕
」
の
思
い
を
詠
じ
た
作
品
で
あ
り
、「
餘
霞
」「
澄

江
」
は

景
の
美
し
さ
を
形
容
し
た
對
偶
表
現
で
あ
っ
た
。
謝
朓
の
文
學
と
し
て

の
「
澄
江
」
句
を
解
釋
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
餘
霞
」
句
と
の
一
聯
の
中
で
、

更
に
は
「
晚
登
三
山
還

京
邑
」
詩
の
一
篇
の
中
に
置
か
れ
て
こ
そ
最
大
限
の
效

果
を
發
揮
す
る

寫
で
あ
り
、
鄕
愁
に
打
ち
ひ
し
が
れ
る
詩
人
が
目
に
し
た
、
黃

昏
時
の
う
つ
ろ
い
や
す
い
長
江
の
姿
そ
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、「
澄
江
」
句
は
作
詩
の
特
定
の
時
と
場
の
情
況
に
制
約
さ
れ
な
い
、

極
度
に
一
般
化
さ
れ
た
表
現
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
李
白
「
金
陵
城
西
樓
⺼
下

吟
」
詩
に
單
獨
で
引
用
さ
れ
て
以
後
、
李
白
の
詩
的
世
界
に
呑
み
込
ま
れ
、
む
し

ろ
⺼
下
の
光
景
と
し
て
そ
の
印
象
を
上
書
き
さ
れ
て
し
ま
う
。
同
時
に
、
李
白
詩

の
影
响
力
に
よ
っ
て
、「
澄
江
」
句
は
謝
朓
を
代
表
す
る
名
句
と
し
て
認

さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
「
秀
句
」
に
よ
っ
て
謝
朓
詩
を
理
解
す
る
風
潮
が
高
ま

る
こ
と
と
な
る
。「
澄
江
」
句
の
受
容
と
展
開
は
、
謝
朓
詩
の
解
釋
・
評
價
の
歷

る
の
に
對
し
、
右
の
作
品
羣
は
い
ず
れ
も
謝
朓
の
詩
一
般
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る

點
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
澄
江
」
と
い
う
優
れ
た
句
の
存
在
が
、
結
果
的
に
、
謝

朓
の
詩
を
突
出
し
た
「
秀
句
」
に
お
い
て
評
價
す
る
風
潮
を
生
み
出
し
た
こ
と
を

意
味
し
て
い
る）

（（
（

。
そ
し
て
、
謝
朓
詩
に
對
す
る
こ
の
よ
う
な
理
解
を
育
ん
だ
の
は
、

「
金
陵
城
西
樓
⺼
下
吟
」
詩
に
謝
朓
の
句
を
引
用
し
、「
澄
江
」
句
流
行
の
直

的

な
原
因
と
な
っ
た
李
白
そ
の
人
に
他
な
ら
な
い
。

朙
の
鍾
惺
は
、
そ
の
『
古
詩
歸
』
卷
十
三
・
謝
朓
「
冬
緖
羈
懷
示

諮
議
虞
田

曹
劉
江
二
常
侍
」
詩
㊟）

（（
（

に
お
い
て
、
謝
朓
詩
か
ら
十
八
も
の
詩
句
を
取
り
上
げ
て
、

「
澄
江
」
句
が
李
白
の
引
用
に
よ
っ
て
過
剩
に
流
行
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
、
次

