
⼆
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タ

 
こ
と
ば
と
⽂
学
Ⅱ
︵
⽥
⼝
⼀
郎
准
教
授
︶
ま
と
め 

は
じ
め
に 

	

本
文
書
は

本
来

制
作
者

Tw
itter: @

angelic_U
O

T

が
講
義
を
聞
き

教
科

書
を
読
ん
で
試
験
範
囲
の
事
項
に
つ
い
て
一
通
り
理
解
し
た
上
で

試
験
前
に
そ
の

内
容
を

ポ
イ
ン
ト
を
お
さ
え
て
確
認
す
る
た
め
に
作
成
し
た
も
の
で
す

 

	

し
た
が

て

事
前
に
講
義
を
聞
い
た
り
教
科
書
を
読
ん
だ
り
す
る
こ
と
な
く
本

文
書
だ
け
を
読
ん
で
も

内
容
に
つ
い
て
十
分
な
理
解
は
得
ら
れ
な
い
ば
か
り
か

文
人
ら
の
作
品
の
中
身
も
全
て
カ

ト
し
て
い
る
た
め
淡
白
で
つ
ま
ら
な
い
も
の
と

な

て
お
り
ま
す

予
め
ご
了
承
く
だ
さ
い

 

 

唐
の
⽂
学 

	

政
治
的
に
安
定
し
た
事
態
の
到
来
と
と
も
に

文
学
も
大
い
に
発
展
す
る

特
に

詩
は
唐
代
に
お
い
て
完
成
し
た
と
言
え
る

一
方

散
文
は
六
朝
以
来
の
駢
文
形
式

が
長
く
続
い
た
が

中
唐
期
に
な
る
と

古
文

と
い
う
文
体
や

伝
奇

や

変
文

と
い

た
ジ

ン
ル
が
登
場
し
た

 

 

詩
の
⻩
⾦
時
代 

	

唐
詞
の
発
展
に
従

た
時
代
区
分
で
も

と
も
一
般
的
な
も
の
は

初
唐

盛

唐

中
唐

晩
唐

と
い
う
も
の
で
あ
り

こ
れ
は
唐
の
国
家
と
し
て
の
興
亡
盛
衰

と
も
強
い
関
連
を
有
す
る

そ
れ
ぞ
れ
の
指
示
す
る
時
代
は
以
下
の
通
り
で
あ
る

 

Ø

 

初
唐

618

年
の
開
国
後
の
約100 

年
間

太
宗
の
貞
観
年
間
や
則
天
武
后

の
治
世
が
中
心

 

Ø

 

盛
唐

８
世
紀
前
半
か
ら
半
ば
過
ぎ
ま
で
の
約50

年
間

玄
宗
の
開
元

天

宝
年
間
が
中
心

李
白

杜
甫
の
時
代

 

Ø

 

中
唐

安
史
の
乱
か
ら
約60

年
間

代
宗
の
大
暦
年
間

徳
宗
の
貞
元
年
間

憲
宗
の
元
和
年
間
が
中
心

文
学
は
実
力
主
義
の
時
代
へ

韓
愈

白
居
易
の

時
代

 

Ø

 

晩
唐

文
宗
の
開
成
年
間
か
ら
唐
滅
亡

906

ま
で
の70

年
間

杜
牧
と

李
商
隠
の
時
代

 

 

初
唐
の
詩 

	

初
唐
の
は
じ
め
の
う
ち
は

南
朝
末
期
以
降
の
技
巧
的

装
飾
的
な
詩
風
が
優
勢

で
あ
り

宴
席
で
勅
命
に
応
じ
て
作
ら
れ
た
儀
礼
的
な
も
の

応
制
の
詩

が
多
い

そ
の
代
表
的
な
詩
人
は

上
官
儀
で
あ
る

一
方
で

そ
の
よ
う
な
中
央
文
壇
の
姿

勢
に
反
発
し

技
巧
を
排
し
た
詩
を
著
す
王
績
の
よ
う
な
詩
人
も
い
た
も
の
の

少

数
派
で
あ

た

 

 

四
傑 

	

そ
の
よ
う
な
南
朝
の
余
習
を
脱
す
る
の
は

７
世
紀
末

８
世
紀
初
頭
の
則
天
武

后
の
時
代
で
あ
る

こ
の
時
期
の
中
心
的
詩
人
が

初
唐
四
傑

と
称
さ
れ
る
王
勃

お
う
ぼ
つ

・

楊
炯

よ
う
け
い

・
盧
照
鄰

ろ
し

う
り
ん

・
駱
賓
王

ら
く
ひ
ん
の
う

で
あ
る

前
二
者
は
五
言
律
詩
の
形
式
の
完
成
に
尽
力
し

後
二
者
は
七
言
歌
行
と
呼
ば
れ
る
長
編
の
七
言
詩
に
特
色
を
発
揮
し
た

盧
照
鄰
と

駱
賓
王
の
七
言
歌
行
で
は

そ
れ
ぞ
れ

長
安
古
意

と

帝
京
篇

が
特
に
名
高

く

共
に

唐
詩
選

に
採
ら
れ
て
い
る

 



