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『
古
今
和
歌
集
』
在
原
業
平
に
お
け
る
漢
詩
文
の
受
容

― 「
名
に
し
負
は
ば
」
歌
に
み
る
「
倚
傍
」 

―

久
　
保
　
瑞
　
代

は
じ
め
に

　
　
　
　

�

武
蔵
国
と
下
総
国
と
の
中
に
あ
る
隅
田
川
の
ほ
と
り
に
い
た
り
て
、

都
の
い
と
恋
し
う
お
ぼ
え
け
れ
ば
、
し
ば
し
川
の
ほ
と
り
に
下
り
居

て
、
思
ひ
や
れ
ば
、
限
り
な
く
遠
く
も
来
に
け
る
か
な
と
思
ひ
わ
び

て
、
な
が
め
を
る
に
、
渡
守
、「
は
や
舟
に
乗
れ
、
日
暮
れ
ぬ
」
と

言
ひ
け
れ
ば
、
舟
に
乗
り
て
渡
ら
む
と
す
る
に
、
み
な
人
も
の
わ
び

し
く
て
、
京
に
思
ふ
人
な
く
し
も
あ
ら
ず
、
さ
る
折
に
、
白
き
鳥
の
、

嘴は
し

と
脚
と
赤
き
、
川
の
ほ
と
り
に
遊
び
け
り
。
京
に
は
見
え
ぬ
鳥
な

り
け
れ
ば
、
み
な
人
見
知
ら
ず
、
渡
守
に
、「
こ
れ
は
何
鳥
ぞ
」
と

問
ひ
け
れ
ば
、「
こ
れ
な
む
都
鳥
」
と
言
ひ
け
る
を
聞
き
て
よ
め
る

　
　

名
に
し
負
は
ば
い
ざ
言
問
は
む
都
鳥
わ
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や
と

�

（
古
今
集
・
巻
七
羈
旅
・
四
一
一
）

　

在
原
業
平
の
和
歌
は
『
古
今
和
歌
集
』
に
三
十
首
収
録
さ
れ
て
い
る
。
右
の

和
歌
の
詞
書
は
集
中
で
最
も
長
く
、
他
の
歌
の
長
い
詞
書
と
較
べ
て
も
あ
ま
り

に
も
詳
し
い
状
況
説
明
は
、
詞
書
の
文
章
と
し
て
異
質
で
あ
る
。
ま
た
、『
伊

勢
物
語
』
第
九
段
の
本
文
と
『
古
今
集
』
の
詞
書
と
の
類
似
性
が
高
い
こ
と
か

ら
、『
古
今
集
』
編
纂
の
た
め
に
献
上
さ
れ
た
家
集
『
業
平
集
』
と
、
原
『
伊

勢
物
語
』、
現
在
残
っ
て
い
る
『
伊
勢
物
語
』
の
三
つ
の
関
係
が
問
題
に
さ
れ
、

『
伊
勢
物
語
』
成
立
論
と
も
か
ら
ん
で
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

　

さ
ら
に
、
和
歌
の
で
き
ば
え
の
み
ご
と
さ
も
あ
っ
て
、『
伊
勢
物
語
』
の
主

人
公
と
実
在
の
在
原
業
平
と
を
混
同
し
、
作
者
の
在
原
業
平
が
実
際
に
隅
田
川

の
ほ
と
り
ま
で
行
っ
た
実
体
験
に
基
づ
く
作
な
の
か
否
か
、
い
わ
ゆ
る
「
東
下

り
」
は
事
実
か
虚
構
か
な
ど
に
つ
い
て
も
、
現
在
に
至
る
ま
で
議
論
が
尽
き
な

い
。
平
安
時
代
中
頃
に
は
実
話
と
考
え
ら
れ
た
が
、
鎌
倉
時
代
以
降
は
そ
れ
が

否
定
さ
れ
、宗
祇
の
注
釈
書
な
ど
に
は
「
あ
づ
ま
の
か
た
」
は
「
東
山
の
関
白
」

（
良
房
）
の
隠
喩
な
ど
と
説
明
さ
れ
た
り
も
し
た
。
江
戸
時
代
に
な
る
と
契
沖

が
『
勢
語
臆
断
』
で
正
史
『
三
代
実
録
』
の
記
述
を
根
拠
に
事
実
と
す
る
見
方

を
示
し
、
曲
折
を
経
て
現
在
で
は
虚
構
説
が
や
や
有
力
で
あ
る（

注
１
）。

　

本
稿
は
『
古
今
集
』
業
平
歌
を
『
伊
勢
物
語
』�

第
九
段
と
比
較
し
成
立
関
係

を
考
え
る
こ
と
、
あ
る
い
は
「
東
下
り
」
が
事
実
か
虚
構
か
を
検
討
す
る
こ
と

が
目
的
で
は
な
い
。
当
該
歌
に
つ
い
て
一
首
の
構
造
や
特
徴
、
と
り
わ
け
漢
詩

文
を
ど
の
よ
う
に
受
容
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
か
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

一
　
知
巧
性
と
叙
情
性
の
融
合

　
『
古
今
集
』
の
「
名
に
し
負
は
ば
」
の
歌
に
つ
い
て
は
、
目
崎
徳
衛
氏
の
優

れ
た
解
説
が
あ
る
。
一
つ
前
の
「
か
ら
ご
ろ
も
」
の
歌
を
、「
業
平
の
作
中
最
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も
遊
び
の
要
素
を
た
っ
ぷ
り
と
含
ん
だ
も
の
」
で
、
旅
の
「
徒つ

れ
づ
れ然

を
慰
め
る
た

め
に
難
題
を
所
望
さ
れ
」、「
奮
発
し
て
あ
ら
ゆ
る
修
辞
の
大
サ
ー
ビ
ス
を
試
み

た
」
が
、「
慣
れ
に
し
妻
を
都
に
残
し
て
来
た
故
に
、
は
る
け
く
も
来
つ
る
旅

路
の
は
て
の
悲
し
み
が
い
と
ど
身
に
し
む
」、「
愉
楽
と
悲
傷
が
…
不
思
議
に
混

淆
し
」
た
歌
で
あ
る
と
称
え
た
後
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る（

注
２
）。

　
　

�　
「
名
に
し
負
は
ば
」
の
歌
は
、「
都
鳥
」
の
名0

に
触
発
さ
れ
て
成
っ
た
作

で
あ
る
。
実
体
と
遊
離
し
た
名
称
そ
の
も
の
に
興
を
催
す
の
は
、
一
種
の

ウ
イ
ッ
ト
で
あ
る
。
し
か
も
「
い
ざ
言
問
は
む
」
と
い
う
鷗か
も
め

へ
の
呼
掛
け

は
、「
借し
や
も
ん問

す
、
薪
を
採
る
者
よ
、
此
の
人
、
み
な
焉い

ず

く
に
如ゆ

け
る
」（
陶

渕
明
）
と
か
「
借
問
す
、
今
何い
ず

く
に
か
在
る
、
一
た
び
去
っ
て
亦ま

た
還
ら

ず
」（
杜
甫
）
と
い
っ
た
、
漢
詩
に
頻
出
す
る
「
借
問
」
の
語
に
倣
っ
た
、

気
取
っ
た
表
現
形
式
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
見
る
と
、「
名
に
し
負
は
ば

い
ざ
言
問
は
む
」
と
い
う
上
の
句
に
は
気
取
り
と
遊
び
が
あ
っ
た
。
し
か

し
こ
の
場
合
も
「
わ
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や
と
」
の
下
の
句
に
至
っ