の
よ
う
に
痛
烈
に
批

し
て
い
る
。

謝
詩
の
人
を

か
す
處
は
當
に
「
風

　霜
を
留
め
ず
」
の
此こ
れ

等ら

の
句
に
之

を
求
む
べ
く
、
二
句）

（（
（

も
ま
た
謝
詩
の
評
と
作
す
べ
し
。
其
の
他
の
「
日
出
で

て
　衆
鳥
散
じ
」
…
「
珥

み
み
だ
ま

を
墮
し
て
琴
心
に
答
ふ
」
の
如
き
は
、
皆
　
遠は
る
か

に
「
澄
江
　靜
か
な
る
こ
と
練
の
如
し
」
等
の
句
に
勝
る
も
、
太
白
の
偶
然

拈
出
す
る
に
因
り
て
、千
古
の
耳
⻝
　同
聲
な
る
の
み
。（
謝
詩

人
處
當
于「
風

不
留
霜
」
此
等
句
求
之
、二
句
亦
可
作
謝
詩
評
。
其
他
如
「
日
出
衆
鳥
散
」
…
「
墮

珥
答
琴
心
」、皆
遠
勝
「
澄
江
靜
如
練
」
等
句
、因
太
白
偶
然
拈
出
、千
古
耳
⻝
同
聲
耳
）

こ
こ
に
示
さ
れ
た
鍾
惺
の
見
解
は
、
謝
朓
の
文
學
が
李
白
の
影
响
下
で
、
恣
意

的
か
つ
選
擇
的
に
後
人
の
評
價
を

得
し
て
き
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
同

の
指

と
し
て
、
淸
の
姚
瑩
の
「
論
詩
絕
句
六
十
首
」
其
十）
（（
（

に
「
大
江
　日
夜
　

客
心
悲
し
む
、
語
を
發
す
る
も

た
り
　逸
思
飛
ぶ
。
千
載
　紛
紛
と
し
て
佳
句

を

む
、
還
た
應
に
太
白
の
元
暉
を
誤
る
べ
し
（
大
江
日
夜
客
心
悲
、
發
語

逸

思
飛
。
千
載
紛
紛

佳
句
、
還
應
太
白
誤
元
暉
）」
と
あ
り
、「
佳
句
を

む―

特
定

の
句
だ
け
を
評
價
す
る
」
と
い
う
行
爲
に
よ
っ
て
、
李
白
は
謝
朓
が
誤
解
さ
れ
る

契
機
を
作
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
姚



「
李
白
と
謝
朓
」
再
考

二
九

史
に
お
い
て
、
李
白
の
見
方
が
如
何
に

配
的
で
あ
っ
た
の
か
を
如
實
に
示
す
も

の
と
な
っ
た
。

謝
朓
の
文
學
は
、
他
な
ら
ぬ
李
白
と
の
緊
密
な
關
わ
り
合
い
の
中
で
熟
成
さ
れ
、

時
に
變
貌
を
遂
げ
な
が
ら
、
中
國
文
學
史
に
名
を

む
こ
と
に
な
る
。
謝
朓
の
評

價
史
を
硏
究
す
る
上
で
、「
李
白
に
愛
さ
れ
た
謝
朓
」
と
い
う
視
點
は
、
引
き
續

き
重
要
な
問
題
提
起
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
謝
朓
の
文
學
の
本
質
を
考
え
る

た
め
に
も
、
謝
朓
詩
解
釋
の
方
向
を
決
定
づ
け
た
李
白
の
存
在
に
、
今
一
度
、
自

覺
的
に
な
る
必
要
が
あ
る
。

㊟
（
１
）　「
李
白
と
謝
朓
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
代
表
的
な
硏
究
に
、
松
浦
友
久
「
李
白
に
お

け
る
謝
朓
の
像―

白
露
垂
珠

秋
⺼
」（
早
稻
田
大
學
中
國
古
典
研
究
會
『
中
國

古
典
硏
究
』
十
三
號
、
一
九
六
五
年
）、

家

・
李
子
龍
主
編
『
謝
朓
與
李
白
硏

究
』（
人
民
文
學
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
２
）　
拙
稿
「
李
白
『
志
在
靑
山
』
考―

謝
朓
別
業
の
存
在
を
め
ぐ
っ
て
」（
早
稻
田

大
學
中
國
文
學
會
『
中
國
文
學
硏
究
』
第
三
十
九
朞
、
二
〇
一
三
年
）
を
參
照
。

（
３
）　
本
文
で
引
用
す
る
謝
朓
詩
は
曹
融
南
『
謝
宣
城
集
校
㊟
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、