	

四
人
の
詩
風
は

い
ず
れ
も
技
巧
や
装
飾
と
い

た
六
朝
末
の
痕
跡
を
残
し
つ
つ

も

そ
こ
か
ら
な
ん
と
か
抜
け
出
そ
う
と
い
う
積
極
的
な
意
欲
と
創
意
が
見
ら
れ

新
鮮
で
あ
る

 

	

四
傑
と
同
時
期
の
詩
人
に
は

杜
審
言

と

し

ん
げ

ん

沈
佺
期

し

ん

せ
ん

き

宋
之
問

そ

う

し
も

ん

が
い
る

後
二
者
は

律
詩
の
提
携
を
完
成
さ
せ
る
の
に
力
が
あ

た

 

 

陳
⼦
昂 

	

四
傑
よ
り
や
や
遅
れ
て
陳
子
昂

ち

ん

す
ご

う

と
い
う
詩
人
が
登
場
す
る

任
侠
の
世
界
か
ら
学

問
へ
転
身
し
進
士
に
及
第
し
た
異
色
の
経
歴
を
持
つ

彼
は
南
朝
風
の
詩
に
反
発
し

復
古

に
よ
る
詩
の
改
革
を
提
唱
し
た

す
な
わ
ち

南
朝
を
跳
び
越
え

漢
魏
の

時
代
の

風
骨

た
く
ま
し
さ

に
満
ち
た
格
調
を
戻
そ
う
と
呼
び
か
け
た

彼
は

そ
の
理
想
を

感
遇

と
名
付
け
る38

首
の
詩
で
実
践
し
た

そ
し
て

そ
の
意
図

は
李
白
の

古
風

59

首
に
直
接
引
き
継
が
れ
る
と
と
も
に

盛
唐
の
詩
は
風
骨
に

満
ち
溢
れ
る
も
の
と
な
り

彼
の
理
想
が
実
現
し
た

 

 

盛
唐
の
詩 

	

盛
唐
は
玄
宗
皇
帝
の
治
世
と
ほ
ぼ
重
な
る

前
半
は
政
治
が
安
定
し

唐
の
文
化

の
最
盛
期
で
あ

た
が

後
半
は
安
禄
山
の
乱
を
契
機
に

大
き
な
変
革
期
に
突
入

す
る

こ
の
変
化
は
文
学
に
も
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る

 

	

詩
は

近
体
詩

律
詩

絶
句

の
形
式
が
完
成
し

古
体
詩

古
詩

楽
府

に

七
言
歌
行
が
加
わ
る
な
ど
の
初
唐
期
に
整

た
基
礎
を
も
と
に

多
様
な
詩
が
作
ら

れ
た

 

 

孟
浩
然 

	

盛
唐
の
詩
人
の
中
で
最
も
先
輩
格
に
当
た
る
の
が
孟
浩
然

も
う
こ
う
ね
ん

不
遇
な
人
生

 

 

王
維 

	

孟
浩
然
以
上
に
高
い
名
声
を
得
た
の
が
王
維

お

う

い

で
あ
る

杜
甫

李
白
を
し
の
ぐ

一

代
の
正
宗

と
称
さ
れ
る

人
間
の
生
活
と
結
び
つ
い
た
親
し
み
や
す
く
絵
画
的
な

詩
風
が
特
徴

 

 

辺
塞
詩 

	

版
図
の
拡
大
に
よ
る
異
民
族
と
の
摩
擦
か
ら
辺
境
地
帯
へ
の
戦
争
に
詩
人
を
含
む

多
く
の
兵
力
が
繰
り
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
生
ま
れ
た

辺
境
地
帯
の
特
異
な
風
土

や
自
然
を
テ

マ
と
す
る

辺
塞
詩

へ

ん

さ
い

し

も

盛
唐
の
詩
が
持
つ
多
彩
な
魅
力
の
一
面

で
あ
る

臨
場
感
に
満
ち
た
描
写
の
高
適

こ
う
て
き

や
岑
参

し
ん
じ
ん

出
征
兵
士
の
心
情
を
描
写
し
た

王
昌
齢

お
う
し

う
れ
い

は
有
名
で
あ
る

 

 

李
⽩ 

	

杜
甫
と
と
も
に
盛
唐
時
代
の
文
学
の
双
璧
を
な
す
の
は

李
白

り

は

く

で
あ
る

そ
の
人

生
は
奔
放

放
浪
そ
の
も
の
で
あ

た

 