て
、
一
転
し
て
嫋
々
た
る
調
べ
が
衆
人
を
切
な
る
郷
愁
へ
誘
い
込
む
。
こ

こ
に
も
諧
謔
と
旅
愁
の
微
妙
な
複
合
が
あ
る
。
二
首
を
比
べ
て
「
名
に
し

負
は
ば
」
に
郷
愁
が
一
段
強
く
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
日
数
重
ね
て
都
を
遠

ざ
か
っ
た
距
離
に
比
例
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
都
鳥
」
と
い
う
名
に
触
発
さ
れ
て
言
葉
の
遊
び
を
楽
し
み
、上
の
句
で
「
借

問
す
、
…
と
」
と
漢
詩
に
倣
っ
て
気
取
っ
た
口
調
で
「
都
鳥
」
に
問
い
か
け
、

下
の
句
で
は
一
転
し
て
「
嫋
々
た
る
郷
愁
」
を
歌
い
あ
げ
た
と
し
て
、
目
崎
氏

は
一
首
に
お
け
る
機
知
と
の
抒
情
の
融
合
を
高
く
評
価
す
る
。

　
「
名
」
に
触
発
さ
れ
た
歌
は
す
で
に
『
万
葉
集
』
に
も
見
え
る
。

　
　

�

こ
れ
や
こ
の
大や

ま
と和
に
し
て
は
我
が
恋
ふ
る
紀き

ぢ路
に
あ
り
と
い
ふ
名
に
負
ふ

背せ

の
山や

ま

〔
名
二
負
勢
能
山
〕�

（
巻
一
・
雑
歌
・
三
五
・
阿
閉
皇
女
）

　
　

�

古い
に
し
へ

ゆ
人
の
言
ひ
来け

る
老お

い
ひ
と人
の
を
つ
と
い
ふ
水
そ
名
に
負
ふ
滝
の
瀬
〔
名
尓

負
滝
之
瀬
〕�

（
巻
六
・
雑
歌
・
一
〇
三
四
・
大
伴
東
人
）

　
　

�

磯し

城き

島し
ま

の
大
和
の
国
に
明
ら
け
き
名
に
負
ふ
伴と

も

の
緒を

〔
名
尓
於
布
等
毛
能

乎
〕
心
努
め
よ�

（
巻
二
〇
・
四
四
六
六
・
大
伴
家
持
）

　
「
背
の
山
」
を
称
賛
し
つ
つ
山
名
に
触
発
さ
れ
て
前
年
に
薨
じ
た
「
背せ

」（
夫
）

を
偲
ぶ
三
五
番
歌
、
美
濃
国
の
多
芸
へ
の
行
幸
に
供
奉
し
、
古
来
有
名
な
養
老

の
滝
を
見
て
讃
美
す
る
一
〇
三
四
番
歌
、
天
孫
降
臨
の
時
か
ら
天
皇
に
扈
従
し

た
名
門
だ
と
一
族
を
鼓
舞
す
る「
族う
が
ら

を
喩さ

と

す
歌
」の
反
歌
で
あ
る
。
こ
れ
ら『
万

葉
集
』
の
「
名
に
負
ふ
」
は
「
名
に
負
ふ
＋
体
言
」
の
形
で
「
世
に
名
高
い
～

で
あ
る
こ
と
よ
」
と
詠
嘆
す
る
表
現
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
業
平
歌
の
場
合
は
「
名
に
（
し
）
負
ふ
都
鳥
」
と
単
純
に

詠
嘆
し
て
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
条
件
節
「
名
に
し
お
は
ば
」（
名
と
し
て
負

い
持
つ
な
ら
ば
）
と
し
て
初
句
に
置
き
、
第
二
句
以
下
の
意
外
な
展
開
を
可
能

に
し
た
。「
名
に
し
負
は
ば
」
と
初
句
が
発
せ
ら
れ
る
と
、
次
に
何
が
出
て
く

る
の
か
、
そ
の
内
容
に
聞
き
手
は
興
味
を
持
つ
。「
い
ざ
言
問
は
む
」
と
呼
び

か
け
が
な
さ
れ
、
呼
び
か
け
の
対
象
が
「
都
鳥
」
だ
と
明
ら
か
に
な
る
と
、
次

は
い
っ
た
い
鳥
に
何
を
問
う
の
か
と
、
さ
ら
な
る
興
味
が
か
き
立
て
ら
れ
る
。

「
名
に
し
負
は
ば
」
は
次
に
提
示
さ
れ
る
こ
と
へ
の
期
待
や
関
心
を
高
め
る
巧

妙
な
詠
歌
の
始
発
点
と
な
る
表
現
で
あ
っ
た
。

　

名
と
実
の
乖
離
を
前
置
き
と
し
て
本
題
に
入
る
表
現
形
式
は
白
居
易
詩
に
見

え
る
。

　
　

促
織
不
成
章　
　

促そ
く
し
よ
く織

は
章
を
成
さ
ず

　
　

提
壺
但
聞
聲　
　

提て
い

壺こ

は
但
だ
聲
を
聞
く
の
み
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嗟
哉
蟲
與
鳥　
　

嗟あ

あ哉　

蟲
と
鳥
と

　
　

無
實
有
虛
名　
　

實
無
く
し
て
虛
名
有
る
の
み

　
　

…
…　
　
　
　
　

…
…

�

（「
寓
意
詩
五
首　

其
三
」『
白
氏
文
集
』
巻
二
・
九
二
）

　
「
促
織
」（
コ
オ
ロ
ギ
）
は
「
織
を
促
す
」（
綾
の
反
物
を
織
る
）
こ
と
な
く
、

「
酒
壺
を
提
げ
る
」
と
い
う
名
の
鳥
も
い
た
ず
ら
に
囀
る
の
み
で
、
虫
も
鳥
も

虚
名
が
あ
る
だ
け
で
実
を
伴
わ
な
い
。
そ
れ
を
前
置
き
と
し
、
か
つ
て
実
の
兄

弟
の
よ
う
に
と
川
の
神
に
ま
で
誓
い
を
立
て
た
友
と
の
間
柄
が
、
栄
達
と
困
窮

と
に
道
が
別
れ
、
有
名
無
実
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
嘆
く
。
官
僚
と
し
て
宮
廷

社
会
で
生
き
る
こ
と
の
難
し
さ
を
い
う
の
が
本
意
で
あ
る
。

　

業
平
歌
の
場
合
は
詞
書
に
「
京
に
は
見
え
ぬ
鳥
な
れ
ば
」
と
あ
る
の
で
、
都

鳥
が
「
實
無
く
し
て
虛
名
有
る
」
も
の
と
承
知
の
う
え
、「
名
」
に
惹
か
れ
て

呼
び
か
け
る
。「
わ
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や
と
」
と
の
問
い
か
け
に
応
答

の
あ
る
は
ず
が
な
く
、
問
い
は
そ
の
ま
ま
長
く
余
韻
と
な
っ
て
響
き
続
け
る
。

二
　
詩
語
「
借
問
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス

　

こ
の
歌
に
は
「
名
に
し
負
は
ば
～
い
ざ
言
問
は
む
」
と
「
都
鳥
」
に
呼
び
か

け
る
上
の
二
句
と
、「
い
ざ
言
問
は
む
～
あ
り
や
な
し
や
と
」
と
尋
ね
て
本
題

を
提
示
す
る
第
二
句
と
第
五
句
と
い
う
二
つ
の
呼
応
関
係
が
含
ま
れ
る
。
そ
の

結
節
点
に
位
置
す
る
の
が
「
い
ざ
言
問
は
む
」
で
あ
る
。「
名
に
し
負
は
ば
い

ざ
言
問
は
む
」
と
呼
び
か
け
る
表
現
は
、
目
崎
氏
の
述
べ
た
と
お
り
ウ
ィ
ッ
ト

に
満
ち
た
表
現
で
あ
る
が
、「
い
ざ
言
問
は
む
～
わ
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し