一
九
九
一
年
）、
李
白
詩
は
『
李
太
白
全
集
』（
中

書
局
、
一
九
七
七
年
）
を
底
本

と
す
る
。
ま
た
本
文
で
取
り
上
げ
る
唐
代
の
詩
は
、
一

を
除
い
て
『
全
唐
詩
』（
中

書
局
、
一
九
六
〇
年
）
に
據
る
。
い
ず
れ
も
詩
題
の
後
ろ
に
卷
數
を
記
す
。

（
４
）　
劉
躍
進
『
六
朝
作
家
年
譜
』（
黑
龍
江
敎
育
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
に
據
る
。

（
５
）　『
文
選
』
卷
二
十
七
李
善
㊟
引
『
丹
陽
記
』
に
「
江
寧
縣
北
十
二
里
、
濱
江
㊒
三

山
相

、

名
爲
三
山
」
と
あ
る
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）。

（
６
）　
歬
揭
『
文
選
』
卷
二
十
三
。

（
７
）　
歬
揭
『
文
選
』
卷
二
十
六
。

（
８
）　

日

鄕
は
謝
朓
詩
に
お
け
る
重
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
り
、
興
膳
宏
「
謝
朓

詩
の
抒
情
」
は
「
…

の
時
閒
お
よ
び
そ
の
景

に
對
し
て
、
謝
朓
が
强
い
愛
好

を
示
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
…
晚
景
は
い
わ
ば
條
件
反
射
的
な
必
然
性
に
よ
っ
て
、

鄕
あ
る
い
は
歸
田
の
志
を
呼
び
起
こ
し
て
い
る
」
と
指

す
る
（『
東
方
學
』
第

三
十
九
輯
、
一
九
七
〇
年
）。
　

（
９
）　「
餘
霞
」「
澄
江
」
聯
の
敍
景

寫
に
關
し
て
、
魏
畊
原
『
謝
朓
詩
論
』
第
六

「
謝
朓
詩
山
水
景
物

寫
的
律
化
結
構
」
は
「『
餘
霞
散
成
綺
、
澄
江
靜
如
練
』
…
這

两
句
寫
黃
昏
景

、
晚
霞
多
彩
鮮
麗
、
遠
水
無
波
而
朙
亮
反
光
、
不
僅
如
錦
緞
如
白

綢
、
而
且
借
用
綢
緞
的
柔
軟
光
滑
的
質
感
、
更
能
表
逹
出
日

黃
昏
柔
和

散
的
㊜

意
。
…
确
實
捕
捉
了
轉
瞬

逝
處
于
變
化
中
景
物
的
光
度
和
質
感
、
因
爲

色
很
快

會
淹
沒
一
切
」
と
說
朙
す
る
（
中
國
社
會
科
學
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
10
）　
逯
欽
立
輯
校
『
先
秦
漢
魏
晉
南
北
朝
詩
』（
中

書
局
、
一
九
八
三
年
）
に
據
っ

て
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
六
朝
朞
に
お
け
る
「
成
綺
」
の
用
例
は
「
日
照
爛
成
綺
、
風

