
温
庭
笥

「商
山
早
行
」
詩
解
稗
考
－
詩
語
「
樹
葉
」
「
枳
花
」
を
中
心
に

鈴

木

拓

也

は

じ
め
に

　
論
者
は
こ
れ
ま
で
に
晩
唐
の
代
表
的
な
詩
人
で
あ
る
李
商
隠
と
杜
牧
の
作
品
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
首
ず
つ
取
り
上
げ
、
從
來
の
解
稗
を
踏
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ
リ

え
つ
つ
精
讃
を
試
み
、
論
者
な
り
の
新
た
な
解
稗
を
提
示
し
て
き
た
。
本
論
文
で
は
同
じ
く
晩
唐
の
詩
人
で
あ
る
温
庭
笥
の
「
商
山
早
行
」

　　
ソ詩

を
取
り
上
げ
、
李
商
隠
・
杜
牧
の
詩
と
同
様
に
精
讃
を
試
み
、
從
來
の
解
繹
の
補
強
や
、
論
者
な
り
に
新
た
な
解
鐸
を
提
示
し
た
い
。

　
本
論
で
取

り
扱
う
「
商
山
早
行
」
詩
は
温
庭
匂
の
代
表
作
の
一
首
に
畢
げ
ら
れ
る
、
羅
旅
を
詠
っ
た
五
言
律
詩
で
あ
る
。
い
ま
そ
の
全
髄

を
提
示
し
た
い
。

（49）

03　02　01

難客農

聲行起
茅悲動

店故征

月郷鐸
あ

し
た
　
　
　
　
　
　
　
せ
い
た
く

農
に

起

き
て
征
鐸
を
動
か
し

か

く
こ
う

客
行
　
故
郷
を
悲
し
む

け
い
せ
い
　
ぼ
う
て
ん

鶏
聲
　
茅
店
の
月
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人　旅早雁思花葉述
足　くに満杜明落板
を　はき同陵騨山橋
こ　郷馬塘夢摘路霜

じ
ん
せ
き
　
ば
ん
き
よ
う

人
　
　
板
橋
の
霜

こ
タ
つ
よ
ケ
つ

梱
葉
は

山
路
に
落
ち

き
か
え
き
し
よ
う

枳
花
は

騨
艦
に

明
ら
か
な
り

因
り
て
思
う
　
杜
陵
の
夢

ふ

が
ん

　

か
い
と
う

見
雁
　
同
塘
に
満
つ

朝
　
起
　
　
　
車
の
鈴
を
鳴
ら
し

　
行

者

故

を
離
れ
悲
し
む

に

わ

と
り
の
聲
、
茅
葺
き
の
宿
の
上
の
名
残
の
月

　
の
　
跡
　
の
　
す
板
橋
の
霜

カ
シ
ワ
の
葉
が
山
道
に
散
り
落
ち

カ
ラ
タ
チ
の
花
が
騨
亭
の
垣
根
に
鮮
や
か
に
咲
い
て
い
る

ふ

と
思
い
出
さ
れ
る
の
は
　
昨
夜
見
た
故
郷
で
あ
る
杜
陵
の
夢

夢
の
中
で
は
蹄
郷
し
た
カ
モ
や
カ
リ
が
池
を
埋
め
蓋
く
し
て
い
た
の
だ
っ
た

（50）

か

つ
て
佳
ん

で

い
た

長
安
郊
外
の
杜
陵
か
ら
南
方
へ
向
か
う
途
中
、
商
山
の
騨
亭
に
宿
泊
し
、
早
朝
に
出
登
す
る
情
景
を
詠
ん
だ
詩
で
あ
り
’

そ

の
大
意
は
非
常
に

分
か

り
易
い
。
そ
の
よ
う
な
詩
が
温
庭
笥
の
代
表
作
と
し
て
評
債
さ
れ
る
理
由
は
、
主
に
頷
聯
の
素
晴
ら
し
さ
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　

て
で
あ
る
。
頷
聯
に
封
す
る
評
債
の
最
も
古
い
も
の
は
『
⊥
ハ
一
詩
話
』
に
引
用
さ
れ
た
梅
尭
臣
の
言
葉
で
あ
る
。

　
　
詩
家
錐
率
意
、
而
造
語
亦
難
。
若
意
新
語
工
、
得
前
人
所
未
道
者
、
斯
爲
善
也
。
必
能
状
難
爲
之
景
、
如
在
目
前
。
含
不
蓋
之
意
、
見



　
　
於

言
外
、
然
後
爲
至
　
。
（
中
略
）
又
若
温
庭
筒
、
「
難
聲
茅
店
月
、
人
　
板
橋
霜
」
（
中
略
）
則
道
路
辛
苦
、
覇
愁
旅
思
、
章
不
見
於

　
　
言
外
乎
。

　
　
　
　
詩
家
は
意
に

率
ふ
と
錐
も
、
而
れ
ど
も
語
を
造
る
こ
と
亦
た
難
し
。
若
し
意
新
し
く
語
工
に
し
て
、
前
人
の
未
だ
道
は
ざ
る
所
の

　
　
　
　
者
を
得
れ
ば
、
斯
れ
善
し
と
爲
す
な
り
。
必
ず
能
く
爲
し
難
き
の
景
を
状
き
て
は
、
目
前
に
在
る
が
如
く
し
。
蓋
き
ざ
る
の
意
を

　
　
　
　
含
み
て

は
、
言
外
に
見
は
し
め
、
然
る
後
に
至
り
と
な
す
。
（
中
略
）
又
た
温
庭
笥
の
、
「
難
聲
茅
店
月
、
人
　
板
橋
霜
」
の
若
き

　
　
　
　
は
（
中
略
）
則
ち
道
路
の
辛
苦
、
覇
愁
旅
思
、
貴
に
言
外
に
見
は
れ
ざ
ら
ん
や
。

　
　
梅
尭

臣
が
「
商
山
早
行
」
詩
の
頷
聯
を
道
中
の
苦
し
み
や
故
郷
へ
の
愁
い
な
ど
が
「
言
外
」
に
現
れ
出
た
素
晴
ら
し
い
封
句
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ

評

し
て
以
降
、
頷
聯
に
封
す
る
同
様
の
評
債
は
枚
畢
に
暇
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

　
そ

の

一
方
、
こ
の
詩
全
髄
の
評
債
は
ど
う
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
ほ
ど
高
い
詳
で
も
無
く
、
特
に
後
牛
の
頸
聯
や
尾
聯
に
封
し
て
批
判
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
ど

言
説
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
沈
徳
潜
は
「
商
山
早
行
」
詩
を
通
し
て
中
晩
唐
の
頸
聯
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

　
　
中
晩
律
詩
、
毎
於
頸
聯
振
不
起
、
往
往
索
然
興
蓋
。

　
　
　
　
中
唐
・
晩
唐
の
律
詩
は
、
頸
聯
が
揺
り
動
か
な
い
こ
と
に
こ
だ
わ
る
け
れ
ど
、
い
つ
も
ハ
ラ
ハ
ラ
と
〈
興
〉
が
蓋
き
て
し
ま
う
の
だ
。

沈
徳
潜
に

よ
れ
ば
、
頸
聯
は
題
材
や
話
題
な
ど
を
轄
じ
て
詩
に
「
興
（
味
わ
い
深
さ
）
」
を
出
す
べ
き
な
の
に
、
「
商
山
早
行
」
詩
に
は
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

が

な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
他
に
も
顧
安
の
『
唐
律
消
夏
録
』
で
は
詩
の
後
牛
部
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

　
　
三
四
■
農
起
光
景
、
極
妙
。
若
五
⊥
ハ
自
慮
説
出
「
悲
故
郷
」
意
來
、
又
爲
閑
景
無
謂
。
結
句
輕
忽
、
亦
與
悲
故
郷
不
合
。
「
因
思
」
二
字
、

　
　
接
五
六
耶
。
接
三
四
耶
。
線
之
依
稀
彷
彿
而
已
。

　
　
　
　
三
四
句
は
早
朝
の
光
景
を
描
い
て
お
り
、
極
め
て
巧
妙
で
あ
る
。
も
し
五
六
句
が
自
然
と
「
故
郷
を
悲
し
む
」
意
を
描
き
出
し
て