や
と
」
と
い
う
呼
応
関
係
に
移
る
と
、
一
転
し
て
「
わ
が
思
ふ
人
」
の
安
否
を

問
う
「
切
な
る
郷
愁
」
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、「
い
ざ
言
問
は
む
」
は
、
第
三
句
と
の
関
係
で
見
る
と
、
も
の

言
わ
ぬ
鳥
を
か
ら
か
う
諧
謔
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
る
が
、
第
四
・
五
句
と
の
関

係
で
見
る
と
、
確
か
め
る
術
の
な
い
「
わ
が
思
ふ
人
」
の
安
否
を
問
お
う
と
す

る
哀
切
な
情
感
を
た
た
え
た
言
葉
と
し
て
機
能
す
る
。

　

そ
の
よ
う
な
二
義
性
を
持
つ
「
い
ざ
言
問
は
む
」
を
、
目
崎
氏
は
陶
潜
な
ど

の
漢
詩
に
頻
出
す
る
「
借
問
」
の
語
に
倣
っ
た
気
取
っ
た
表
現
形
式
で
あ
ろ
う
、

と
さ
れ
た
。「
借
問
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
い
か
な
る
も
の
か
を
六
朝
の
陶
潜
と

曹
植
の
詩
に
よ
っ
て
ま
ず
確
認
し
た
い
。

　
『
陶
淵
明
』（
新
釈
漢
文
大
系　

詩
人
編
Ⅰ
）
に
は
百
二
十
四
首
の
詩
賦
を
収

め
る
。
う
ち
四
首
に
「
借
問
～
」
と
い
う
表
現
が
見
え
る
。
四
首
と
も
最
初
に

前
置
き
が
あ
り
、
中
ほ
ど
に
「
借
問
す
」
と
い
う
問
い
か
け
を
置
く
。（
詩
句

の
構
造
が
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
、「
借
問
」
に
二
重
傍
線
、
問
い
か
け
る
対

象
に
破
線
、
問
い
か
け
る
内
容
に
波
線
、
疑
問
詞
に
太
い
波
線
を
施
し
た
）。

　
　

…
…　
　
　
　
　

…
…

　
　

借
問
採
薪
者　
　

借
問
す　

薪
を
採
る
者

　
　

此
人
皆
焉
如　
　

此
の
人　

皆
焉い
づ

く
に
か
如ゆ

く
と

　
　

薪
者
向
我
言　
　

薪し
ん
じ
や者　

我
に
向
か
ひ
て
言
ふ

　
　

死
沒
無
復
餘　
　

死
沒
し
て
復
た
餘
す
無
し
と

　
　

…
…　
　
　
　
　

…
…�

（「
歸
田
園
居
五
首
」
其
四
）

　

山
沢
を
逍
遙
し
た
時
、
か
つ
て
人
の
住
ん
で
い
た
跡
を
見
つ
け
た
。
薪
採
り

に「
こ
こ
に
い
た
人
は
皆
ど
こ
に
行
っ
た
」と
尋
ね
る
と
、「
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ

て
だ
れ
も
残
っ
て
い
な
い
」
と
答
え
た
。
人
生
は
夢
幻
の
よ
う
で
最
後
は
無
に

帰
す
の
だ
と
感
慨
を
述
べ
詩
は
終
わ
る
。
展
開
部
に
仮
構
の
問
い
「
借
問
」
を

置
き
「
薪
者
」
を
登
場
さ
せ
、
人
生
観
を
提
示
す
る
契
機
と
す
る（

注
３
）。
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次
は
、
親
族
の
弔
問
に
訪
れ
た
詩
で
あ
る
。

　
　

…
…　
　
　
　
　

…
…

　
　

借
問
爲
誰
悲　
　

借
問
す　

誰
が
爲
に
悲
し
む
と

　
　

懷
人
在
九
冥　
　

懷
ふ
人
は
九
冥
に
あ
り

　
　

禮
服
名
群
從　
　

禮
服
は
群
從
と
名
づ
く
る
も

　
　

恩
愛
若
同
生　
　

恩
愛
は
同
生
の
ご
と
し

　
　

…
…　
　
　
　
　

…
…�

（「
悲
從
弟
仲
德
一
首
」）

　

約
言
す
れ
ば
「
い
と
こ
が
死
ん
で
悲
し
い
」
と
い
う
こ
と
を
、「
借
問
～
」

の
形
式
に
載
せ
て
「
誰
が
爲
に
悲
し
む
」
と
問
い
か
け
、「
懐
ふ
人
は
九
冥
に

在
り
」
と
自
答
し
た
後
、
自
分
に
と
っ
て
大
切
な
人
の
死
と
、
そ
の
人
物
と
の

関
係
や
人
と
な
り
、
遺
族
の
悲
し
み
を
諄
々
と
語
る
。「
借
問
」
は
大
切
な
人

の
死
を
語
る
契
機
と
な
る
言
葉
で
あ
る
。

　

陶
潜
の
「
借
問
」
は
詩
の
前
半
に
置
か
れ
、「
借
問
す
～
と
」
と
問
い
、
そ

れ
に
対
す
る
応
答
が
続
き
、
次
の
展
開
や
本
題
に
導
く
は
た
ら
き
を
す
る
。

　

奈
良
時
代
、
平
安
前
期
の
文
人
た
ち
は
、
陶
潜
の
個
人
集
よ
り
も
『
文
選
』

や
『
玉
台
新
詠
』
の
詩
に
親
し
ん
だ
。
こ
れ
ら
二
書
に
あ
る
曹
植
の
詩
「
七
哀
」

の
「
借
問
」
を
次
に
見
て
お
き
た
い
。

　
　

明
月
照
高
樓　
　

明
月　

高
樓
を
照
ら
し

　
　

流
光
正
徘
徊　
　

流
光　

正
に
徘
徊
す

　
　

上
有
愁
思
婦　
　

上
に
愁
思
の
婦
有
り

　
　

悲
歎
有
餘
哀　
　

悲
歎
し
て
餘
哀
有
り

　
　

借
問
歎
者
誰　
　

借こ
こ
ろ
み

に
問
ふ　

歎
ず
る
者
は
誰た

ぞ
と

　
　

言
是
客
子
妻　
　

言
ふ　

是
れ
客か
く

子し

の
妻

　
　

君
行
踰
十
年　
　

君　

行
き
て
十
年
を
踰こ

え

　
　

孤
妾
常
獨
棲　
　

孤
妾　

常
に
獨
り
棲
む

　
　

…
…　
　
　
　
　

…
…　
　
　

�

（『
文
選
』
巻
二
三
哀
傷
、『
玉
台
新
詠
』
巻
二
「
雜
詩
五
首
（
其
二
）」）

　

冒
頭
に
、
明
月
に
照
ら
さ
れ
た
高
楼
で
月
も
落
ち
よ
う
と
す
る
頃
、
も
の
思

い
に
沈
む
婦
人
が
た
た
ず
む
姿
を
描
き
出
す
。「
借こ
こ
ろ
み

に
問
ふ　

歎
ず
る
者
は
誰た

ぞ
」
と
問
い
か
け
、「
遠
く
へ
旅
立
っ
た
者
の
妻
」
と
答
え
た
後
、
夫
に
語
り

か
け
る
ス
タ
イ
ル
で
、「
あ
な
た
が
旅
立
っ
て
も
う
十
年
を
過
ぎ
、
あ
れ
か
ら

私
は
ず
っ
と
独
り
暮
ら
し
、
…
…
」
と
、
再
会
が
い
つ
に
な
る
か
わ
か
ら
な
い

悲
し
み
を
述
べ
る
。
続
い
て
風
に
な
っ
て
は
る
か
遠
く
に
い
る
夫
の
懐
に
吹
き

入
り
た
い
と
願
う
が
、
心
変
わ
り
が
あ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な