來
聚
疑
☃
。
試
采
一
枝
歸
、
願
持
因
遠
別
」（
梁
・
劉
綺
「
折

聯
句
」）、「
…
乃
㊒

綺
雲
之
館
、
頳
霞
之
臺
」（
梁
・
江
淹
「
學
梁
王
兔
園
賦
幷
序
」）
の
二
例
の
み
で
あ

り
、「
如
練
」
の
用
例
は
「

樹
雜
爲
錦
、
⺼
池
皎
如
練
」（
南
齊
・
謝
朓
（
一
作
王

融
）「
別
王
僧
孺
」）、「
秋
⺼
光
如
練
、
照
曜
三
𣝣
臺
」（
梁
・
沈
約
「
登
臺

秋
⺼
」）、

「
練
練
波
中
⺼
、
亭
亭
雲
上
枝
」（
梁
・
吳
均
「
遙
贈
周
承
」）、「
昆
朙
夜
⺼
光
如
練
、

上
林
朝

色
如
霰
」（
梁
・

繹
「
春
別
應
令
詩
四
首
」
其
一
）
の
四
例
の
み
で
あ
る
。

謝
朓
の
用
例
は
極
め
て
早
い
段
階
の
も
の
で
あ
り
、「
餘
霞
」「
澄
江
」
同

、
造
語

と
し
て
意

的
に
詩
中
に
取
り
入
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

（
11
）　
顧
紹
柏
『
謝
靈
運
集
校
㊟
』（
中
州
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）。
詩
中
の

「
邈
」
字
に
つ
い
て
、
顧
㊟
は
「
邈
、
似
應
作
『
貌
』。『
貌
』
與
下
句
『
狀
』
構
成

一
對
近
義
詞
」
と
指

し
て
お
り
、
本
論
は
顧
說
に
從
っ
て
解
釋
を
行
っ
た
。

（
12
）　
丁
福
林
・
叢
玲
玲
『
鮑
照
集
校
㊟
』
卷
五
（
中

書
局
、
二
〇
一
二
年
）。

（
13
）　
鮑
照
詩
と
謝
朓
詩
の
敍
景

寫
を
比
較
す
る
と
、「
川
末
澄
遠
波
」（
鮑
）
と
「
澄



日
本
中
國
學
會
報
　
第
六
十
八
集

三
〇

江
靜
如
練
」（
謝
）、「
攢
樓
貫
白
日
」（
鮑
）
と
「
白
日
麗
飛

」（
謝
）、「
摛
堞
隱

丹
霞
」（
鮑
）
と
「
餘
霞
散
成
綺
」（
謝
）
な
ど
、
取
り
上
げ
る
題
材
が
酷
似
し
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
謝
朓
が
意

的
に
鮑
照
詩
を
下
旉
き
と
し

な
が
ら
、
具
體
性
を
捨
象
し
た
敍
景

寫
を
試
み
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
よ

う
。

（
14
）　
安
旗
・

天
緯
他
『
李
白
全
集
編
年
箋
㊟
』（
中

書
局
、
二
〇
一
五
年
）
に
據
る
。

（
15
）　
宋
緖
連
「
李
白
低
首
謝
宣
城
」（『
遼
寧
大
學
學
報
』
第
五
十
九
朞
、
一
九
八
三
年
）、

楊
玉
山
「
李
白
與
謝
朓
」（『
安
徽
工
業
大
學
學
報
（
社
會
科
學
版
）』
第
二
十
二
卷

第
一
朞
、
二
〇
〇
五
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
16
）　『
文

祕
府
論
』
地
卷
「
十
四
例
」
其
十
一
に
「
立
比
成
之
例
。
詩
曰
『
餘
霞
散

成
綺
、
澄
江
淨
如
練
』」
と
あ
る
（
六
地

寺
善
本
叢
刊
所

、
汲
古
書
院
、
一
九

八
四
年
）。
本
論
で
は
「
澄
江
」
句
の
用
字
に
つ
い
て
論
じ
る
た
め
、
寫
本
を
用
い
た
。

（
17
）　『

唐
書
』
卷
一
六
六
・
列
傳
一
一
六
「
白
居
易
」
に
「
…
『
餘
霞
散
成
綺
、
澄

江
淨
如
練
』
…
之
什
、
麗
則
麗
矣
、
吾
不
知
其
所
諷
焉
」
と
あ
る
（
中

書
局
、
一

九
七
五
年
）。

（
18
）　
松
浦
友
久
『
李
白
詩
選
』
は
當

箇
所
に
關
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
…

た
だ
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
こ
れ
（
筆
者
㊟
：「
澄
江
」
句
）
を
李
白
の
詩
の
な
か