　
　
　
　
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
寂
し
い
情
景
を
再
び
描
き
出
し
て
い
る
の
で
よ
．
な
い
。
結
句
は
い
い
か
げ
ん
で
、
詩
の
大
意
で
あ
る
故
郷

（51）



　
　
　
　
を
悲
し
む
と
も
合
わ
な
い
。
「
因
思
」
の
二
字
は
五
六
句
を
受
け
て
い
る
の
か
。
そ
れ
と
も
三
四
句
を
受
け
て
い
る
の
か
。
と
に

　
　
　
　
か
v
ぼ
ん
や
り
と
し
て
い
る
だ
け
だ
。

こ
の
二
者
の
批
評
に
從
え
ば
、
頸
聯
は
佳
句
で
あ
る
「
頷
聯
」
と
類
似
の
表
現
を
く
り
返
す
だ
け
で
あ
っ
て
良
く
な
い
封
句
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

　
と
こ
ろ
が
、
近
年
の
劉
學
錯
氏
は
頸
聯
に
封
し
て
好
意
的
な
批
評
、
新
た
な
解
稗
を
試
み
て
い
る
。

　
　
蓋
此
詩
錐
以

「
客
行
悲
故
郷
」
起
、
以
「
因
思
杜
陵
夢
」
結
、
然
全
詩
所
表
現
之
思
想
感
情
、
拉
不
軍
純
是
「
悲
故
郷
」
（
因
思
念
故

　
　
郷
而
悲
）
。
詩
人
之
思
想
感
情
、
随
早
行
行
程
之
推
進
、
所
見
所
聞
景
物
之
愛
化
、
本
身
即
呈
現
爲
動
態
登
展
之
過
程
。
富
其
農
起
啓
程
、

　
　
征
鐸
乍
動
之
際
、
錐
曾
浮
現
「
悲
故
郷
」
之
覇
旅
情
思
、
然
當
其
耳
聞
目
接
「
難
聲
茅
店
月
、
人
　
板
橋
霜
」
之
景
象
時
、
心
中
不
僅

　
　
有
封
此
山
野
早
行
圓
書
之
新
鮮
感
・
愉
悦
感
、
且
有
一
種
封
此
特
殊
詩
意
美
之
美
好
髄
験
與
感
受
、
一
種
封
詩
意
美
新
登
現
的
審
美
愉

　
　
悦
。
上
述
感
受
、
封
「
悲
故
郷
」
之
情
乃
是
一
種
緩
解
・
沖
淡
與
替
代
。
此
即
「
含
不
蓋
之
意
、
見
於
言
外
」
之
重
要
一
端
。
（
中
略
）

　
　
至
於
全
詩
之
不
甚

相
稻
、
五
六
較
爲
卒
街
、
七
八
與
一
二
意
複
、
自
是
微
鍛
、
然
如
顧
安
之
認
定
「
悲
故
郷
」
一
端
、
以
此
責
其
「
閑

　
　
景
無

謂
」
、
則
出
於
封
詩
中
所
蔽
含
之
感
情
過
扮
簡
軍
化
理
解
。
實
則
「
桝
葉
」
一
聯
已
是
「
悲
故
郷
」
之
情
緩
解
淡
化
後
封
途
中
景

　
　
物
心
情
較
爲
卒
和
之
欣
賞
、
F
明
」
字
尤
透
出
一
種
喜
悦
之
情
。

　
　
　
　
私
が

考
え
る
に
、
こ
の
詩
が
「
客
行
悲
故
郷
」
の
二
句
で
始
ま
り
、
「
因
思
杜
陵
夢
」
の
二
句
で
結
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
詩
全

　
　
　
　
髄
で
表
現

し
て
い
る
感
情
や
思
い
は
、
決
し
て
r
悲
故
郷
（
故
郷
を
思
い
出
し
て
悲
し
く
な
る
）
」
と
い
っ
た
車
純
な
も
の
で
は

　
　
　
　
な
い
。
詩
人
の
感
情
や
思
い
は
、
早
朝
か
ら
の
旅
程
が
進
み
、
見
聞
き
し
た
景
物
の
愛
化
に
随
っ
て
、
そ
れ
自
身
が
、
動
き
登
展

　
　
　
　
す

る
過
程
を
現
し
た
の
で
あ
る
。
早
朝
に
起
き
だ
し
旅
を
初
め
、
出
立
の
鈴
が
鳴
っ
た
時
に
は
、
「
悲
故
郷
（
故
郷
へ
の
悲
し
み
）
」

　
　
　
　
と
い
う
旅
情
を
思
い
浮
か
べ
た
と
し
て
も
、
「
難
聲
茅
店
月
、
人
　
板
橋
霜
」
と
い
う
景
色
を
見
聞
き
し
た
時
、
心
の
中
に
は
’

（52）



　
　
　
　

こ
の
野
山
の
早
朝
の
景
色
に
封
す
る
新
鮮
さ
や
愉
悦
感
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
特
別
な
詩
の
味
わ
い
に
關
し
て
、
美
し

　
　
　
　
く
も
す
ば
ら
し
い
髄
験
や
感
得
を
し
た
こ
と
、
詩
の
興
趣
に
お
い
て
、
新
し
い
審
美
観
を
見
出
し
た
こ
と
へ
の
喜
び
が
あ
る
の
だ
。

　
　
　
　
先
に

述
べ
た
新
鮮
さ
や
愉
悦
感
は
、
「
悲
故
郷
」
と
い
う
感
情
を
緩
和
し
、
取
っ
て
代
わ
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
「
含

　
　
　
　
不
蓋
之
意
、
見
於
言
外
（
蓋
き
な
い
思
い
を
含
み
、
言
葉
の
外
に
現
れ
出
て
い
る
）
」
の
重
要
な
黙
な
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
こ
の

　
　
　
　
詩
全
豊
に

ふ
さ
わ
し
く
な
い
鮎
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、
五
六
句
は
わ
り
と
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
い
る
の
に
、
七
八
句
目
が
一
二
句

　
　
　
　
目
の
意
味
と
重
複
し
て
い
る
の
が
、
微
か
な
訣
鮎
で
あ
る
。
そ
の
た
め
顧
安
は
、
二
句
目
の
「
悲
故
郷
」
と
い
う
言
葉
か
ら
確
信

　
　
　
　

し
、
五
六
句
目
を
「
閑
景
無
謂
（
閑
か
な
情
景
で
よ
く
な
い
）
」
と
い
う
よ
う
に
批
判
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
こ
の
詩
の
中
に
込

　
　
　
　
め

ら
れ
た
感
情
を
ひ
ど
く
里
純
化
し
た
理
解
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。
實
際
の
「
欄
葉
」
の
一
聯
は
「
悲
故
郷
（
故
郷
へ
の
悲
し

　
　
　
　

み
）
」
と
い
う
感
情
が
已
に
や
わ
ら
ぎ
淡
く
な
っ
た
後
、
道
中
の
景
物
に
封
し
心
情
が
や
や
落
ち
着
い
た
状
態
で
鑑
賞
し
た
も
の

　
　
　
　
な
の
で
あ
り
、
句
中
の
「
明
」
字
か
ら
喜
び
の
情
が
最
も
透
け
て
見
え
る
の
で
あ
る
。

劉
氏
は
「
明
」
字
に
注
目
し
、
頸
聯
に
は
故
郷
へ
の
悲
し
み
が
和
ら
い
だ
後
に
目
に
し
た
情
景
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
旅
の
苦
し
み

や
故
郷
へ
の
悲
し
み
で
は
な
く
、
旅
先
で
登
見
し
た
、
新
し
い
詩
の
興
趣
に
封
す
る
喜
び
が
讃
み
取
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
頸
聯
に

封

し
て
新
た
な
解
繹
を
提
示
し
た
に
も
關
わ
ら
ず
、
尾
聯
は
從
來
通
り
に
故
郷
を
悲
し
む
内
容
と
解
鐸
し
て
、
首
聯
の
内
容
と
重
複
し
て
い

る
こ
と
、
頸
聯
と
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
批
判
し
て
い
る
。
確
か
に
劉
氏
の
よ
う
に
頸
聯
を
解
鐸
す
る
と
、
新
し
い
詩
の
興
趣
を
登
見
し
喜
ん