い
と
不
安
を
述
べ
て
詩
は
終
わ
る
。「
借
問
」
は
、
婦
人
の
素
性
を
紹
介
し
、

そ
の
内
心
を
吐
露
す
る
契
機
の
語
で
あ
る
。

　

陶
潜
も
曹
植
も
本
題
に
入
る
契
機
と
し
て
「
借
問
」
を
用
い
る
。
確
か
に
軽

い
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
語
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
「
気
取
っ
た
表
現
形
式
」
と
は
言

え
ず
、
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
前
後
の
文
脈
に
よ
っ
て
変
化
す
る
。「
気
取
っ
た
」

と
は
、「
借
問
」
と
い
う
詩
句
を
「
い
ざ
言
問
は
む
」
と
翻
案
し
た
作
者
業
平

の
意
識
を
評
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
七
哀
」
は
漢
末
の
動
乱
に
際
し
、
夫
と
別
離
し
独
居
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

婦
人
に
代
わ
っ
て
、
空
閨
を
守
る
哀
し
み
を
述
べ
た
詩
で
あ
る
。
業
平
歌
の
場

合
は
、
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
隅
田
川
の
ほ
と
り
で
、
都
に
残
し
た
「
わ
が
思
ふ

人
」
の
安
否
や
消
息
を
知
る
手
立
て
が
な
い
悲
嘆
を
歌
う
。
遠
く
離
れ
た
人
を

思
う
主
体
の
性
別
と
、
そ
の
人
物
の
い
る
場
所
が
、
故
郷
か
異
郷
か
の
違
い
は

あ
る
が
、
と
も
に
主
題
は
時
空
を
隔
て
、
相
手
の
自
分
を
思
う
心
が
変
わ
ら
ず

に
あ
っ
て
ほ
し
い
こ
と
を
切
に
願
う「
夫つ
ま

恋
い
」（
妻
恋
い
）の
心
で
あ
る
。「
七
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哀
」
詩
も
当
該
歌
も
季
節
は
秋
。
平
安
前
期
に
は
漢
詩
の
「
閨
怨
」
や
「
悲
秋
」

の
概
念
が
伝
わ
り
、
漢
詩
だ
け
で
な
く
和
歌
に
も
詠
ま
れ
始
め
て
い
た
。
広
い

意
味
で
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
両
者
に
共
通
し
て
い
る
。

　

わ
が
国
で
『
文
選
』
や
『
玉
台
新
詠
』
に
続
い
て
愛
読
さ
れ
た
の
は
『
白
氏

文
集
』
で
あ
る
。『
白
氏
文
集
』
が
日
本
に
伝
来
し
広
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
承
和

年
間
（
八
三
四
～
八
四
八
）
は
、
業
平
の
少
年
期
・
青
年
期
に
当
た
る
。
そ
こ

で
白
居
易
詩
の
「
借
問
」
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

白
居
易
は
二
十
一
首
の
詩
に
二
十
二
の
「
借
問
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
。

以
下
に
引
用
す
る
二
首
は
「
借
問
」
＋
「
問
い
か
け
る
対
象
」
＋
「
問
い
か
け

る
内
容
」
で
構
成
さ
れ
る
。

　
　

日
暮
天
地
涼　
　

日
暮
れ
て
天
地
涼
や
か
に

　
　

雨
霽
山
河
清　
　

雨
霽は

れ
て
山
河
清
し

　
　

長
風
從
西
來　
　

長
風　

西
よ
り
來
り

　
　

草
木
凝
秋
聲　
　

草
木　

秋
聲
を
凝
ら
す

　
　

已
感
歳
倏
忽　
　

已
に
歳
の
倏し
ゆ
く
こ
つ忽

な
る
に
感
じ

　
　

復
傷
物
凋
零　
　

復
た
物
の
凋
零
す
る
を
痛
む

　
　

孰
能
不
憯
悽　
　

孰た
れ

か
能
く

さ
ん

悽せ
い

せ
ざ
ら
ん

　
　

天
時
牽
人
情　
　

天
時　

人
情
を
牽ひ

く　
　

　
　

借
問
空
門
子　
　

借
問
す　

空
門
子

　
　

何
法
易
修
行　
　

何
の
法
か　

修
行
し
易
く

　
　

使
我
忘
得
心　
　

我
を
し
て
心
を
忘
れ
得
し
め

　
　

不
敎
煩
惱
生　
　

煩
惱
を
し
て
生
ぜ
し
め
ざ
る

�

（「
客
路
感
秋
、
寄
明
準
上
人
」
巻
九
・
四
二
九
）

　

雨
後
の
日
暮
れ
、
秋
風
が
草
木
を
揺
ら
し
、
歳
月
が
流
れ
、
万
物
が
凋
落
に

憯

向
か
う
の
を
見
て
心
が
痛
む
。「
和
尚
さ
ん
に
ち
ょ
っ
と
お
た
ず
ね
し
た
い
が
、

修
行
し
や
す
く
、
こ
の
よ
う
な
煩
悩
を
生
ぜ
さ
せ
な
い
よ
う
な
方
法
は
な
い
も

の
か
」
と
。
詩
は
上
人
へ
の
問
い
か
け
で
結
ば
れ
る
。「
空
門
子
」
と
は
仏
僧
、

こ
こ
で
は
明
準
上
人
を
指
す
。
旅
の
途
上
で
秋
の
哀
愁
を
感
じ
、
上
人
に
贈
っ

た
書
簡
代
わ
り
の
詩
で
あ
る
か
ら
、
当
然
応
答
の
部
分
は
な
い
。

　

次
は
人
な
ら
ぬ
長
江
や
洞
庭
湖
の
水
、
大
海
原
の
水
に
問
う
た
詩
で
あ
る
。

　
　

借
問
江
湖
與
海
水　
　

借
問
す　

江
湖
と
海
水
と

　
　

何
似
君
情
與
妾
心　
　

君
が
情
と
妾
が
心
と
何い
か
ん似

と

　
　

相
恨
不
如
潮
有
信　
　

相
恨
む　

潮
の
信
有
る
に
如
か
ざ
る
を

　
　

相
思
始
覺
海
非
深　
　

相
思
ふ　

始
め
て
覺
る　

海
も
深
き
に
非
ざ
る
を

�

（「
浪
陶
沙
詞
六
首
（
其
四
）」
巻
六
四
・
三
一
四
九
）

　
「
あ
の
人
の
情
と
私
の
心
と
を
あ
な
た
方
と
比
べ
た
ら
ど
う
か
」
と
人
な
ら

ぬ
江
湖
や
海
に
問
い
か
け
、「
あ
の
人
が
信
あ
る
潮
に
も
劣
り
、
私
の
思
い
が

海
よ
り
も
深
い
と
悟
っ
て
つ
ら
い
」
と
自
答
す
る
形
式
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
問
い
か
け
る
対
象
が
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
詩
の
最
終
句
を
「
借

問
＋
問
い
か
け
る
内
容
」
の
み
で
終
わ
る
詩
も
あ
る
。

　
　

小
舫
一
艘
新
造
畢　
　

小せ
う
は
う舫
一
艘
新
た
に
造
り
畢お

は

り

　
　

輕
装
梁
柱
庳
安
篷　
　

輕
く
梁
柱
を
装
し　

庳ひ
く

く
篷ほ

う

を
安
ん
ず

　
　

…
…　
　
　
　
　
　
　

…
…

　
　

慢
牽
欲
傍
桜
桃
泊　
　

慢ゆ
る

く
牽
き
桜
桃
を
傍
ら
に
し
て
泊
ら
ん
と
欲
す

　
　