に
置
い
て
み
る
と
、『
解
衟
澄
江
淨
如
練
』
の
ほ
う
が
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
生
き
い

き
し
て
く
る
し
、
い
っ
そ
う
李
白
ら
し
い
感
じ
が
す
る
。
李
白
に
は
、
謝
朓
と
の
共

通
點
の
ほ
か
に
、
謝
朓
の
詩
に
見
ら
れ
な
い
新
し
い
感
覺
、
イ
メ
ー
ジ
の
飛
躍
や
流

動
感
が
あ
る
。『
解
衟
澄
江
靜
如
練
』
で
は
、
そ
の
流
動
感
が
ふ
っ
と
止
ま
っ
て
し

ま
う
よ
う
な
感
じ
が
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
」（
岩
波
文
庫
、
一
九
九
七
年
）。

（
19
）　
李
白
「

日

山
中
」
詩
を
除
け
ば
、
陳
子
昂
「
晦
日
宴
高
氏
林
亭
」
詩
に
「

娛
方
未
極
、
林
閣
散
餘
霞
」
と
あ
る
の
み
。

（
20
）　「
餘
霞
」「
成
綺
」「
喧
鳥
」「
春
洲
」「

甸
」
は
す
べ
て
謝
朓
の
造
語
で
あ
り
、

「
雜

」
も
ま
た
、
晉
詩
に
一
首
あ
る
の
を
除
け
ば
、
六
朝
朞
の
用
例
は
他
に
見
ら

れ
な
い
。
唐
代
以

、
こ
れ
ら
の
語
彙
の
イ
メ
ー
ジ
は
當
初
の
用
法
か
ら
大
き
く
離

れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
と
し
て
、
白
居
易
「
首
夏
同
諸
校
正
遊
開
元

因
宿
玩
⺼
」
詩
の
「
向
夕
天

晴
、
東
南
餘
霞
披
」、
元
稹
「
靑
雲
驛
」
詩
の
「
丹

霞
爛
成
綺
、
景
雲
輕

綈
」、
李
德
裕
「

平
泉
雜
詠
・

春
暖
」
詩
の
「
☃
開
喧

鳥
至
、
澌
散
躍
魚
多
」、
無
可
「
送
姚
朙
府
赴
招
義
縣
」
詩
の
「

郭
山
遙
見
、
春

洲
鳥
不

」、
韋
應
物
「
見
紫

」
詩
の
「
雜

紛
已
積
、
含

獨

春
」、
許

宗
「
奉
和
初
春
登
樓

目
應
詔
」
詩
の
「
春
暉
發

甸
、
佳
氣
滿
層
城
」
な
ど
が
あ

る
。

（
21
）　『
文

』
卷
七
一
四
（
中

書
局
、
一
九
六
六
年
）。

（
22
）　
李
白
「
金
陵
城
西
樓
⺼
下
吟
」
詩
の
尾
聯
「
解
衟
澄
江
淨
如
練
、
令
人
長

謝
玄

暉
」
は
、
同
時
に
、「
夜
に
謝
朓
を

う
」
と
い
う
定
型
表
現
を
も
生
み
出
す
こ
と

と
な
る
。
錢
起
「
寄
郢
州
郞
士
元
使
君
」
詩
の
尾
聯
「

舒
三
五
夜
、
思
盡
謝
玄
暉
」、

韓
翃
「
送
客
還
江
東
」
詩
の
尾
聯
「
君
到
新
林
江
口
泊
、
吟
詩
應
賞
謝
玄
暉
」、
司

空
曙
「
早
夏
寄
元
校
書
」
詩
の
尾
聯
「

永
無
車
馬
到
、
更
當
齋
夜

玄
暉
」
な

ど
は
い
ず
れ
も
そ
の
代
表
的
な
用
例
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
中
唐
詩

人
の
謝
朓
愛
好
」
が
、
こ
と
形
式
の
面
に
お
い
て
、
李
白
詩
の
影
响
を
色
濃
く
受
け

て
い
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

（
23
）　
朱
東
潤
『
梅
堯
臣
集
編
年
校
㊟
』
卷
二
十
七
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
）。