	

彼
の
詩
人
と
し
て
の
目
標
は

技
巧
に
走
ら
ず
古
の
線
の
太
い
詩
風
の
確
立
で
あ

た

古
風
の
復
活
は

陳
子
昂
の
主
張
を
継
ぐ

李
白
の
詩
歌
改
革
の
ス
ロ

ガ

ン
で
あ

た

こ
れ
は

奔
放
な
彼
の
性
格
と
併
せ
て

形
式
的
制
約
の
多
い
律
詩

よ
り
も
古
体
詩
を
得
意
と
し
て
い
た
理
由
で
あ
ろ
う

 

	

李
白
は

古
体
詩
と
と
も
に
絶
句
と
り
わ
け
七
言
絶
句
を
得
意
と
し
た

そ
の
詩

は
ス
ピ

ド
感
と
リ
ズ
ム
感

そ
し
て
比
喩
に
と
り
わ
け
優
れ
て
い
る
と
さ
れ
る

 



 

杜
甫 

	

杜
甫

と

ほ

も
李
白
と
同
じ
放
浪
の
人
生
で
あ

た
が

そ
れ
は
李
白
の
そ
れ
と
性
質
を

異
に
す
る

杜
甫
の
場
合

科
挙
に
落
第
を
重
ね

ま
た
安
禄
山
の
乱
以
降
の
戦
乱

の
中
で
生
き
る
す
べ
を
探
す
た
め
の
苦
し
い
放
浪
で
あ

た

 

	

彼
の
詩
風
は
そ
の
沈
鬱
な
気
韻
に
満
ち
て
い
る
が

た
だ
単
に
自
ら
の
身
の
上
を

嘆
き
悲
し
む
も
の
で
は
な
く

己
の
不
幸
を
媒
介
に

世
の
人
々
に
不
幸
を
も
た
ら

し
て
い
る
政
治
的
社
会
的
悪
を
激
越
に
告
発
す
る
も
の
で
あ

た

 

	

彼
の
社
会
詩
に
は

三
吏

三
別

な
ど
数
多
く
存
在
し

自
己
の
生
き
た
時
代

の
諸
相
を
克
明
に
綴
る
社
会
詩
に
対
し
て

詩
史

と
称
賛
が
与
え
ら
れ
て
い
る

 

	

同
時
に

彼
は
優
れ
た
観
察
眼
と
描
写
力
と
を
持
ち

そ
れ
を
律
詩
の
整

た
形

式
と
結
び
つ
け
て
発
展
さ
せ
た

 

 

中
唐
の
詩 

	

安
史
の
乱
後
の
政
治
的
混
乱
が
収
束
し

安
定
し
た
秩
序
が
回
復
さ
れ
た
時
期
が

中
唐
で
あ
る

 

	

前
半
の
大
暦
年
間
に
は

大
暦
十
才
子

と
呼
ば
れ
る
詩
人
や

五
言
律
詩
に
長

じ
た
劉

長

卿

り

う
ち

う
け
い

社
会
詩
を
得
意
と
す
る
元
結

げ
ん
け
つ

自
然
詩
に
特
色
を
発
揮
し
た
韋
応
物

い

お

う
ぶ

つ

な
ど
の
詩
人
が
登
場
し
た

し
か
し

彼
ら
の
作
品
に
目
新
し
い
も
の
は
な
い

 

	

中
唐
独
自
の
詩
風
が
誕
生
す
る
の
は

後
半
の
元
和
年
間
で
あ
る

そ
し
て

そ

の
頂
点
に
立
つ
の
が
韓
愈

か

ん

ゆ

と
白
居
易

は

く

き

い

で
あ
る

 

 

韓
愈 

	

韓
愈

か

ん

ゆ

は

比
較
的
低
い
階
層
の
出
で
あ

た
が

官
吏
は
吏
部
侍
郎

人
事
を
司

る
官
庁
の
次
官

に
ま
で
達
し
た

こ
れ
は

彼
自
身
の
能
力
に
加
え

安
史
の
乱
後

の
貴
族
階
級
の
没
落
に
よ
る
も
の
で
あ
る

 

	

彼
の
詩
は

し
ば
し
ば

険
怪

詰
屈

と
評
さ
れ
る
よ
う
に

奇
怪
で
ご
つ
ご

つ
し
た
難
解
な
表
現
を
用
い

ま
た

散
文
的
で
理
屈

ぽ
い
と
こ
ろ
が
あ
る

そ

れ
は
盛
唐
の
詩
と
は
新
し
い
ジ

ン
ル
を
創
造
す
る
た
め
の
工
夫
で
あ

た

盛
唐

と
同
じ
で
は
李
白
や
杜
甫
に
敵
わ
な
い
た
め

こ
う
し
た
特
質
は

こ
と
古
体
詩
に

お
い
て
多
く
の
佳
作
を
生
ん
だ

 