借
問
誰
家
花
最
紅　
　

借
問
す　

誰
が
家
の
花
最
も
紅
な
る
か
と

�

（「
小
舫
」
巻
五
四
・
二
四
五
八
）

　

小
さ
な
画
舫
舟
が
新
た
に
完
成
し
、
水
路
の
奥
深
く
ま
で
廻
っ
て
春
を
満
喫

す
る
様
子
を
歌
う
詩
で
あ
る
。
桜
桃
の
花
の
辺
り
で
船
を
停
泊
さ
せ
よ
う
と
し
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て
「
ど
の
家
の
桜
桃
花
が
最
も
赤
く
咲
い
て
い
る
の
か
」
と
問
い
か
け
、
詩
は

そ
の
ま
ま
終
わ
る
。
問
い
か
け
る
対
象
も
明
示
さ
れ
な
い
。

　

陶
潜
と
白
居
易
の
「
借
問
」
の
用
例
と
業
平
歌
の
「
い
ざ
言
問
は
む
」
と
を

比
較
す
る
と
、「
借
問
＋
問
い
か
け
る
対
象
＋
問
い
か
け
る
内
容
」
と
い
う
明

確
な
構
造
は
陶
潜
の
詩
に
近
い
。
し
か
し
、問
い
か
け
る
対
象
を
「
江
湖
」「
海

水
」
と
い
っ
た
人
な
ら
ぬ
も
の
へ
広
げ
、
多
様
な
問
い
か
け
方
を
し
、
時
に
は

問
い
か
け
た
ま
ま
詩
を
終
え
る
点
は
白
居
易
詩
に
近
い
。
な
お
「
問
い
か
け
る

内
容
」
そ
の
も
の
を
一
首
の
核
心
と
す
る
詠
じ
方
は
、
陶
潜
に
も
白
居
易
の
詩

に
も
見
え
ず
、
業
平
が
創
出
し
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

三
　「
借
問
」
と
「
言
問
ふ
」
と
の
差
異

　

業
平
が
漢
詩
の
表
現
を
自
分
の
和
歌
に
取
り
込
む
場
合
、
訓
読
的
に
日
本
語

に
置
き
換
え
る
こ
と
は
せ
ず
、
多
く
の
場
合
『
万
葉
集
』
の
和
歌
に
用
い
ら
れ

る
語
彙
・
表
現
な
ど
を
用
い
て
大
胆
に
翻
案
す
る
と
い
う
特
徴
が
あ
っ
た（

注
４
）。

前

節
で
見
た
よ
う
に
、詩
語
の「
借
問
」は
、「
試
み
に
た
ず
ね
る
」の
意
で
、「
ち
ょ
っ

と
お
尋
ね
す
る
が
」
な
ど
と
訳
さ
れ
、仮
構
の
対
象
に
軽
い
調
子
で
問
い
か
け
、

多
く
は
自
ら
答
え
る
形
で
本
題
に
入
っ
て
い
く
場
合
に
使
わ
れ
た
。
業
平
歌
の

第
二
句
の
「
い
ざ
言
問
は
む
」
は
、
音
数
を
七
音
に
す
る
必
要
も
あ
っ
た
ろ
う

が
、「
言
問
は
む
」
に
「
い
ざ
」
と
い
う
感
動
詞
が
冠
さ
れ
、漢
詩
の
「
借
問
～
」

に
は
な
か
っ
た
、
相
手
に
強
く
迫
る
調
子
が
あ
る
。

　

業
平
が
「
借
問
」
を
翻
案
す
る
に
あ
た
っ
て
『
万
葉
集
』
の
「
言
問
ふ
」
を

用
い
た
と
み
て
、
両
者
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
　

�

遠と
ほ
づ
ま妻

の　

こ
こ
に
し
あ
ら
ね
ば
…　

思
ふ
そ
ら　

安
け
な
く
に
…
み
空
ゆ

く　

雲
に
も
が
も
…
明
日
行
き
て　

妹
に
言
問
ひ
〔
於
妹
言
問
〕
…
今
も

み
る
ご
と　

た
ぐ
ひ
て
も
が
も�

（
巻
四　

相
聞
・
五
三
四
・
安
貴
王
）

　
　

�

我
が
背せ

こ子
が
形
見
の
衣
妻つ

ま

問ど

ひ
に
我
が
身
は
放さ

け
じ
言
問
は
ず
と
も
〔
言

不
問
友
〕�

（
巻
四　

相
聞
・
六
三
七
）

　
　

�

国
遠
き
道
の
長な

が

手て

を
お
ほ
ほ
し
く
今
日
や
過
ぎ
な
む
言
問
ひ
も
な
く
〔
己

等
騰
比
母
奈
久
〕�

（
巻
五　

雑
歌
・
八
八
四
・
麻
田
陽
春
）

　
　

�

あ
ぢ
さ
は
ふ
目
は
飽
か
ざ
ら
ね
携
は
り
言
問
は
な
く
も
〔
不
問
事
毛
〕
苦

し
か
り
け
り�

（
巻
一
二
・
古
今
相
聞
往
来
歌
・
二
九
三
四
）

　
　

�

…
行
き
集
ひ　

か
が
ふ
嬥か

が

ひ
歌
会
に　

人
妻
に　

我
も
交
は
ら
む　

我
が
妻

に　

人
も
言
問
へ
〔
他
毛
言
問
〕
…�

（
巻
九
・
雑
歌
・
一
七
五
九
）

　
『
万
葉
集
』
で
は
動
詞
「
言
問
ふ
」、
名
詞
「
言
問
ひ
」
が
十
八
首
に
見
え
、

そ
の
中
の
十
首
が
相
聞
歌
で
あ
る
。ま
た
多
く
は
詠
歌
の
時
点
で
詠
み
手
が「
言

問
ふ
」こ
と
が
で
き
な
い
状
況（
死
別
・
離
別
・
臨
終
・
羈
旅
な
ど
）に
あ
る
。

従
っ
て
「
言
問
は
ず
」「
言
問
は
ぬ
（
体
言
）」「
言
問
ひ
も
な
し
」「
言
問
は
じ
」

な
ど
大
半
が
打
消
表
現
を
伴
い
、
さ
も
な
く
ば
「
妹
に
言
問
ひ
…
た
ぐ
ひ
て
も

が
も
」「
言
問
は
ま
し
を
」
な
ど
、
未
来
に
「
言
問
ひ
」
の
実
現
を
願
う
表
現

を
取
る
。
さ
ら
に
「
筑
波
山
の
嬥
歌
会
」
歌
の
よ
う
に
「
求
婚
す
る
」
意
に
用

い
る
場
合
も
あ
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
万
葉
歌
に
お
け
る
「
言
問
ふ
」
は
、
相

手
に
向
か
っ
て
直
接
に
も
の
を
言
う
、
真
情
を
語
る
こ
と
を
意
味
す
る
語
と
言

え
よ
う
。

　

陶
潜
や
白
居
易
の
詩
に
お
け
る
「
借
問
」
が
、「
か
り
に
問
ふ
」「
こ
こ
ろ
み

に
問
ふ
」
と
訓
ま
れ
軽
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、「
言
問
ふ
」
は
、

そ
れ
よ
り
は
改
ま
っ
て
相
手
に
直
接
に
誠
意
を
こ
め
て
語
り
か
け
る
ニ
ュ
ア
ン

ス
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
業
平
歌
で
は
、
こ
の
よ
う
な
詩
語
「
借
問
」
と

万
葉
歌
の
「
事
問
ふ
」
と
の
微
妙
な
違
い
は
意
識
し
た
う
え
で
、「
都
鳥
」
を
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人
格
化
し
、「
い
ざ
言
問
は
む
」
と
一
見
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
呼
び
か
け
た
。
そ
し

て
下
の
句
の
「
わ
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や
と
」
と
い
う
深
刻
な
問
い
の
内