で

い

る
者
が
、
尾
聯
で
再
び
故
郷
へ
の
悲
し
み
や
望
郷
の
思
い
を
抱
く
の
は
不
自
然
で
あ
り
、
批
判
す
る
の
は
富
然
の
こ
と
で
あ
る
。

　
劉
氏

の
頸
聯
に

封
す

る
新
た
な
解
繹
の
訣
黙
は
、
「
明
」
一
字
だ
け
を
根
握
に
し
て
い
る
た
め
、
論
謹
が
不
十
分
で
あ
る
鮎
で
あ
る
。
頸

聯
に

使
用
さ
れ
た
他
の
語
句
を
調
査
検
討
す
る
こ
と
で
、
劉
氏
の
解
鐸
を
補
彊
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
本
論
文
の
主
な
目
的
で
あ
る
。
頸
聯
の

語
句
の

う
ち
、
五
句
目
の
「
槻
葉
」
と
⊥
ハ
句
目
の
「
枳
花
」
は
と
も
に
唐
詩
に
お
い
て
多
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
詩
語
で
あ
る
に
も
關
わ
ら

（53）



ず
、
他
の
注
鐸
で
は
あ
ま
り
詳
し
く
説
明
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
二
つ
の
詩
語
が
唐
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ

た

の
か

を
整
理
す
る
。
そ
の
上
で
「
商
山
早
行
」
詩
の
用
法
と
比
較
検
討
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

第
一
章
　
詩
語
「
楓
葉
」
の
用
法
に
つ
い
て

　
五
句

目
「
槻
葉
落
山
路
」
に
描
爲
さ
れ
た
「
槻
葉
」
に
つ
い
て
、
劉
氏
は
次
の
よ
う
な
注
繹
を
附
け
て
い
る
。

　
　
解
葉
冬
天
存
留
在
枝
上
，
次
年
撤
芽
登
生
時
才
脱
落
。
春
天
正
是
解
葉
脱
落
時
。

　
　
　
　
「
裾
葉
」
は
冬
に
は
留
ま
り
績
け
、
次
の
年
新
芽
が
登
生
し
た
と
き
に
や
っ
と
落
ち
る
。
春
こ
そ
「
裾
葉
」
が
散
り
落
ち
る
時
期

　
　
　
　
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佑

通
常
の
落
葉
樹
は
冬
支
度
の
た
め
秋
に
散
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
解
葉
」
は
他
の
落
葉
樹
と
は
　
異
な
り
冬
を
越
し
て
春
に
新
芽
と
愛
わ
る

爲
に
散
る
植
物
ら
し
い
。
愛
わ
っ
た
植
生
を
も
っ
た
「
裾
葉
」
で
あ
る
に
も
關
わ
ら
ず
、
詩
語
と
な
っ
た
場
合
、
實
は
唐
代
に
お
い
て
非
常

に

用
例
が
少
な
い
。
ま
ず
は
秋
冬
の
情
景
に
描
か
れ
る
、
枯
れ
落
ち
な
い
「
裾
葉
」
の
用
例
を
確
認
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ぽ
　

　
唐
代
の

最

も
早
い
用
例
は
司
空
曙
の
「
雪
二
首
其
二
」
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
王
屋
南
崖
見
洛
城
　
　
王
屋
　
南
崖
　
洛
城
を
見

　
　
石
寵
松
寺
上
方
卒
　
　
石
寵
　
松
寺
　
方
卒
を
上
る

　
　
牛
山
桝
葉
富
宙
下
　
　
牛
山
の
桝
葉
宙
下
に
當
つ

　

　
一
夜
曾
聞
雪
打
聲
　
一
夜
曾
て
聞
く
雪
の
打
聲

山
の
中
腹
に
植
わ
っ
て
い
る
「
裾
葉
」
は
、
ち
ょ
う
ど
窓
の
下
あ
た
り
に
見
え
る
高
さ
に
あ
る
。
あ
る
夜
そ
の
「
裾
葉
」
を
、
雪
の
打
つ
音



が

聞
こ
え
て
き
た
。
雪
の
降
る
冬
の
夜
で
も
葉
を
廣
げ
る

れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ

　
ま
た
李
賀
は
「
高
卒
縣
東
私
路
」
で
秋
の
景
物
と
し
て

侵
侵
桝
葉
香

木
花
滞
寒
雨

今
夕
山
上
秋

永
謝
無
人
虚

石
碩
遠
荒
濯

巣
實
懸
辛
苦

古
者
定
幽
尋

呼
君
作
私
路

「
裾
葉
」
は
、
雪
の
存
在
を
聴
畳
に
よ
っ
て
表
現
す
る
た
め
の
道
具
と
し
て
描
か

「
解
葉
」
を
描
い
て
い
る
。

高
卒
縣
の
東
に
あ
る
私
道
に
は
、

葉
」
に
遮
ら
れ
な
が
ら
咲
い
て
い
る
の
に
、

」

は
、
夕
暮
れ
時
の
山
道
の
薄
暗
さ
や
寂
し
さ
を
演
出
す
る
一
景
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
司
空
曙
と
李
賀
の
詩
に
描
か
れ
た
「
搬
葉
」
は
、

冬

の
夜
や
秋
の

夕
暮
れ
と
い
う
寂
し
い
時
聞
帯
、
雪
や
雨
が
降
る
悪
天
候
の
中
で
も
枯
れ
落
ち
る
こ
と
も
な
く
生
い
茂
る
、
植
物
と
し
て
描

爲
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
り
　

　
さ
ら
に
は
温
庭
錫
も
「
盤
石
寺
留
別
成
公
」
の
中
で
晩
秋
の
景
物
と
し
て
「
解
葉
」
を
描
い
て
い
る
。

　
　
桝
葉
粛
粛
帯
葦
風
　
　
槻
葉
　
薫
薫
と
し
て
葦
風
を
帯
び

侵
侵
　
桝
葉
香
し

木
花
に
寒
雨
滞
る

今

夕
　
山
上
秋
な
り

永
く
謝
す
　
無
人
の
虚

石
硬
　
遠
く
し
て
荒
濯

業
實
懸
り
て
辛
苦

古
者
　
定
め
て
幽
尋
な
ら
ん

呼
君

を
呼
び
て
私
路
と
作
す

　
　
「
解
葉
」
が
他
の
木
々
の
葉
を
押
し
の
け
る
よ
う
に
青
々
と
茂
っ
て
香
っ
て
お
り
、
他
の
木
々
の
花
は
「
裾

　
　
　
　
　
　
そ
の
花
に
寒
々
し
い
秋
雨
が
溜
ま
っ
て
い
る
。
秋
に
な
っ
て
も
紅
葉
せ
ず
茂
っ
て
い
る
「
解
葉

（55）



　
　
　
　

に

て
支
遁
と
會
っ
た
温
庭
笥
が
寺
を
出
る
と
、

か

の
木
々

は

紅
葉
し
蓋
く
し
、

と
の
封
比
を
な
し
つ
つ
、

て

い

る
。
こ
れ
ら
三
例
に
よ
り
、

　
次
に

春
の
「
裾
葉
」
は
ど
の
様
に
描
潟
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

の

用
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
寺
前
蹄
客
別
支
公

　
　
三
秋
岸
雪
花
初
白

　
　
一
夜
林
霜
葉
蓋
紅

　
　
山
畳
楚
天
雲
歴
塞

　
　
浪
遙
呉
苑
水
連
空

　
　
悠
然
旅
榜
頻
　
首

　
　
無
復
松
窟
牛
偏
同

「
盤
石
寺
」

春
尋
探
藥
翁

錦
路
宿
輝
宮

雲
起
客
眠
虚

月
残
僧
定
中

藤
花
深
洞
水

寺
前
の
蹄
客
　
支
公
と
別
る

　
三
秋
の
岸
雪
　
花
初
め
て
白
く

　
一
夜
の
林
霜
　
葉
蓋
く
紅
な
り

山
畳
な
り
て
　
楚
天
　
雲
　
塞
を
塵
ひ

　
浪
遙
か
に

し
て
呉
苑
水
空
に
連
な
る

悠
然
た

る
旅
榜
　
頻
り
に
首
を
　
す
も

復
た

松
宙
　
牛
偏
　
同
じ
か
る
無
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
解
葉
」
が
川
邊
の
葦
を
揺
ら
し
た
風
に
よ
っ
て
ザ
ワ
ザ
ワ
と
揺
れ
て
い
る
。
ほ