	

彼
の
周
囲
に
は
多
く
の
詩
人
が
集
ま
り

同
人
的
な
グ
ル

プ
を
な
し
た

こ
れ

は
中
東
に
な

て
現
れ
た
新
し
い
現
象
で
あ
る

そ
の
中
で
名
高
い
の
は

孟
郊

も
う
こ
う

と

賈
島

か

と

う

で
あ
る

宋
の
蘇
東
坡

そ

と

う

ば

に

郊
寒
島
痩

こ
う
か
ん
と
う
そ
う

と
揶
揄
さ
れ
た
よ
う
に

苦
吟
を
こ
と

と
す
る
く
す
ん
だ
調
子
の
詩
風
を
特
色
と
し
た

 

 

李
賀 

	

韓
愈
周
辺
の
詩
人
の
中
で

最
も
異
色
な
存
在
が
李
賀

り

が

で
あ
る

普
遍
的
日
常
性

を
超
越
し
た
幻
想
味
豊
か
な
詩
想
に
よ

て

鬼
才

と
称
さ
れ
る

 

 

⽩
居
易 

	

白
居
易

は

く

き

い

も
韓
愈
同
様

比
較
的
低
い
階
層
の
出
で
あ

た
が

刑
部
尚
書

法
務

大
臣

ま
で
上
り
詰
め
た

韓
愈
と
異
な
る
の
は
そ
の
詩
風
で
あ
る

彼
の
詩
は
つ

と
め
て
平
易
な
言
葉
に
よ

て
書
か
れ
て
い
る

 
	

彼
の
詩
は
彼
自
身
に
よ

て
４
つ
の
部
類
に
分
か
た
れ
て
い
る

す
な
わ
ち

新

楽
府

秦
中
吟

を
中
心
と
す
る
政
治
・
社
会
批
判
の
諷
諭
詩

私
的
な
生
活
の
折
々

に
作
ら
れ
た
閑
適
詩

長
恨
歌

琵
琶
行

を
代
表
と
す
る
あ
る
事
柄
に
鑑
賞
を

発
し
て
作
ら
れ
た
感
傷
詩

そ
し
て
雑
律
で
あ
る

 



 

元
稹
︑
劉
禹
錫
︑
柳
宗
元 

	

元
稹

げ
ん
じ
ん

は

白
居
易
の
盟
友
で

新
楽
府

運
動
の
推
進
者
で
あ
り

ま
た
平
易
な

詩
風
を
推
進
し
た

劉
禹
錫

り

う
う
し

く

も
白
居
易
と
親
交
が
あ
り

地
方
の
民
謡
の
形
式
を
生

か
し
た

竹
枝
詞

が
有
名
で
あ
る

柳
宗
元

り

う
そ
う
げ
ん

は

韓
愈
に
並
ぶ
散
文
の
改
革
者
と

し
て
有
名
だ
が

詩
人
と
し
て
も
有
名
で

王
維

孟
浩
然

韋
応
物
と
と
も
に
自
然

詩
の
四
大
家
に
数
え
ら
れ
る

 

 

晩
唐
の
詩 

	

晩
唐
の
時
代
の
政
治
は
混
迷
を
極
め

す
で
に
党
と
い
う
時
代
が
終
わ
り
に
向
か

う
と
い
う
重
苦
し
い
意
識
が
詩
人
ら
に
あ

た

そ
の
閉
塞
し
た
空
気
の
中
で

独

特
の
輝
き
を
発
す
る
の
が

こ
の
時
代
の
詩
で
あ
る

そ
の
特
に
大
き
な
存
在
が

杜
牧

と

ぼ

く

と
李
商
隠

り
し

う
い
ん

で
あ
る

 

 

杜
牧 

	

杜
牧

と

ぼ

く

は
七
言
絶
句
を
得
意
と
し

多
く
の
人
口
に
膾
炙
す
る
名
編
を
残
し
た

彼

の
不
遇
な
人
生
と
相
ま

て

ペ
シ
ミ
ズ
ム
に
覆
わ
れ
た
詩
風
が
印
象
的
で
あ
る

 

 

李
商
隠 

	