容
が
明
ら
か
に
な
っ
た
時
、
大
き
な
落
差
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
悲
哀

の
情
が
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
人
々
や
読
者
の
共
感
を
呼
ぶ
の
は
「
言
問
ふ
」

が
本
来
持
っ
て
い
た
相
手
に
正
対
し
大
切
な
こ
と
を
直
接
に
語
る
ニ
ュ
ア
ン
ス

に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
業
平
歌
は
「
借
問
」
＋
「
問
い
か
け
る
対
象
」
＋
「
問

い
か
け
る
内
容
」
と
い
う
漢
詩
の
構
造
に
倣
っ
た
、前
置
き
「
名
に
し
負
は
ば
」

（『
万
葉
集
』
由
来
の
語
「
名
に
負
ふ
」
の
変
形
）
＋
「
い
ざ
言
問
は
む
」（「
借

問
」
の
翻
案
に
当
た
る
『
万
葉
集
』
の
語
）
＋
「
都
鳥
」（
問
い
か
け
る
対
象
）

＋
「
詠
者
の
思
い
の
核
心
」（
問
い
の
ま
ま
放
任
）
と
い
う
緊
密
な
構
成
を
意

識
し
て
創
作
さ
れ
た
歌
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

四
　「
所
思
」
と
楽
府
題
「
有
所
思
」

　

第
二
節
に
お
い
て
取
り
上
げ
た
「
七
哀
」
詩
だ
け
で
な
く
、
長
征
、
地
方
へ

の
任
官
、
商
用
な
ど
で
離
れ
離
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
男
女
の
思
い
を
歌
っ
た

漢
詩
は
多
く
、離
れ
た
所
に
い
る
愛
し
く
思
う
人
、大
切
に
思
う
人
を
い
う
「
所

思（
注
５
）」

と
い
う
表
現
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
複
数
の
漢
詩
を
受
容
し
て
一
首
の

和
歌
を
作
る
こ
と
を
好
ん
だ
業
平
は
、
一
首
の
構
造
だ
け
で
な
く
テ
ー
マ
も
漢

詩
に
典
拠
を
持
っ
て
詠
ん
だ
可
能
性
が
高
い
。
業
平
歌
の
下
の
句
「
わ
が
思
ふ

人
は
あ
り
や
な
し
や
と
」
の
「
わ
が
思
ふ
人
」
な
い
し
は
「
わ
が
思
ふ
人
（
は
）

あ
り
」
と
い
う
表
現
は
漢
詩
の
「
所
思
」
や
「
有
所
思
」
に
依
拠
す
る
も
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

　

ま
ず
、「
所
思
」
の
古
い
例
と
し
て
『
楚
辞
』「
山
鬼
」（
山
の
精
霊
・
女
性
）

か
ら
見
て
い
き
た
い
。

　
　

…
…　
　
　
　
　
　
　

…
…

　
　

若
有
人
兮
山
之
阿　
　

若こ
こ

に
人
有
り　

山
の
阿く

ま

に

　
　

被
薜
茘
兮
帶
女
蘿　
　

薜へ
い
れ
い茘

を
被き

て　

女ぢ
よ

蘿ら

を
帯お

び

と
す

　
　

既
含
睇
兮
又
宜
笑　
　

既
に
睇て
い

を
含
み
て　

又
宜よ

く
笑
ふ

　
　

子
慕
予
兮
善
窈
窕　
　

子し　

予よ

の
善よ

く
窈え

う
て
う窕
た
る
を
慕
ふ

　
　

…
…　
　
　
　
　
　
　

…
…

　
　

被
石
蘭
兮
帶
杜
衡　
　

石せ
き
ら
ん蘭

を
被
て　

杜と

衡か
う

を
帯
と
し
、

　
　

折
芳
馨
兮
遺
所
思　
　

芳は
う
け
い馨

を
折
り
て　

思
ふ
所
に
遺
る

　
　

…
…　
　
　
　
　
　
　

…
…�

（『
楚
辞
』
九
歌
・
山
鬼
）

　

山
か
げ
に
住
み
、
薜
茘
の
衣
を
着
て
女
蘿
の
帯
を
締
め
、
流
し
目
を
送
り
笑

顔
の
素
敵
な
「
山
鬼
」
が
、「
所
思
」（
愛
す
る
人
）
へ
愛
情
の
し
る
し
に
「
芳

磬
」（
よ
い
香
り
の
花
）
を
贈
ろ
う
と
し
て
、
そ
の
心
情
を
独
白
体
で
語
る
。

愛
す
る
異
性
に
香
り
高
い
花
や
草
を
贈
る
こ
と
は
愛
情
の
証
で
あ
る
。

　
『
文
選
』
の
「
古
詩
十
九
首
」
に
も
、
旅
に
あ
る
男
が
遠
く
離
れ
た
故
郷
の

女
性
に
「
芳
草
」
を
贈
ろ
う
と
す
る
詩
が
あ
り
、
贈
ろ
う
と
す
る
相
手
を
「
所

思
」
と
表
現
す
る
。

　
　

渉
江
采
芙
蓉　
　
　

江
を
渉
り
て
芙
蓉
を
采
る

　
　

蘭
澤
多
芳
草　
　
　

蘭
澤
に
は
芳
草
多
し

　
　

采
之
欲
遺
誰　
　
　

之
を
采
り
て
誰
に
か
遺
ら
ん
と
欲
す
る

　
　

所
思
在
遠
道　
　
　

思
ふ
所
は
遠
道
に
在
り

　
　

還
顧
望
舊
鄕　
　
　

還
り
顧
み
て
舊
鄕
を
望
め
ば

　
　

長
路
漫
浩
浩　
　
　

長
き
路
は
漫
と
し
て
浩
浩
た
り

　
　

同
心
而
離
居　
　
　

心
を
同
じ
く
し
て
離
れ
居す

む
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憂
傷
以
終
老　
　
　

憂
ひ
傷
ん
で
以
て
老
を
終
へ
ん
と
す

�

（『
文
選
』
雜
詩　

第
二
十
九
巻
「
古
詩
十
九
首
（
其
六
）」）

　

水
辺
で
採
っ
た
美
し
い
蓮
、蘭
な
ど
の
香
り
草
を
誰
か
に
贈
ろ
う
と
思
う
が
、

懐
か
し
い
人
は
遠
く
離
れ
た
故
郷
に
い
る
。
故
郷
に
思
い
を
馳
せ
る
が
道
は
遠

く
、
慕
い
合
い
な
が
ら
会
え
ぬ
ま
ま
憂
愁
の
う
ち
に
年
老
い
て
ゆ
く
、
そ
れ
が

悲
し
い
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
第
三
句
の
「
采
之
欲
遺
誰
」
は
、
親
愛
な
る

人
に
芳
草
を
贈
っ
て
恩
情
を
結
ぶ
漢
代
頃
の
風
習
に
基
づ
き
、「
所
思
」
と
は�

「
妻
ま
た
は
親
友
を
い
う
」
と
語
注
に
あ
る（

注
６
）。

　

さ
ら
に
、『
玉
台
新
詠
』
に
は
、次
の
よ
う
に
「
有
所
思
」、「
我
所
思
兮
在
～
」

と
い
う
題
や
詩
句
を
持
つ
詩
が
数
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
　

巻
五　

雜
曲
三
首　

其
二　

有
所
思
（
沈
約
）

　
　

巻
六　

鼓こ

瑟し
つ

曲　

有
所
思
（
王
僧
孺
）

　
　

巻
六　

鼓こ

吹す
い

曲
二
首　

其
二　

有
所
思
（
費ひ

ち
や
う昶

）

　
　

巻
七　

有
所
思
（
梁
武
帝
）

　
　