　
　
川
邊
に

初
雪

も
降
っ
た
晩
秋
の
夜
、
青
々
と
茂
る
「
裾
葉
」
は
、
「
紅
」
や
「
白
」
と
い
っ
た
鮮
や
か
な
色

「
薫
薫
」
と
揺
れ
動
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
人
と
別
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
温
庭
笥
の
寂
し
い
賃
中
を
描
き
だ
し

　
　

秋
冬
の

「
裾
葉
」
が
枯
れ
落
ち
ず
夜
の
物
寂
し
い
情
景
の
一
景
物
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
ず
は
許
渾
の
「
將
闘
塗
口
宿
欝
林
寺
道
玄
上
人
院
二
首
　
其
二
」
に
そ

春
　
採
藥
の
翁
を
尋
ね

蹄
路
　
縄
宮
に
宿
る

雲
起

り
て
　
客
の
眠
る
虚

月
残
り
て
　
檜
の
定
め
る
中

藤
花
　
洞
水
に
深
く
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槻
葉
満

山
風
　
　
　
　
槻
葉
　
山
風
に
満
つ

　
　
清
境
不
能
住
　
　
　

清
境
　
佳
む
能
は
ず

　
　
朝
朝
蜥
遠
公
　
　
　
　
朝
朝
　
遠
公
に
漸
ず

薔
林
寺
の
道
玄
上
人
の
院
に
宿
泊
し
た
際
に
作
ら
れ
た
詩
で
あ
る
。
七
句
目
で
「
清
境
」
と
示
す
よ
う
に
’
宿
坊
と
し
た
薔
林
寺
周
邊
の
清

ら
か
で
静
謡
な
早
朝
の
情
景
が
描
か
れ
て
い
る
。
五
句
目
で
「
藤
花
」
が
散
っ
て
水
に
況
ん
で
い
る
の
と
封
比
す
る
よ
う
に
「
搬
葉
」
は
山

か

ら
の
風
に
よ
っ
て
舞
い
散
る
様
子
が
描
爲
さ
れ
る
。
秋
冬
に
は
茂
る
様
子
で
寂
し
さ
を
感
じ
さ
せ
た
「
裾
葉
」
が
、
春
に
は
散
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
冬
か
ら
の
解
放
感
や
早
朝
の
爽
快
感
を
描
爲
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
ザ

　
温
庭
箔
に
は
「
商
山
早
行
」
の
他
に
、
春
景
と
し
て
の
「
解
葉
」
を
描
い
た
「
途
洛
南
李
圭
簿
」
と
い
う
詩
が
あ
る
。

想
君
秦
塞
外

因
見
楚
山
青

梱
葉
曉
迷
路

枳
花
春
満
庭

線
優
防
侍
膳

官
散
得
專
経

子
敬
懐
愚
谷

蹄
心
在
翠
屏

君

を
想
う
　
秦
塞
の
外

因
り
て
見
る
　
楚
山
の
青
き
を

棚
葉

　
曉
　
路
に
迷
は
せ

枳
花
　
春
　
庭
に
満
つ

線
は
優
れ
て
　
価
り
に
侍
膳
し

官
は

散
に

し
て
　
專
経
を
得

子
敬
　
愚
谷
を
懐
ひ

蹄
心
　
翠
屏
に
在
り

温
庭
匂
が
李
主
簿
と
い
う
人
物
を
見
迭
っ
た
際
の
詩
で
あ
る
。
三
句
目
に
「
棚
葉
」
四
句
目
に
「
枳
花
」
を
封
句
と
し
て
用
い
、

と
非
常
に
似
た
句
作
り
に
な
っ
て
お
り
、
「
商
山
早
行
」
の
五
句
目
・
⊥
ハ
句
目
を
解
鐸
す
る
た
め
に
重
要
な
詩
で
あ
る
。

「
商
山
早
行
」

（57）



　

こ
の
詩
で
「
解
葉
」
は
、
早
朝
ま
で
に
は
葉
を
落
と
し
て
爽
や
か
な
朝
を
演
出
し
、
落
ち
た
葉
は
行
く
べ
き
道
を
覆
い
隠
し
て
こ
れ
か
ら

旅
人

と
な
る
李
主
簿
を
迷
わ
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
枳
花
」
は
大
い
に
花
を
咲
か
せ
て
李
主
簿
の
眼
を
樂
し
ま
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

二
句
は
旅
そ
の
も
の
へ
の
不
安
や
、
旅
先
・
任
地
で
の
不
安
か
ら
生
じ
る
、
故
郷
を
離
れ
た
く
な
い
と
い
う
悲
し
み
か
ら
、
足
止
め
や
眼
を

奪
う
こ
と
で
現
實
逃
避
さ
せ
る
敷
果
を
持
っ
た
描
爲
と
な
っ
て
い
る
。

　
頷
聯
で

つ
ら
い
現
實
か
ら
逃
避
で
き
た
結
果
、
頸
聯
以
降
で
は
、
李
主
簿
が
愼
ま
し
く
も
浦
た
さ
れ
て
た
故
郷
で
の
隠
居
生
活
を
思
い
出

し
、
故
郷
を
懐
か
し
ん
で
婦
郷
へ
の
思
い
を
強
め
る
描
爲
と
な
っ
て
い
る
。
頸
聯
に
は
故
郷
で
の
俸
緑
は
父
母
を
し
ば
し
ば
食
事
に
伴
う
に

十
分
で
あ
っ
た
こ
と
、
官
が
閑
職
で
あ
っ
た
お
か
げ
で
経
書
の
研
究
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
思
い
出
す
描
爲
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し

て
尾
聯
で
は
李
主
簿
を
東
晋
の
王
献
之
（
字
は
子
敬
）
に
喩
え
つ
つ
、
隠
居
し
て
い
た
谷
や
貌
翠
の
屏
風
の
よ
う
な
故
郷
の
山
を
思
い
出
し

て
蹄
郷
へ
の
思
い
を
強
く
し
て
い
る
描
■
と
な
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
副

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

循

　

こ
れ
ま
で
の
調
査
検
討
に
よ
っ
て
「
裾
葉
」
は
、
秋
冬
で
は
散
ら
な
い
葉
に
よ
っ
て
夜
の
物
寂
し
い
情
景
の
一
景
物
と
し
て
描
爲
さ
れ
て

き
た
こ
と
、
春
で
は
葉
が
散
る
こ
と
に
よ
っ
て
早
朝
の
爽
や
か
で
静
か
な
情
景
の
一
景
物
と
し
て
描
爲
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
さ

ら
に
温
庭
笥
の
「
迭
洛
南
李
主
簿
」
で
は
、
落
ち
葉
に
擦
っ
て
旅
人
の
行
き
先
を
覆
い
隠
し
、
足
止
め
を
す
る
描
爲
も
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
た
。
次
章
で
は
「
裾
葉
」
と
封
に
な
っ
て
い
る
「
枳
花
」
の
用
法
を
確
認
し
た
い
。

第
二
章
詩
語
「
枳
花
」
の
用
法
に
つ
い
て

六
句

目
「
枳
花
明
騨
艦
」
の
「
枳
花
」
に
つ
い
て
、
劉
氏
は
次
の
よ
う
な
語
注
を
附
け
て
い
る
。

　
枳
、
木
名
、
似
橘
樹
而
小
、
茎
上
有
刺
、
春
開
白
花
。
至
秋
成
實
、
果
小
、
味
酸
苦
不
能
食
。

（中
略
）
庭
院
中
常
植
枳
樹
作
離
笛
、



　
　
稻
枳
簾
。

　
　
　
　
「
枳
」
は
木
の
名
前
で
、
橘
に
似
て
い
る
が
低
木
で
、
幹
や
枝
に
は
棘
が
あ
り
、
春
に
は
白
い
花
を
咲
か
せ
る
。
秋
に
な
る
と
實

　
　
　
　
を
つ
け
る
が
、
小
さ
く
酸
っ
ぱ
く
苦
い
た
め
食
べ
ら
れ
な
い
。
　
（
中
略
）
庭
園
に
「
枳
」
を
植
え
て
よ
く
垣
根
を
作
る
こ
と
が
あ
る
。