李
商
隠

り
し

う
い
ん

は
耽
美
派
の
詩
人
の
典
型
で
あ
り

多
く
を
恋
愛
詩
が
占
め
る

無
題
詩

が
代
表
的
で
あ
る

李
賀
に
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
が

彼
以
上
に
デ
フ

ル

メ
化
さ
れ
た
詩
境
を
示
す

そ
の
恋
愛
詩
は

外
面
的
な
恋
愛
の
状
況
で
は
な
く

内
面
的
な
恋
愛
の
感
情
を
描
く
も
の
で
あ
り

自
己
の
存
在
は
ほ
の
か
に
暗
示
さ
れ

る
の
み
で
あ
る

混
乱
す
る
世
の
中
庇
護
を
求
め

ま
た
無
節
操
の
非
難
を
被

た

彼
に
は

杜
甫
や
白
居
易
と
異
な
り

象
徴
の
世
界
に
お
い
て
ひ
そ
か
に
自
己
を
語

る
し
か
で
き
な
か

た
の
か
も
し
れ
な
い

 

 

詞 

	

詞(cí)

は
も
と
も
と
俗
謡
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
た
も
の
だ
が

中
唐
の
頃
か
ら

白

居
易
や
劉
禹
錫
の
よ
う
な
一
流
の
詩
人
が
取
り
上
げ
る
よ
う
に
な

た

晩
唐
に
入

る
と

こ
の
大
家
で
あ
る
温
庭
筠

お
ん
て
い
い
ん

が
熱
心
に
創
作
意
欲
を
示
し
た

感
傷
的

耽
美

的
詩
風
が
風
靡
し
た
晩
唐
の
時
代
的
雰
囲
気
と
詞
の
文
学
性
と
が
う
ま
く
調
和
し
て

い
る

 

	

詞
に
は
あ
る
一
定
の
曲
が
あ
り

そ
れ
に
合
わ
せ
て
作
ら
れ
る
が

そ
の
曲
ご
と

に
音
節
数

句
数

平
仄

押
韻
の
あ
り
方
が
定
ま

て
お
り

近
体
詩
よ
り
も
厳
し

く
形
式
に
規
定
さ
れ
る
と
も
言
え
る

二
段
か
ら
な
る
も
の
を

双
調

一
段
だ
け

の
も
の
を

単
調

と
い
う

 

	

詞
が
さ
ら
に
盛
ん
に
な
る
の
は

次
の
五
代
・
北
宋
時
代
で
あ
る

 

 

散
⽂
の
改
⾰
︵
上
︶ 

	

詩
と
異
な
り

散
文
は
李
白
や
杜
甫
ら
の
時
代
に
あ

て
も
な
お

六
朝
時
代
か

ら
の
駢
文
の
文
体
を
受
け
継
い
で
い
た

駢
文
の
条
件
と
し
て
は

①
四
字
句
と
六

字
句
を
基
本
と
す
る

②
対
句
形
式
に
よ

て
構
成
す
る

③
平
仄
の
配
合
に
よ
り

リ
ズ
ム
を
整
え
る

④
典
拠
の
あ
る
表
現
を
つ
と
め
て
用
い
る

の
４
点
が
挙
げ
ら

れ
る

こ
う
し
た
表
現
形
式
の
整
備
に
関
心
が
注
が
れ
る
あ
ま
り

内
容
の
空
疎
さ

を
引
き
起
こ
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る

こ
う
し
た
反
省
も
あ
り

中
唐
期
に

至

て

韓
愈
や
柳
宗
元
に
よ
り
改
革
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な

た

 

 



韓
愈
︑
柳
宗
元 

	

韓
愈
は

使
い
古
さ
れ
た
表
現
で
は
な
く

自
分
自
身
の
表
現
で

で
き
る
だ
け

自
然
な
調
子
の
文
体
を
創
出
し
よ
う
と
し
た

そ
し
て

そ
の
文
体
の
規
範
を
戦
国

秦
漢
の
時
代
に
見
出
し
た

そ
の
た
め

韓
愈
ら
の
新
し
い
散
文
を

古
文

と
呼

ぶ

 

	

も
う
一
人
の
旗
印

柳
宗
元
は

未
開
の
地
に
左
遷
さ
れ
続
け
る
不
遇
な
人
生
を

歩
ん
だ

そ
ん
な
中
で

士
大
夫
を
中
心
に
描
く
韓
愈
と
異
な
り

彼
は
庶
民
の
姿

を
描
き
出
し
て
い
る

 

	

彼
ら
の

古
文

運
動
は
大
き
な
反
響
を
巻
き
起
こ
し
た
も
の
の

唐
代
に
お
い

て
は
な
お
決
定
的
な
一
つ
の
潮
流
と
は
な
ら
な
か

た

 

才
⼦
佳
⼈
の
世
界─

─

伝
奇
⼩
説 

	