巻
八　

雜
詩
五
首　

其
五　

賦
得
遺
所
思
（
劉
孝か
う
し
や
く綽

）

　
　

巻
八　

雜
詩
八
首　

其
一　

詠
得
有
所
思
（
庾
肩
吾
）

　
　

巻
九　

四
愁
詩
四
首　

其
一　

其
二　

其
三　

其
四
（
張
衡
）

　
　

巻
九　

擬
四
愁
詩
四
首
幷
序
（
傅
玄
）

　
　
　
　
　
　
　

其
一　

我
所
思
兮
在
瀛
州

　
　
　
　
　
　
　

其
二　

我
所
思
兮
在
珠
崖

　
　
　
　
　
　
　

其
三　

我
所
思
兮
在
崑
山

　
　
　
　
　
　
　

其
四　

我
所
思
兮
在
朔
方

　
　

巻
九　

擬
四
愁
詩
（
張
載
）

　
　
　
　
　
　
　

其
一　

我
所
思
兮
在
南
巢

　
　
　
　
　
　
　

其
二　

我
所
思
兮
在
朔
湄

　
　
　
　
　
　
　

其
三　

我
所
思
兮
在
隴
原

　
　
　
　
　
　
　

其
四　

我
所
思
兮
在
營
州

　
　

巻
十　

有
所
思
一
首
（
虞
炎
）

　

こ
れ
は
、
恋
愛
を
テ
ー
マ
と
す
る
「
有
所
思
」
と
い
う
楽
府
題
が
古
く
か
ら

存
在
し
、
そ
れ
に
倣
っ
て
多
く
の
擬
楽
府
が
つ
く
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る（

注
７
）。

　

次
に
示
す
の
は
、
後
漢
の
時
代
に
歌
わ
れ
た
と
い
う
「
有
所
思
」
で
あ
る
。

　
　

有
所
思　
　
　
　
　
　
　

思
ふ
所ひ
と

有
り

　
　

乃
在
大
海
南　
　
　
　
　

乃
ち
大
海
の
南
に
在
り

　
　

何
用
問
遺
君　
　
　
　
　

何
を
用も
つ

て
君
に
問お

く遺
ら
ん

　
　

雙
珠
瑇
瑁
簪　
　
　
　
　

雙さ
う
し
ゆ珠　

瑇た
い
ま
い瑁
の
簪か

ん
ざ
し

　
　

用
玉
紹
繚
之　
　
　
　
　

玉
を
用も

つ

て
之
を
紹せ

う
れ
う繚

す

　
　

聞
君
有
他
心　
　
　
　
　

聞
く
な
ら
く　

君
に
他
心
有
り
と

　
　

拉
雜
摧
燒
之　
　
　
　
　

拉ら
つ
ざ
つ雜
に
摧く

だ

き
て
之
を
燒
か
ん

　
　

摧
燒
之　
　
　
　
　
　
　

摧
き
て
之
を
燒
か
ば

　
　

當
風
揚
其
灰　
　
　
　
　

風
に
當
た
り
て
其
の
灰
を
揚
ぐ
べ
し

　
　

從
今
以
往　
　
　
　
　
　

今
よ
り
以さ

き往
は

　
　

勿
復
相
思　
　
　
　
　
　

復
た
相
思
ふ
こ
と
勿
か
ら
ん

　
　

相
思
與
君
絶　
　
　
　
　

相
思
ひ
つ
つ
君
と
絶わ
か

る
る
と
き

　
　

雞
鳴
狗
吠　
　
　
　
　
　

雞
は
鳴
き
狗い
ぬ

は
吠
ゆ

　
　

兄
嫂
當
知
之　
　
　
　
　

兄あ
に
よ
め嫂

も
當
に
之
を
知
る
べ
し

　
　

 

〔
妃
呼
豨
〕　　
　
　
　
　
〔
妃ひ

こ

き
呼
豨
〕

　
　

秋
風
粛
粛
晨
風
颸　
　
　

秋
風
は
粛し
ゆ
く

々
と
し
て
晨し

ん
ぷ
う風

は
颸は

や

し
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東
方
須
臾
高
知
之　
　
　

東
方
須し

ゆ

臾ゆ

に
し
て
高
く
な
ら
ば
之
を
知
ら
ん

�

（「
有
所
思
」『
古
楽
府
』）

　

思
う
人
が
い
て
、
そ
の
人
は
大
海
の
南
に
い
る
と
歌
い
起
こ
し
、
そ
の
人
に

何
を
贈
ろ
う
か
、
貴
重
な
贈
り
物
を
あ
れ
こ
れ
考
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
男
に
ふ

た
心
が
あ
る
と
聞
き
、贈
り
物
を
壊
し
、男
へ
の
思
い
も
断
と
う
と
決
意
す
る
。

し
か
し
、初
め
て
逢
っ
た
頃
を
思
い
出
し
、夜
明
け
を
待
っ
た
ら
お
日
様
が
は
っ

き
り
さ
せ
て
く
れ
る
と
思
い
直
す
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

　

こ
の
詩
か
ら
、
楽
府
題
「
有
所
思
」
の
お
よ
そ
の
形
式
は
、
冒
頭
を
「
有
所

思
」
で
歌
い
起
こ
し
、
続
い
て
そ
の
人
が
ど
こ
に
い
る
か
を
示
し
、
そ
の
人
に

自
ら
の
思
い
を
伝
え
る
べ
く
貴
重
な
物
を
あ
れ
こ
れ
列
挙
し
て
贈
ろ
う
と
す
る

が
、
結
局
そ
れ
ら
は
贈
ら
れ
な
い
ま
ま
、
相
手
の
心
変
わ
り
を
懸
念
し
つ
つ
、

悲
し
み
は
晴
れ
な
い
ま
ま
詩
は
終
わ
る
と
い
う
内
容
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
『
玉
台
新
詠
』
所
収
の
「
有
所
思
」
に
は
短
い
詩
も
多
く
、
前
述
の
古
楽
府

の
部
分
的
な
変
奏
が
多
い
。
詩
句
に
「
所
思
」
を
用
い
な
い
も
の
も
あ
る
。

　
　

西
征
登
隴
首　
　

西
征
し
て
隴ろ
う
し
ゆ首

に
登
り

　
　

東
望
不
見
家　
　

東
望
す
る
も
家
を
見
ず

　
　

…
…　
　
　
　
　

…
…

　
　

流
淚
對
漢
使　
　

淚
を
流
し
て
漢
使
に
對
し

　
　

因
書
寄
狹
斜　
　

書
に
因
り
て
狹
斜
に
寄
す

�

（
巻
五　
「
雜
曲
三
首
」
其
二
「
有
所
思
」・
沈
約
）

　
　

…
…　
　
　
　
　

…
…

　
　

所
思
不
可
寄　
　

思
ふ
所
は
寄
す
べ
か
ら
ず

　
　

唯
憐
盈
袖
香　
　

唯
だ
憐
む　

盈え
い
し
う袖

の
香

�

（
巻
八　
「
雜
詩
五
首
」
其
五
「
賦
得
遺
所
思
」・
劉り

う

高か
う
し
や
く綽
）

　

一
首
目
は
、
出
征
中
の
男
が
隴
山
か
ら
都
の
伎
女
に
思
い
を
寄
せ
た
詩
で
あ

る
。
最
後
の
二
句
は
『
伊
勢
物
語
』
第
九
段
、
宇
津
の
山
で
出
会
っ
た
修
行
者

に
「
京
に
、
そ
の
人
の
御
も
と
に
と
て
、
文
か
き
て
つ
く
」
を
想
起
さ
せ
る
。

　