　
　
　
　
そ
の
た
め
「
枳
離
」
と
呼
ば
れ
る
。

こ

の
語
注
に

よ
っ
て
、
「
枳
」
に
は
幹
の
棘
・
白
い
花
・
不
味
い
果
實
と
い
う
三
つ
の
植
物
と
し
て
の
特
徴
と
、
生
け
垣
を
作
る
際
に
よ
く

使
用

さ
れ
る
植
物
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
れ
ら
の
特
徴
は
唐
代
の
多
く
の
詩
中
で
熟
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
使
用
敷
に
ば
ら
つ
き
が
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
が
「
枳
棘
」
に

關
す

る
も
の
で
あ
り
、
「
枳
花
」
と
「
枳
實
」
に
つ
い
て
は
敷
例
ず
つ
あ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
1
1
1
つ
の
詩
語
に
つ
い
て
、
各
々
ど
の
様
な

意
味
で
使
用
し
て
い
る
の
か
を
整
理
し
た
上
で
、
「
枳
花
明
騨
暗
」
の
「
枳
花
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
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第
一
節
　
唐
詩
に
お
け
る
「
枳
棘
」
と
r
枳
實
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
「
枳
棘
」
は
『
全
唐
詩
』
を
も
と
に
用
例
敷
を
調
査
す
る
と
、
十
七
例
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
多
く
は
鳥
の
佳
虚
と
し
て
描
か

れ
て

い

る
。
孫
逝
の
「
和
左
衛
武
倉
曹
衛
中
封
雨
創
韻
贈
右
尉
李
騎
曹
」
の
十
七
句
・
十
八
句
の
封
句
に
は
「
枳
棘
鷺
無
歓
　
椅
梧
鳳
必
巣

（枳
棘
　
鷺
は
歓
ぶ
こ
と
無
く
　
椅
梧
　
鳳
は
必
ず
巣
く
う
）
」
と
あ
り
、
「
鷺
」
や
「
鳳
」
の
よ
う
な
大
鳥
は
、
棘
の
あ
る
「
枳
」
に
佳
む

の

を
好
ま
ず
、
「
椅
梧
」
の
よ
う
な
高
木
に
巣
を
作
る
と
描
か
れ
る
。
「
枳
棘
」
が
大
鳥
の
佳
む
べ
き
所
で
な
い
と
い
う
描
潟
は
、
常
建
「
贈

三
侍

御
」
の
十
三
・
十
四
句
「
孤
鶴
在
枳
棘
　
一
枝
非
所
安
（
孤
鶴
は
枳
棘
に
在
れ
ど
も
　
一
枝
は
安
ず
る
所
に
非
ず
）
」
に
も
表
現
さ
れ
て

い
る
。

　
「
枳
棘
」
は
僻
地
に
喩
え
ら
れ
、
佳
む
こ
と
を
嫌
う
大
鳥
は
君
子
で
あ
る
に
も
關
わ
ら
ず
僻
地
に
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
人
物
に
喩
え
ら
れ



る
よ
う
に
な
る
。
劉
長
卿
「
途
沈
少
府
之
任
准
南
」
の
丁
二
句
「
惜
君
滞
南
楚
　
枳
棘
徒
棲
鳳
（
君
の
南
楚
に
滞
る
を
惜
し
み
　
枳
棘

徒
だ

鳳
を
棲
わ
す
）
」
で
は
、
准
南
を
「
枳
棘
」
に
沈
少
府
を
「
鳳
」
に
喩
え
、
准
南
に
向
か
う
沈
少
府
と
の
別
れ
を
惜
し
む
描
爲
と
な
っ

て

い
る
。

　
ま
た
孟
浩
然
「
將
適
天
墓
留
別
臨
安
李
主
簿
」
の
一
・
二
句
「
枳
棘
君
省
棲
　
鞄
瓜
吾
豊
繋
（
枳
棘
　
君
は
省
ほ
棲
み
　
鞄
瓜
　
吾
は
豊

に

繋
が

ら
ん
や
）
」
で
は
、
臨
安
に
留
ま
る
李
主
簿
を
「
枳
棘
」
に
棲
む
「
君
」
と
し
て
、
旅
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
己
を
、
取
り
残

さ
れ
て
い
た
無
能
な
「
鉋
瓜
」
と
し
て
描
爲
す
る
。

　
さ
ら
に
李
白
「
古
風
」
其
三
十
九
の
九
・
＋
句
r
梧
桐
巣
燕
雀
　
枳
棘
棲
鴛
鷺
（
梧
桐
は
燕
雀
を
巣
く
は
し
め
　
枳
棘
は
鴛
鷺
を
棲
は
し
む
）
」

と
あ
り
、
「
梧
桐
」
は
分
不
相
雁
な
燕
や
雀
の
よ
う
な
小
鳥
を
棲
ま
わ
せ
て
お
り
、
「
枳
棘
」
も
不
適
富
な
「
鴛
」
や
「
鷺
」
の
よ
う
な
大
鳥

を
棲
ま
わ
せ
て
い
る
と
描
爲
す
る
。
以
上
の
用
例
か
ら
「
枳
棘
」
は
、
君
子
が
不
本
意
に
佳
む
僻
地
や
左
遷
地
を
喩
え
る
意
味
を
持
つ
こ
と
　
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

が

確
認
で
き
る
。

　
次
に

「
枳

實
」
の
用
例
に
つ
い
て
も
整
理
し
た
い
。
枳
の
實
の
實
態
は
酸
っ
ぱ
く
苦
く
て
食
べ
ら
れ
な
い
よ
う
だ
が
、
唐
詩
の
詩
語
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ザ

て

の

r枳
實
」
は
、
漢
方
の
藥
剤
と
し
て
採
取
さ
れ
た
の
が
最
初
で
あ
る
。
劉
商
「
曲
水
寺
枳
實
」
で
は
、
僧
房
の
周
り
に
植
わ
っ
て
い
る

枳
か

ら
實
を
取
る
描
爲
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
　
枳
實
遠
僧
房

　
　
撃
枝
置
藥
嚢

　
　
洞
庭
山
上
橘

　
　
霜
落
也
雁
黄

「
枳
實
」

枳
實
　
僧
房
を
遠
り

枝
を
肇
き
て
　
藥
嚢
に
置
く

洞
庭
　
山
上
の
橘

霜
落
ち
る
や
　
雁
に
黄
な
る
べ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
へ

は

苦
い
な
が
ら
も
漢
方
に
な
る
有
盆
な
實
と
し
て
描
鳴
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
次
に
畢
げ
る
白
居
易
の
「
有
木
詩
八
首
」
其
三



の
七
・
八
句
で
は
、

　
　
有
木
秋
不
凋

　
　
青
青
在
江
北

　
　
謂
爲
洞
庭
橘

　
　
美
人
自
移
植

　
　
上
受
顧
紛
恩

　
　
下
勤
澆
慨
力

否
定
的

な
描
爲
で
描
か
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

木
有

り
て
秋
に
凋
ち
ず

　
　
　

青
青
と
し
て
江
北
に
在
り

　
　
　

謂
ひ
て
洞
庭
の
橘
爲
し

　
　
　

美
人
　
自
ら
移
植
す

　
　
　

上
は

顧
扮
の
恩
を
受
け

　
　
　

下
は

澆
概
の
力
に
勤
む

實
成
乃

是
枳

實
成
れ

ど
も
乃
ち
是
れ
枳
な
り

　
　
臭
苦
不
堪
食
　
　
　
　
臭
苦
な
り
て
食
ふ
に
堪
え
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
白
居
易
は
「
枳
實
」
を
は
っ
き
り
と
食
べ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
言
う
。
白
居
易
は
序
で
『
漢
書
』
の
列
傳
を
讃
み
、
見
た
目
は
忠
臣
　
ー

の

よ
う
に
見
え
て
も
好
臣
で
あ
っ
た
張
萬
・
江
充
・
梁
糞
・
王
葬
な
ど
を
風
刺
す
る
目
的
で
「
有
木
詩
八
首
」
を
作
っ
た
と
言
う
。
「
枳
」

も
外
見
は
「
橘
」
の
よ
う
に
美
し
い
の
に
、
「
實
」
を
つ
け
た
の
で
食
べ
て
み
れ
ば
、
「
橘
」
と
違
い
食
べ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
人
も
外