唐
の
小
説
は

伝
奇

と
呼
ば
れ

六
朝
の

志
怪

の
後
継
で
あ
る

初
期
の
伝

奇
は
志
怪
の
延
長
と
し
て
の
特
徴
を
色
濃
く
残
す
が

中
唐
の
後
半
に
な
り

形
式

の
制
約
を
受
け
ず
に
細
か
い
叙
述
を
可
能
に
す
る

古
文

の
文
体
が
現
れ
た
こ
と

が
作
用
し

作
り
物
語
と
し
て
の
意
識
が
よ
り
高
ま

て
き
た

 

	

こ
れ
と
は
別
に

一
般
民
衆
を
対
象
と
す
る
通
俗
的
な
説
教
で
あ
る

変
文

が

行
わ
れ
た

 

 

宋
の
⽂
学 

	

五
代
十
国
の
時
代
に
は

詞
が
南
方
の
小
国
で
発
達
し
た

宋
代
に
入
る
と

唐

代
と
異
な
り

詩
の
み
な
ら
ず
詞
や
散
文
も
文
学
の
主
要
な
領
域
と
み
な
さ
れ
た

 

	

詩
に
つ
い
て

唐
詩
が
感
情
の
文
学
と
評
さ
れ
る
の
に
対
し

宋
詩
は
理
性
の
文

学
と
評
さ
れ
る

前
者
は

感
情
の
激
し
い
燃
焼
を
最
大
の
特
徴
と
す
る
一
方
で

後
者
は

熟
慮
さ
れ
検
討
さ
れ
た
言
葉
に
よ
り

平
静
で
知
的
な
趣
が
あ
る

 

 

北
宋
の
詩 

	

宋
初
期
の
有
力
な
詩
人
は

楊
億

よ
う
お
く

を
リ

ダ

と
す
る
西
崑
派

せ

い

こ
ん

は

で
あ

た
が

李

商
隠
に
な
ら
う
こ
と
を
目
標
に
し
て
お
り

新
し
い
詩
風
と
は
言
え
な
い

そ
の
動

き
に
反
発
し
た
の
が

王
禹
偁

お
う
う
し

う

で

盛
唐
中
唐
の
杜
甫
や
白
居
易
の
詩
風
を
目
標
に

し
た

 

	

宋
独
自
の
風
格
を
備
え
た
詩
を
産
ん
だ
の
は
は

11

世
紀
前
半

欧
陽
脩

お
う
よ
う
し

う

と

梅
尭
臣

ば
い
ぎ

う
し
ん

で
あ
る

 

 

欧
陽
脩 

	

欧
陽
脩

お
う
よ
う
し

う

は

梅
尭
臣
ら
と
結
ん
で
詩
文
の
改
革
に
挑
ん
だ

彼
の
詩
は

李
白
と

韓
愈
の
影
響
を
受
け
た
と
言
わ
れ
る
が

特
に
韓
愈
の
古
詩
か
ら
多
く
を
学
ん
で
い

る

理
屈

ぽ
さ
や
日
常
生
活
に
密
着
し
た
素
材
は
と
り
わ
け
韓
愈
の
趣
を
受
け
継

い
で
い
る

一
方
で

険
怪

と
称
さ
れ
た
奇
怪
さ
は
姿
を
消
し

自
然
で
な
だ
ら

か
な
格
調
を
備
え
る

 

 

梅
尭
⾂ 

	

梅
尭
臣

ば
い
ぎ

う
し
ん

は

西
崑
派
の
虚
飾
を
こ
と
と
す
る
詩
風
に
対
す
る
反
発
か
ら
出
発
し
た

す
な
わ
ち

技
巧
を
廃
し

つ
と
め
て

平
淡

で
あ
る
こ
と
を
旨
と
し
た

さ
ら

に

韓
愈

白
居
易
以
上
に
日
常
の
微
細
な
出
来
事
を
好
ん
で
詩
の
テ

マ
と
し
た

こ
の
よ
う
に

前
人
の
未
だ
道
は
ざ
る
所

を
積
極
的
に
う
た
う
こ
と
で

詩
の
題

材
を
拡
張
し
た

 

	

梅
尭
臣
に
と

て

詩
と
は
大
き
な
感
情
の
高
揚
を
う
た
う
の
み
な
ら
ず

日
常

的
な
小
さ
な
感
情
の
起
伏
こ
そ
大
切
に
し
た

こ
の
日
常
に
潜
む
詩
的
真
実
を
捉
え



る
態
度
は
宋
詩
に
特
徴
的
な
機
知
的
な
態
度
を
先
導
し
た

 

 

王
安
⽯ 

	