（
24
）　
北
宋
・
陳
淵
『
默
堂
先
生
文
集
』
卷
五
（
四

叢
刊
三
篇
所

、
商
務
印
書
館
、

一
九
三
六
年
）。

（
25
）　
南
宋
・
王
象
之
『
輿
地
紀
勝
』
卷
九
（
中

書
局
、
一
九
九
二
年
）。

（
26
）　
北
宋
・
黃
轍
『

溪
詩
話
』
卷
五
（
人
民
文
學
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）。

（
27
）　『
詩
品
』
中
品
「
宋
法
曹
參
軍
謝
惠
連
詩
」
に
、「
宋
法
曹
參
軍
謝
惠
連
詩
、
小
謝

才
思
富
捷
、
恨
其

玉
夙
彫
、
故
長
轡
未
騁
。
…
『
謝
氏
家
錄
』
云
『
康
樂
每
對
惠

連
、
輒
得
佳
語
。
後
在
永
嘉
西
堂
、
思
詩

日
不
就
、
寤
寐
閒
、
忽
見
惠
連
、

成

『
池
塘
生
春

』。
故
常
云
『
此
語
㊒
神
助
、
非
吾
語
也
』』」
と
あ
る
（
上
海
古
籍
出



「
李
白
と
謝
朓
」
再
考

三
一

版
社
、
一
九
九
四
年
）。

（
28
）　
謝
朓
詩
の
版
本
に
關
す
る
先
行
硏
究
に
、
何
兆
吉
・
趙
瑞
民
「『
謝
宣
城
詩
集
』

版
本
源
流
考
」（『
西
北
第
二
民
族
學
院
學
報
（
哲
學
社
會
科
學
版
）』
第
三
朞
、
一

九
九
〇
年
）、
阿

順
子
「『
謝
朓
集
』
版
本
淵
源
述
」（『
古
籍
整
理
硏
究
學
刊
』、

二
〇
〇
〇
年
）
が
あ
る
。

（
29
）　
歬
揭
『
謝
宣
城
集
校
㊟
』
附
錄
二
「

序
跋
」。

（
30
）　
南
宋
・
魏
慶
之
『
詩
人
玉
屑
』
卷
八
「

全
句
」
に
「
此
格
本
出
於
李

仙
。
其

詩
云
『
解
衟
澄
江
淨
如
練
、
令
人
還

謝
元
暉
』

『
澄
江
淨
如
練
』

元
暉
全
句

也
。
後
人

用
此
格
、
愈
變
逾
工
」
と
あ
る
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
七
八
年
）。

（
31
）　
任
淵
・
史
容
他
㊟
、
黃
寶

點
校
『
山
谷
詩
集
㊟
』
卷
七
（
上
海
古
籍
出
版
社
、

二
〇
〇
三
年
）。

（
32
）　

瑞
生
『
誠
齋
詩
集
箋
證
』
卷
二
十
六
（
三
秦
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）。

（
33
）　
淸
・
顧
嗣
立
編
『
元
詩
選
』
初
集
卷
五
十
六
（
景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
所

、
臺

灣
商
務
印
書
館
、
一
九
八
六
年
）。

（
34
）　
朙
・
謝
肈
淛
『
小

齋
集
』
卷
十
九
（
續
修
四
庫
全
書
所

、
上
海
古
籍
出
版
社
、

一
九
九
五
年
）。

（
35
）　
朙
・
姚
孫
業
『
亦
園
全
集
』
二
集
（
四
庫
禁
燬
書
叢
刊
所

、
北
京
出
版
社
、
二

〇
〇
〇
年
）。

（
36
）　
陳
慶
元
・
陳
煒
編

『
鼇
峰
集
』
卷
十
七
（
廣
陵
書
社
、
二
〇
一
二
年
）。

（
37
）　
南
宋
・
趙
師
秀
『
淸

齋
集
』（
汲
古
閣
景
宋
鈔
南
宋
羣
賢
六
十
家
小
集
所

、

古
書
流
通
處
、
一
九
二
一
年
）。

（
38
）　
朙
・
程
敏
政
『
篁
墩
文
集
』
卷
八
十
七
（
景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
所