見
だ

け
で
は
判
断
し
て
は
い
け
な
い
喩
え
と
し
て
「
枳
實
」
を
描
く
。

　
以

上
、
「
枳
棘
」
も
「
枳
實
」
も
唐
詩
に
お
い
て
は
、
あ
ま
り
良
い
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
「
枳
棘
」
は
君
子
が
不
本
意
な
が

ら
も
佳
む
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
僻
地
を
喩
え
る
詩
語
で
あ
り
’
「
枳
實
」
は
「
橘
」
に
似
て
見
た
目
は
美
し
い
が
中
身
が
苦
く
食
べ
ら

れ
な
い
、
好
臣
・
倭
臣
の
類
を
喩
え
る
詩
語
と
な
っ
て
い
る
。

　
そ

れ
で
は

「
商
山
早
行
」
の
⊥
ハ
句
「
枳
花
明
騨
摘
」
に
使
用
さ
れ
た
「
枳
花
」
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
詩
語
な
の
だ
ろ
う
か
。



　
v
e
l
　
I
節

　
『
全
唐
詩
』

語
と
し
て
使
用
し
た
の
は
、

　
　
方
物
就
中
名
最
遠

　
　
只
雁
愈
疾
味
偏
佳

　
　
若
交
蓋
乞
人
人
與

唐
詩
に
お
け
る
「
枳
花
」

に

お

い
て

「
枳
花
」
は
、

　
　
采
蓋
商
山
枳
殻
花

「
枳
花
」

を
取
り
蓋
く
す
ほ
ど
に
は
。

も
實
と
同
様
に
病
を
治
す
藥
剤
と
し
て
採
取
さ
れ
る
。

所
だ
と
批
到
し
た
り
は
し
て
い
な
い
。

　
次
に

雍
陶
の
「
城
西
訪
友
人
別
壁
」

風
景
を
想
像
し
て
の
描
鳥
で
あ
る
。

　
　
澄
水
橋
西
小
路
斜
　
　
澄
水
　
橋
西

　
　

日
高
猶
未
到
君
家
　
　
日
高
く
し
て

　
　
村
園
門
巷
多
相
似
　
　
村
園
　
門
巷

　
　
　
　

「
商

山
早
行
」
詩
の
富
該
句
を
除
く
と
四
例
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
枳
花
」
を
初
め
て
詩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

朱
慶
絵
の

「
商
州

王
中
丞
留
喫
枳
殼
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
な
か
ん
ず
く

方
物
は

就
中
　
名
は
最
も
遠
く

只

だ
雁
に
疾
を
愈
す
べ
く
も
　
味
は
偏
佳
た
り

若
の
交
り
　
蓋
く
人
人
に
乞
ふ
か

采

り
蓋
す
　
商
山
　
枳
殼
の
花

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

味

は
一
風
愛
わ
っ
て
い
る
が
美
味
し
い
よ
う
で
あ
る
。
商
山
中
の
「
枳
花
」

こ
の
詩
に
お
け
る
「
枳
花
」
に
は
、
誰
か
に
喩
え
て
批
判
し
た
り
、
僻
地
に
喩
え
て
佳
む
に
相
雁
し
く
な
い
場

　
　
ハ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
ザ

　
　
　
　
と
「
寄
裏
陽
章
孝
標
」
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
二
首
は
知
人
の
別
荘
を
訪
れ
た
り
、
相
手
の
別
荘
の

小
路
　
斜
め
た
り

猶
ほ
未
だ
　
君
の
家
に
到
ら
ず

相
ひ
似

る
こ
と
多
し

　
　
虚
虚
春
風
枳
殻
花
　
　
虚
虚
　
春
風
　
枳
殼
の

花

　
　
　
「
城
西
訪
友
人
別
堅
」

友
人
の
別
荘
が

あ
る
村
で
は
生
け
垣
と
し
て
r
枳
殼
花
」
が
植
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
、
見
た
目
は
似
て
い
る
し
、
春
風
に
乗
っ
て

花
」
の
香
り
が
そ
こ
か
し
こ
か
ら
匂
っ
て
く
る
。
の
ど
か
な
田
舎
の
春
景
の
一
つ
と
し
て
「
枳
殻
花
」
は
描
か
れ
る
。

r枳
殻

（62）



青
油
幕
下
白
雲
邊

日
日
空
山
夜
夜
泉

聞
説
小
齋
多
野
意

青
油

の
幕
下

日
日
　
空
山

き
く
な
ら
く

聞
説
　
小
齋

白
雲
の
邊

夜
夜
の
泉

野
意
多
し

　
　
枳
花
陰
裏
爵
香
眠
　
　
枳
花
の
陰
裏
　
爵
香
の
眠
り
　
　
「
寄
裏
陽
章
孝
標
」

雍
陶
が
こ

の
詩
を

迭
っ
た
章
孝
標
の
別
荘
に
、
雍
陶
自
身
は
行
っ
た
こ
と
が
な
い
よ
う
だ
。
し
か
し
聞
い
た
別
荘
の
様
子
を
想
像
し
て
、
　
r
枳

花
」
の
香
り
と
と
も
に
、
そ
の
木
陰
か
ら
爵
香
の
眠
り
を
誘
う
匂
い
が
漂
う
、
野
趣
多
め
の
の
ど
か
な
田
舎
の
春
景
を
描
く
。
「
枳
花
」
は

田
舎
の
春
景
の
↓
部
と
し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
「
枳
棘
」
や
「
枳
實
」
の
よ
う
な
否
定
的
な
内
容
は
讃
み
取
れ
な
い
。

　
そ

し
て
既
出
の
温
庭
笥
「
途
洛
南
李
主
簿
」
の
四
句
目
で
あ
る
。

　
　
想
君
秦
塞
外

　
　

因
見
楚
山
青

　
　
梱
葉
曉
迷
路

　
　
枳
花
春
浦
庭

　
　
線
優
伍
侍
膳

　
　
官
散
得
專
経

　
　
子
敬
懐
愚
谷

　
　
闘
心
在
翠
屏

F枳
花
」

や

「
枳
實
」

君

を
想
う
秦
塞
の
外

因
り
て
見
る
　
楚
山
の
青
き
を

槻
葉
　
曉
　
路
に
迷
い

枳
花
　
春
　
庭
に
満
つ

線
は

優
れ
て
　
伍
り
に
侍
膳
し

官
は

散
に

し
て
　
專
経
を
得

子
敬
　
愚
谷
を
懐
ひ

闘
心
　
翠
屏
に
在
り

は

大
い
に
花
を
咲
か
せ
て
旅
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
李
主
簿
の
眼
を
樂
し
ま
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
や
は
り
「
枳
棘
」

　
の

よ
う
な
否
定
的
な
内
容
は
讃
み
取
れ
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
美
し
い
花
に
よ
っ
て
李
主
簿
の
眼
を
奪
い
、
旅
路
や
行
き
着
い
た

（63）



先
で
の
不
安

を
か
き
漕
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
三
句
目
の
「
桝
葉
」
に
よ
っ
て
旅
程
を
覆
い
隠
し
て
旅
人
の
足
を
止
め
さ
せ
、
四
句
目
の

「
枳
花
」
に
よ
っ
て
李
主
簿
の
眼
を
奪
い
、
旅
路
や
行
き
着
い
た
先
で
の
不
安
か
ら
一
時
で
も
解
放
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
途
洛
南
李
主
簿
」
頷
聯
の
解
鐸
を
流
用
す
れ
ば
、
r
商
山
早
行
」
の
頸
聯
「
梱
葉
落
山
路
　
枳
花
明
騨
艦
」
も
「
梱
葉
」
に
よ
っ

て
旅
程
を
覆
い
隠
し
て
旅
人
で
あ
る
詩
人
の
足
を
止
め
さ
せ
、
「
枳
花
」
に
よ
っ
て
詩
人
の
眼
を
奪
い
、
旅
路
や
行
き
着
い
た
先
で
の
不
安

か

ら
一
時
で
も
解
放
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
は
劉
氏
が
「
明
」
字
だ
け
で
解
繹
し
た
「
旅
先
で
登
見
し
た
詩
の
興
趣
に
封
す
る
喜

び
」
は
誤
っ
た
解
繹
で
は
な
い
こ
と
を
補
強
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　　　　　　　違
　　　　　　　い07　06　05　04　03　02　01　を