王
安
石

お
う
あ
ん
せ
き

は

新
法

を
推
進
し
た
政
治
家
と
し
て
有
名
だ
が

詩
人
と
し
て
も
有

名
で
あ
る

若
い
頃
に
地
方
官
を
歴
任
し
て
下
層
の
人
々
の
生
活
に
じ
か
に
接
し
た

経
験
か
ら
か

為
政
者
と
し
て
の
人
民
の
生
活
に
対
す
る
責
任
者
が
反
映
さ
れ
た
詩

が
多
い

こ
れ
は

新
法

に
示
さ
れ
る
政
治
改
革
の
発
想
と
し
て
根
を
ひ
と
つ
に

繋
が
る
も
の
で
あ
る

詩
が
社
会
的
視
野
を
持
つ
こ
と
を
主
張
す
る
彼
は

社
会
詩

を
多
く
著
し
た
杜
甫
に
傾
倒
し
た

 

 

蘇
軾 

	

蘇
軾

そ
し

く

は

宋
詩
人
中
の
最
高
峰
と
目
さ
れ
る

そ
の
詩
は

融
通
無
礙
な
自
由
さ

と

お
お
ら
か
な
楽
天
性
を
特
徴
と
す
る

流
謫
さ
れ
た
と
き
も

感
傷
を
繰
り
返

す
の
で
は
な
く

自
ら
の
不
幸
を
よ
り
大
き
な
次
元
か
ら
見
下
ろ
す
こ
と
で
乗
り
越

え
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
示
す

ま
た

対
象
を
正
面
か
ら
う
た
う
よ
り
も
擬
人
法
な

ど
知
的
な
ひ
ね
り
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
特
色
で
あ
る

 

 

⻩
庭
堅 

	

黄
庭
堅

こ
う
て
い
け
ん

で

宋
詩
の
理
知
的
傾
向
が
極
致
に
達
す
る

屈
折
し
た
知
的
処
理
を
経

た
の
ち
に

極
度
に
凝
縮
さ
れ
た
イ
メ

ジ
と
な

て
吐
き
出
さ
れ
る
詩
風
が
印
象

的
で
あ
る

こ
の
理
知
的
傾
向
を
さ
ら
に
促
進
す
る
の
は

詩
は
学
問
か
ら
生
ま
れ

る
と
い
う
持
論
に
基
づ
く

典
故
の
頻
用
で
あ
る

彼
を
師
と
仰
ぐ
詩
人
た
ち
は

江

西
詩
派

と
称
さ
れ
る

 

 

南
宋
の
詩 

	

南
宋
初
期
に
は

江
西
派
の
詩
人
が
大
き
な
潮
流
を
な
し
て
い
た
が

彼
ら
の
詩

は
北
宋
の
延
長
に
過
ぎ
ず

や
が
て
衰
退
し
て
い

た

南
宋
の
新
し
い
詩
的
世
界

は12

世
紀
後
半
に
至

て
出
現
す
る

そ
れ
は

南
宋
三
大
家
と
称
さ
れ
る
陸
游

り
く
ゆ
う

范
成
大

は
ん
せ
い
だ
い

楊
万
里

よ

う

ば
ん

り

の
３
人
に
よ

て
切
り
開
か
れ
た

 

 

陸
游 

	

陸
游
の
作
品
は
は
厳
し
い
民
族
的
状
況
の
中
に
あ
る
憂
国
的
心
情
を
吐
露
す
る
詩

と
日
常
生
活
の
周
辺
を
描
く
閑
適
の
詩
か
ら
な
る

前
者
に
は

北
中
国
の
回
復
を

求
め
続
け
る
激
越
な
情
熱
が
見
て
取
れ

北
宋
の
詩
の
理
知
的
な
冷
静
さ
と
は
趣
を

異
に
す
る

後
者
は

梅
尭
臣
以
来
の

平
淡

を
継
ぎ
つ
つ
も

細
や
か
な
感
覚
を

示
し

新
し
い
風
格
を
示
す

 

 

范
成
⼤ 

	

范
成
大

は
ん
せ
い
だ
い

は

農
村
の
詩
が
多
い

重
税
に
苦
し
む
農
民
た
ち
を
迫
真
的
に
描
い
て

い
る

 

 

楊
万
⾥ 

	

楊
万
里

よ

う

ば
ん

り

は

は
じ
め
江
西
派
の
詩
人
と
し
て
出
発
し
た
が

の
ち
に
王
安
石
や
晩

唐
諸
家
の
風
に
学
び
つ
つ

俗
語
や
俗
語
的
発
想
を
自
在
に
駆
使
し
た

機
知
に
富

む
軽
妙
な
風
格
を
持
つ

成
斎
体

と
称
さ
れ
る
独
自
の
作
風
を
確
立
し
た

 

 	

南
宋
三
大
家
の
没
後
は

四
霊
派

江
湖
派

が
大
き
な
勢
力
を
持
ち

小
市
民

的

日
常
的
な
味
わ
い
を
持
つ
詩
を
多
く
創
作
し
た
が

こ
の
平
和
は
モ
ン
ゴ
ル
軍



の
侵
入
に
よ
り
危
殆
に
瀕
す
る
こ
と
と
な
る

 