、
臺
灣
商

務
印
書
館
、
一
九
八
六
年
）。

（
39
）　
朙
・
曹
学
佺
撰
『
石
倉
歷
代
詩
選
』
卷
三
五
五
（
景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
所

、

臺
灣
商
務
印
書
館
、
一
九
八
六
年
）。

（
40
）　
朙
・
陳
子
龍
『
湘
眞
閣
稿
』
卷
六
（
續
修
四
庫
全
書
所

、
上
海
古
籍
出
版
社
、

一
九
九
五
年
）。

（
41
）　
謝
朓
に

む
べ
き
佳
句
が
あ
る
と
指

す
る
も
の
と
し
て
、
淸
・
王
士
禛
『
池
北

偶
談
』
卷
十
三
「

句
圖
」
に
「
豫
嘗
慾
仿
張
爲
『
主
客
圖
』
之
例
、

其
尤
者

列
以
爲
圖
、
與
康
樂
『
池
塘
生
春

』、
元
暉
『
澄
江
淨
如
練
』、
仲
言
『
露
濕
寒
塘

、
⺼
映
淸
淮
流
』、
幷
㊮

談
助
」
と
あ
る
（
中

書
局
、
一
九
八
二
年
）。
ま

た
、
淸
・
方
東
樹
『
昭
昧
詹
言
』
卷
二
十
一
に
「
漢
魏
詩
只
是
一
氣
盤
旋
、
晉
以
下

始
㊒
佳
句
可

、
此
詩
運
升

之
別
。
古
今
流
傳
名
句
、
如
『
思
君
如
流
水
』『
池

塘
生
春

』『
澄
江
淨
如
練
』『
紅

當
階
飜
』『
空
梁

燕
泥
』、
情
景
俱
佳
、
足
㊮

吟
詠
」
と
あ
る
（
人
民
文
學
出
版
社
、
一
九
六
一
年
）。

（
42
）　
朙
・
鍾
惺
、
譚
元
春
輯
『
古
詩
歸
』
卷
十
三
（
續
修
四
庫
全
書
所

、
上
海
古
籍

出
版
社
、
一
九
九
五
年
）。
全
文
は
次
の
と
お
り
。「
謝
詩

人
處
當
于
『
風

不
留

霜
』
此
等
句
求
之
、
二
句
亦
可
作
謝
詩
評
。
其
他
如
『
日
出
衆
鳥
散
』『
斂
性
就
幽

』『
滅
燭
聽
歸
鴻
』『
秌

臨
夜
空
』『
折

戢
寒
決
』『

風
吹
好
♫
』『

日
飛

鳥
遠
』『
國
小
暇
日
多
』『
竹
外
山

影
』『
高
琴
時
以
思
』『
輕
鳴
响

♫
』『
遊
蜂

上
⻝
』『
揮
袂
送
君
已
、
獨
此
夜
琴
聲
』『
業
上
凉
風
敕
』『
墮
珥
答
琴
心
』、
皆
遠

勝
『
澄
江
靜
如
練
』
等
句
、
因
太
白
偶
然
拈
出
、
千
古
耳
⻝
同
聲
耳
」

（
43
）　
謝
朓
「
冬
緖
羈
懷
示

諮
議
虞
田
曹
劉
江
二
常
侍
」
詩
の
「
風

不
留
霜
、
冰
池

共
如
⺼
」
を
指
す
。

（
44
）　
淸
・
姚
瑩
『
後
湘
詩
集
』
卷
九
（『
中
復
堂
全
集
東
溟
文
集
外
集
』、
文
海
出
版
社
、

一
九
七
四
年
）。