因枳槻人難客農
思花葉　聲行起
杜明落板茅悲動
陵鐸山橋店故征
夢摘路霜月郷鐸

こ

れ
ま
で
、
頸
聯
の
「
桝
葉
」
「
枳
花
」
の
用
例
を
調
査
し
て
劉
氏
の
解
稗
の
補
強
を
行
っ
て
き
た
。

　
　
　
分

り
易
く
聯
ご
と
に
ま
と
め
た
い
。

あ
し
た
　
　
　
　
　
　
　
せ
い
た
く

展
に

起
き
て
征
鐸
を
動
か
し

か

く
こ
う

客
行
　
故
郷
を
悲
し
む

け
い
せ
い
　
ぼ
う
て
ん

鶏
聲
　
茅
店
の
月

じ
ん
せ
き
　
ば
ん
き
よ
う

人
　
　
板
橋
の
霜

こ

う
よ
う

槻
葉
は

山
路
に
落
ち

き
　
か
　
　
え
き
し
よ
う

枳
花
は
騨
艦
に

明
ら
か
な
り

因
り
て
思
う
　
杜
陵
の
夢

最
後
に

「
商

山
早
行
」
の
解
稗
の

（64）
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ふ
が
ん
　
か
い
と
う

雁
　
満

　
回
　
塘
　
　
是
雁
　
回
塘
に
満
つ

早
朝
に
起
き
　
馬
車
の
鈴
を
鳴
ら
す

旅
行

く
者
は
故
郷
を
離
れ
悲
し
む

に

わ

と
り
の
聲
、
茅
葺
き
の
宿
の
上
の
名
残
の
月

人
の
足
跡
を
の
こ
す
板
橋
の
霜

カ
シ
ワ
の
葉
が
山
道
に
散
り
落
ち

カ
ラ
タ
チ
の
花
が
騨
亭
の
垣
根
に
鮮
や
か
に
咲
い
て
い
る

ふ

と
思
い
出
さ
れ
る
の
は
　
昨
夜
見
た
故
郷
で
あ
る
杜
陵
の
夢

夢
の

中
で
は
婦
郷
し
た
カ
モ
や
カ
リ
が
池
を
埋
め
蓋
く
し
て
い
た
の
だ
っ
た

　
ま
ず
從
來
の
解
繹
で
あ
る
。

　
　
首
聯
　
早
朝
に
出
登
す
る
様
子
。
故
郷
を
離
れ
る
悲
し
み

　
　
頷
聯
　
早
朝

の

張
り
詰
め
た
情
景
（
移
動
中
）

　
　
頸
聯
　
早
朝

の
張
り
詰
め
た
情
景
（
移
動
中
）

　
　
尾
聯
　
昨
夜
に
見
た
夢
を
思
い
出
し
、
故
郷
を
懐
か
し
む
（
首
聯
と
同
様
の
想
い
）

こ
の
詩
全
髄
が
首
聯
の
「
悲
故
郷
」
で
貫
か
れ
た
解
繹
と
な
っ
て
お
り
、
尾
聯
の
故
郷
の
夢
を
思
い
出
し
た

解
稗
と
な
っ
て
い
る
。

　
次
に

劉
氏

の

解
鐸
で
あ
る
。

　
　
首
聯
　
早
朝
に

出
登
す
る
檬
子
o
故
郷
を
離
れ
る
悲
し
み

F
因
（
要
因
）
」
が
不
明
確
な

（65）



　
　
頷
聯
　
早
朝
の

張

り
詰
め
た
情
景
（
移
動
中
）
新
た
な
詩
の
興
趣
に
封
す
る
喜
び
を
感
じ
る

　
　
頸
聯
　
早
朝

の
張
り
詰
め
た
情
景
（
移
動
中
）
新
た
な
詩
の
興
趣
に
封
す
る
喜
び
を
感
じ
る

　
　
尾
聯
　
昨
夜
に

見
た

夢
を
思
い
出
し
、
故
郷
を
懐
か
し
む
（
首
聯
と
同
様
の
想
い
）

首
聯
で
故
郷
を

離
れ

る
悲
し
み
を
詠
う
が
’
頷
聯
・
頸
聯
と
道
中
の
情
景
に
新
た
な
詩
の
興
趣
に
封
す
る
喜
び
を
感
じ
、
悲
し
み
が
和
ら
い

で

い

る
と
す
る
。
そ
の
讃
握
が
「
明
」
で
あ
る
と
い
う
。
た
だ
、
尾
聯
は
從
來
と
同
様
の
解
稗
を
し
た
た
め
、
尾
聯
が
首
聯
と
同
様
に
故
郷

を
悲
し
む
・
懐
か
し
む
内
容
で
よ
く
な
い
と
批
判
す
る
。
頷
聯
・
頸
聯
で
和
ら
い
だ
悲
し
み
に
、
尾
聯
で
ま
た
戻
る
こ
と
に
不
満
が
あ
っ
た

に
違
い
な
い
。

　
そ

こ
で
、
今
同
の
調
査
を
踏
ま
え
劉
氏
の
解
稗
を
愛
更
し
て
、
論
者
の
解
稗
を
提
示
し
た
い
。

頸頷首
聯聯聯

尾
聯

劉
氏
と
の
差
異
は
、

て
、
漠
然
と
し
た
悲
し
み
を
忘
れ
た
詩
人
が
、

持
ち
に
愛
わ
る
の
で
あ
る
。

早

朝
に
出
登
す
る
様
子
。
故
郷
を
離
れ
る
悲
し
み
と
漠
然
と
し
て
い
る

早
朝

の
張
り
詰
め
た
情
景
（
移
動
中
）
漠
然
と
し
た
悲
し
み
の
纏
績

早
朝
の
張

り
詰
め
た
情
景
（
停
止
）
新
た
な
詩
の
興
趣
に
封
す
る
喜
び
を
感
じ
て
い
る

落
ち
葉
に
よ
っ
て
旅
人
の
行
く
道
を
隠
し
て
足
止
め
し
花
の
鮮
や
か
さ
で
旅
人
の
眼
を
奪
っ
て
い
る

旅
人
に

心
境
の
愛
化
が
あ
り
故
郷
を
離
れ
る
漠
然
と
し
た
悲
し
み
を
一
時
忘
れ
る

故
郷

を
離
れ
る
漠
然
と
し
た
悲
し
み
を
一
時
忘
れ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
昨
夜
に
見
た
夢
を
鮮
明
に
思
い
出
し
、
故
郷
を
懐

か

し
む
と
と
も
に
、
夢
で
見
た
水
鳥
の
よ
う
に
無
事
に
故
郷
に
蹄
ろ
う
と
前
向
き
な
氣
持
ち
に
愛
わ
っ
て
い
る
。

　
　
　
頸
聯
を
移
動
中
の
情
景
と
は
解
繹
し
な
い
こ
と
で
頷
聯
と
の
連
動
を
切
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
更
に
頸
聯
の
情
景
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

夢
の
内
容
を
鮮
明
に
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
は
前
向
き
な
氣

（66）



　
劉
氏
は

尾
聯
の

内
容
が
首
聯
と
重
複
し
て
よ
く
な
い
こ
と
を
批
判
し
て
い
た
。
こ
れ
は
頷
聯
ま
で
の
詩
人
の
心
情
と
、
尾
聯
で
の
詩
人
の

心
情

と
に
、
微
細
な
愛
化
が
あ
る
こ
と
に
氣
つ
い
て
い
な
い
爲
に
起
き
た
誤
っ
た
批
判
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
最
後
に

本
論
考
で
は
詩
語
「
樹
葉
」
「
枳
花
」
の
調
査
は
唐
代
に
留
ま
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
本
來
で
あ
れ
ば
、
六
朝
時
代
の
用

例

を
調
査
す
る
こ
と
で
、
よ
り
深
い
考
察
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

「
商
山
早
行
」
の
頷
聯
の
批
評
に
つ
い
て
調
べ
る
と
、
高
評
債
を
す
る
批
評
が
多
い
中
で
、
低
評
債
を
す
る
批
評
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

頷

聯
の
評
債
が
割
れ
る
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
批
評
家
の
詩
に
封
す
る
考
え
方
な
ど
を
整
理
し
て
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い