 
詞
の
成
熟 

	

唐
滅
亡
の
の
ち

詞
は

五
代
十
国
の
中
の
前
蜀
お
よ
び
南
唐
に
継
承
さ
れ
た

前
蜀
で
は

宰
相
韋
荘

い

そ

う

の
も
と
で
栄
え

最
古
の
詞
の
選
集
で
あ
る

花
間
集

が
こ

の
国
で
編
ま
れ
た

南
唐
で
は

皇
帝
李
煜

り

い

く

が
優
れ
た
詞
人
と
し
て
活
躍
し
た

 

	

宋
代
に
は

詞
は
文
学
の
一
つ
の
ジ

ン
ル
と
し
て
定
着
し

成
熟
す
る

本
格

的
な
開
花
を
見
せ
る
の
は11
世
紀
前
半
で
あ
る

 

	

五
代
か
ら
宋
に
か
け
て
は

小
令

と
呼
ば
れ
る
短
い
形
式
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど

だ

た
が

張
先

ち

う
せ
ん

柳
永

り

う
え
い

の
時
代
か
ら

慢
詞

と
呼
ば
れ
る
長
編
の
形
式
が
現
れ

た

柳
永
は
そ
の
第
一
人
者
で
あ
る

 

 

柳
永 

	

柳
永

り

う
え
い

の
詞
は
広
く
大
衆
的
人
気
を
得
て

名
声
を
な
し
た

内
容
は
艶
情
の
も
の

と

旅
行
の
も
の
で
あ
る

女
性
的
な
嫋
嫋
た
る
気
分
を
歌
う
の
が

お
お
む
ね
の

詞
の
傾
向
で
あ
る

 

 

蘇
軾 

	

一
方
で

全
く
違

た
豪
放
な
感
覚
を
詞
の
世
界
に
持
ち
込
み
別
種
の
格
調
を
作

り
出
し
た
の
が
蘇
軾

そ
し

く

で
あ
る

 

 	

蘇
軾
の
の
ち
の
柳
永
の
系
統
を
継
い
だ

婉
約
派

え

ん

や
く

は

に
よ
り

詞
の
形
式
は
ひ
と

ま
ず
完
成
し
た

 

 

⾟
棄
疾 

	

辛
棄
疾

し

ん

き
し

つ

は

南
宋
の
主
要
な
詞
の
作
者
で
あ
る

彼
の
詞
は
蘇
軾
の
後
を
受
け
る

豪
放
派

の
風
格
を
持
つ

 

 

散
⽂
の
改
⾰
︵
下
︶ 

	

中
唐
の
時
期
に

古
文

の
文
体
が
生
ま
れ
た
が

唐
代
に
お
い
て
は
十
分
に
定

着
せ
ず

さ
ら
に
は
晩
唐
か
ら
五
代
を
経
て
北
宋
初
期
に
至
る
ま
で

古
文
は
忘
れ

去
ら
れ

再
び
駢
文
が
広
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

た

 

欧
陽
脩 

	

欧
陽
脩

お
う
よ
う
し

う

は
官
吏
と
り
わ
け
科
挙
の
責
任
者
と
な

て
以
来

尹
洙

い
ん
し

や
蘇
舜
欽

そ
し

ん
き
ん

ら
と

と
も
に
散
文
の
改
革
に
乗
り
出
し

古
文
を
普
遍
的
な
文
体
と
し
て
確
立
し
た

 

	

彼
の
文
章
は
自
ら
称
す
る
よ
う
に
韓
愈
に
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
い
が

韓
愈
の
奇
怪

さ
難
解
さ
を
伴
う
詩
風
と
は
異
な
り

論
理
的
に
委
曲
を
尽
く
し
つ
つ

極
め
て
暢

達
し
た
平
易
さ
を
特
徴
と
す
る

 

 

蘇
軾 

	

蘇
軾

そ
し

く

の
文
章
は

韓
愈
や
欧
陽
脩
に
学
び
な
が
ら
も

さ
ら
に
す
ぐ
れ
て
自
由
闊

達
な
趣
を
発
揮
す
る

 

 

語
録 

	

宋
は
新
し
い
儒
学
の
生
ま
れ
た
時
代
で
も
あ
り

朱
熹

し

き

に
よ

て
集
大
成
さ
れ
た

彼
ら
が
弟
子
た
ち
と
の
日
常
の
ふ
れ
あ
い
の
中
で
語

た
言
葉
は

語
録

と
い
う

形
で

弟
子
た
ち
に
よ
り
記
録
さ
れ
て
い
る

 

 