か
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
論
者
は
こ
れ
ま
で
の
李
商
隠
と
杜
牧
の
精
讃
を
通
じ
て
、
晩
唐
詩
の
特
徴
と
し
て
虚
字
を
詩
中
に
敷
果
的
に
用
い
、
屈
折
し
た
表

現
を
駆
使
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
本
論
文
で
は
詳
し
く
鰯
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
尾
聯
の
「
因
」
は
「
思
」
を
修
飾
す
る
副
詞

で

あ
り
、
虚
字
の
一
つ
と
言
っ
て
よ
い
。
夢
を
思
い
出
さ
せ
る
切
っ
掛
け
を
表
す
語
で
あ
る
が
、
何
に
よ
っ
て
夢
を
思
い
出
し
た
の
か
が
明

確
で

な
い
爲
に
、
尾
聯
の
解
稗
が
全
髄
の
解
稗
と
合
わ
な
く
な
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
も
屈
折
し
た
表
現
と
す
る
な
ら
ば
、
虚

字
に

よ
る
屈
折
し
た
表
現
技
法
は
、
や
は
り
晩
唐
詩
の
特
徴
の
一
つ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
後
も
多
く
の
晩
唐
詩
を
讃
解
す

る
こ
と
で
、
そ
の
の
特
徴
を
明
確
に
し
た
い
。

（67）

↑注（2
）

（3
）

拙
論
「
李
商
隠
「
過
鄭
廣
文
奮
居
」
詩
に
み
え
る
自
己
認
識
ー
詩
語
「
宋
玉
」
の
は
た
ら
き
を
中
心
に
ー
」
『
漢
學
會
誌
』
四
十
八
號

及
び

「
杜
牧

「
贈
別
」
詩
其
二
解
繹
考
ー
「
還
」
字
を
中
心
に
ー
」
『
漢
學
會
誌
』
五
十
五
號
　
二
〇
一
六
年
を
参
照
の
こ
と
。

原
文
は
劉
學
錯
撰
『
温
庭
鋳
全
集
校
注
』
中
華
書
局
　
二
〇
〇
七
年
　
六
五
〇
～
六
五
六
頁
に
操
っ
て
い
る
。

『
四
庫
全
書
』
集
部
九
　
詩
文
評
類
に
所
牧
さ
れ
て
い
る
。

二
〇
〇

九
年
、



（4
）
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（1
）

梅
尭
臣

の

他
、
頷
聯
の
封
句
の
巧
み
さ
を
評
債
し
た
者
に
’
方
回
『
遍
奎
律
髄
』
春
十
四
　
農
朝
類
の
「
温
善
賦
、
號
爲
八
又
手
而
八
韻
成
。
以
此

知
名
於
世
、
三
四
極
佳
。
」

温
庭
鋳
は

詩
文
に
巧
み
で
あ
り
’
八
同
手
拍
子
の
う
ち
に
八
句
を
作
る
と
呼
ば
れ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
世
の
中
に
知
ら
れ
’
三
四
句
は
極
め
て

す
ば
ら
し
い
。

や
、
李
維
槙
『
唐
詩
倍
』
の
「
封
語
天
然
、
結
尤
蒼
老
。
（
封
句
は
天
然
だ
が
、
結
句
は
最
も
使
い
古
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
。
）
」
な
ど
が
あ
る
。

沈
徳
潜

『
重
訂
唐
詩
別
裁
集
』
巻
十
二

原
典
未
詳
。
劉
學
錯
撰
『
温
庭
笥
全
集
校
注
』
中
華
書
局
　
二
〇
〇
七
年
に
選
評
の
一
つ
と
し
て
牧
録
さ
れ
て
い
る
。

『
温
庭
鋳
全
集
校
注
』
中
華
書
局

『
全
唐
詩
』
　
中
華
書
局
　
↓
九
六
〇
年
　
巻
二
九
三
　
九
冊
　
三
三
三
九
頁

『
昌
谷
集
』
曾
盆
稗
　
世
界
書
局
　
一
九
九
一
年
　
春
四

『
温
庭
鋳
全
集
校
注
』
中
華
書
局
　
二
〇
〇
七
年
　
七
七
二
頁

『
全
唐
詩
』
　
中
華
書
局
　
一
九
六
〇
年
　
巻
五
1
1
1
0
　
1
六
冊
　
六
〇
五
九
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

幻

『
温
庭
笏
全
集
校
注
』
中
華
書
局
　
二
〇
〇
七
年
　
六
一
七
頁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佑

『
全
唐
詩
』
　
中
華
書
局
　
一
九
六
〇
年
で
「
枳
棘
」
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
沈
佳
期
「
別
侍
御
嚴
凝
」
巻
九
十
五
　
三
冊
　
一
〇
二
二
頁
、
孫
逝
「
和

左
衛
武
倉
曹
衛
中
封
雨
創
韻
贈
右
尉
李
騎
曹
」
巻
一
一
八
　
四
冊
　
一
一
九
⊥
ハ
頁
、
儲
光
義
「
輩
城
東
荘
道
中
作
」
巻
＝
二
七
　
四
冊
　
＝
二
九
二
頁
、

常
建

「
贈
三
侍

御
」
巻
一
四
四
　
四
冊
　
一
四
五
七
頁
、
劉
長
卿
「
迭
沈
少
府
之
任
潅
南
」
春
一
四
九
　
五
冊
　
一
五
三
三
頁
、
孟
浩
然
「
將
適
天

墓
留
別
臨
安
李
圭
簿
」
巻
一
五
九
　
五
冊
　
一
⊥
ハ
ニ
一
頁
、
李
白
「
古
風
」
其
三
十
九
　
巻
一
六
一
　
五
冊
　
一
六
七
九
頁
、
高
適
「
同
廓
十
題
楊

主

簿
新
廉
」
巻
二
一
四
　
六
冊
　
1
1
1
l
四
O
頁
、
杜
甫
「
入
衡
州
」
巻
二
二
三
　
七
冊
　
二
三
八
四
頁
、
王
季
友
「
雑
詩
」
巻
二
五
九
　
八
冊

二
八
八
九

頁
、
権
徳
輿
「
酬
李
二
十
二
兄
圭
簿
馬
跡
山
見
寄
」
春
三
二
二
　
十
研
　
三
六
二
一
頁
、
韓
愈
「
寄
崔
二
十
六
立
之
」
巻
三
四
〇
　
十
冊

三

八
一
八
頁
、
柳
宗
元
「
同
劉
二
十
八
院
長
述
奮
言
懐
感
時
書
事
奉
寄
澄
州
張
員
外
使
君
五
十
二
韻
之
作
因
其
韻
増
至
八
十
通
贈
二
君
子
」
春
1
1
1
五
　
1

＋
1
冊
　
三
九
二
六
頁
、
白
居
易
「
滑
村
退
居
寄
禮
部
崔
侍
郎
翰
林
銭
舎
人
詩
一
百
韻
」
巻
四
三
八
　
＝
二
冊
　
四
八
⊥
ハ
o
頁
、
李
紳
「
新
棲
詩
二
十

首
」
橘
園
　
巻
四
八
1
　
1
＄
　
五
四
七
八
頁
、
李
紳
「
毘
陵
東
山
」
春
四
八
二
　
↓
五
冊
　
五
四
八
⊥
ハ
頁
、
杜
牧
「
昔
事
文
皇
帝
三
十
二
韻
」
巻

五
二

一　

＝
ハ
冊
　
五
九
六
一
頁
の
十
七
例
を
確
認
で
き
た
。

『
全
唐
詩
』
　
中
華
書
局
　
一
九
六
〇
年
　
巻
三
〇
四
　
十
冊
　
三
四
五
八
頁



（1
5
）
　
『
全
唐
詩
』

（
1
）
　
『
全
唐
詩
』

（
1
）
　
『
全
唐
詩
』

（1
8
）
　
『
全
唐
詩
』

中
華
書
局
　
一
九
六
〇
年

中
華
書
局
　
一
九
六
〇
年

中
華
書
局
　
一
九
六
〇
年

中
華
書
局
　
一
九
六
〇
年

巻
四

二
五

巻

五
一
五

巻
五
一
八

巻

五
一
八

十
三
冊
　
四
六
八
七
頁

十
五
春

　
五
八
九
二
頁

十

五
冊
　
五
九
二
四
頁

十
五
冊
　
五
九
二
五
頁
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