二
首
目
は
、
別
れ
た
「
蕩
子
」
に
春
の
芳
し
い
花
を
贈
っ
て
や
り
た
く
思
う

が
、今
と
な
っ
て
は
袖
の
残
り
香
を
な
つ
か
し
む
ば
か
り
だ
と
い
う
詩
で
あ
る
。

　

遠
く
離
れ
て
暮
ら
す
男
女
の
間
で
、
相
手
の
こ
と
を
思
っ
て
も
心
が
届
か
な

い
不
安
や
心
を
届
け
る
術
の
な
い
悲
し
み
を
、
さ
ま
ざ
ま
に
変
奏
し
て
歌
っ
た

の
が
楽
府
「
有
所
思
」
で
あ
る
。

　

業
平
歌
は
こ
れ
ら
の
楽
府
題
「
有
所
思
」
を
訓
読
改
変
し
て
「
わ
が
思
ふ
人

は
あ
り
や
な
し
や
」
と
し
、
都
に
残
し
た
妻
や
恋
人
の
安
否
を
気
遣
い
恋
い
慕

う
真
情
を
吐
露
す
る
歌
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

五
　「
四
愁
詩
」
に
お
け
る
「
我
所
思
兮
在
～
」

　

さ
ら
に
『
文
選
』
や
『
玉
台
新
詠
』
所
収
の
「
四
愁
詩
」
や
「
擬
四
愁
詩
」

に
も
、楽
府
「
有
所
思
」
と
よ
く
似
た
詩
句
が
あ
る
。「
四
愁
詩
」
と
は
「
愁
い
」

に
つ
い
て
作
ら
れ
た
詩
の
意
で
、
張
衡
の
詩
の
序
に
、「
時
に
天
下
漸
く
獘つ
ひ

え
、

鬱
々
と
し
て
志
を
得
ず
。
…
屈
原
に
依
り
、
美
人
を
以
て
君
子
と
為
し
、
珍
宝

を
以
て
仁
義
と
為
し
水
深
雪
雰
を
以
て
小
人
と
為
す
。
道
術
を
以
て
相
報
い
て

時
君
に
貽
ら
ん
こ
と
を
思
ふ
」
と
あ
り
、
政
治
が
正
し
く
行
わ
れ
な
い
こ
と
の

嘆
き
が
作
詩
の
動
機
で
あ
る
。

　
　
　
　

四
愁
詩
四
首　

�　
　
　
　
　

張
衡

　
　
　
　

一
思
曰　
　
　
　
　
　

一
の
思
ひ
に
曰
く　
　
　
　

　
　

我
所
思
兮
在
太
山　
　

我
が
思
ふ
所
は
太
山
に
在
り

　
　

欲
往
從
之
梁
父
艱　
　

往ゆ

い
て
之
に
從
は
ん
と
欲
す
れ
ば　

梁
父
艱け

は

し
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側
身
東
望
涕
霑
翰　
　

身
を
側そ

ば

め
て
東
の
か
た
望な

が

む
れ
ば
涕な

み
だ

翰か
ん

を
霑う

る
ほ

す

　
　

美
人
贈
我
金
錯
刀　
　

美
人　

我
に
金き
ん
さ
く
た
う

錯
刀
を
贈
れ
り

　
　

何
以
報
之
英
瓊
瑤　
　

何
を
以
て
か
之
に
報
い
ん　

英え
い
け
い
え
う

瓊
瑤

　
　

路
遠
莫
致
倚
逍
遙　
　

路
遠
く
し
て
致
す
莫
く　

倚よ

り
て
逍
遙
す

　
　

何
爲
懷
憂
心
煩
勞　
　

何な
ん

爲す

れ
ぞ
憂
ひ
を
懷い

だ

き
て
心
煩は

ん
ら
う勞

す
る

�

（『
文
選
』
巻
二
九
、『
玉
台
新
詠
』
巻
九
）

　

前
半
の
三
句
は
よ
こ
し
ま
な
人
に
遮
ら
れ
「
我
所
思
」（
君
主
）
に
近
づ
く

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
嘆
き
、
後
半
の
四
句
は
、
君
主
か
ら
黄
金
の
太
刀
を

贈
ら
れ
報
い
た
い
が
、
邪
臣
に
隔
て
ら
れ
愁
い
を
募
ら
せ
る
。
同
じ
内
容
を
四

首
重
ね
る
の
は
『
詩
経
』
の
形
式
で
あ
る
が
、内
容
は
屈
原
の
『
楚
辞
』「
離
騒
」

な
ど
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
。「
我
所
思
」
の
い
る
場
所
が
「
太
山
」（
王
者
が

祀
り
を
行
う
泰
山
）、「
桂
林
」（
舜
帝
が
遊
行
し
た
地
）、「
漢
陽
」（
周
の
西
伯

文
王
が
治
め
た
地
方
）、「
雁
門
」（
顓せ
ん
ぎ
よ
く頊

が
帝
位
に
あ
っ
た
地
）
と
変
化
し
、

遮
る
も
の
も
変
わ
る
が
そ
れ
ら
は
邪
臣
の
比
喩
で
あ
る
。
形
式
は
四
首
と
も
同

じ
で
、
思
慕
す
る
君
主
の
側
に
寄
れ
ず
思
い
が
通
じ
な
い
嘆
き
を
歌
う
。

　

張
衡
の
「
四
愁
詩
四
首
」
に
倣
い
、
傅
玄
や
張
載
も
「
擬
四
愁
詩
四
首
」
を

作
っ
た
。
傅
玄
の
「
擬
四
愁
詩
四
首
」
は
張
衡
よ
り
一
首
が
長
く
な
る
。

　
　
　
　

其
一　

我
所
思
瓊
瀛
州　

我
が
思
ふ
所
は
瀛
州
に
在
り

　
　

我
所
思
兮
在
瀛
州　
　

我
が
思
ふ
所
は
瀛え
い
し
う州

に
在
り

　
　

願
爲
雙
鵠
戲
中
流　
　

願
は
く
は
雙さ
う
こ
く鵠

と
爲
り
て
中
流
に
戲
れ
ん

　
　

牽
牛
織
女
期
在
秋　
　

牽
牛
織
女　

期き

秋
に
あ
り

　
　

山
高
水
深
路
無
由　
　

山
高
く
水
深
く
し
て
路
由
る
無
し

　
　

愍
余
不
遘
嬰
殷
憂　
　

愍あ
は

れ
む　

余
が
遘あ

は
ず
殷い

ん
い
う憂

に
嬰か

か

る
を

　
　

佳
人
貽
我
明
月
珠　
　

佳
人
我
に
貽
る　

明
月
の
珠

　
　

何
以
要
之
比
目
魚　
　

何
を
以
て
か
之
を
要
せ
ん　

比
目
魚

　
　

海
廣
無
舟
悵
勞
劬　
　

海
廣
く
舟
無
く
悵ち
や
う

と
し
て
勞ら

う

劬く

す

　
　

寄
言
飛
龍
天
馬
駒　
　

言
を
寄
す
飛
龍
天
馬
の
駒く

　
　

風
起
雲
披
飛
龍
逝　
　

風
起
り
雲
披ひ

ら

き
て
飛
龍
逝
く

　
　

驚
波
滔
天
馬
不
儷　
　

驚
波
天
に
滔は
び
こ

り
て
馬
儷な

ら

ば
ず

　
　

何
爲
多
念
心
憂
世　
　

何
爲
れ
ぞ
念
多
く
心
世
を
憂
ふ
る

�

（『
玉
台
新
詠
』
巻
九
）

　

傅
玄
の
擬
作
も
「
我
所
思
」
の
い
る
場
所
が
「
瀛
州
」・「
珠
崖
」・「
崑
山
」・

「
朔
方
」
と
東
・
南
・
西
・
北
の
地
に
変
化
し
、「
雙
鵠
」・「
比
翼
」・「
飛
雁
」

と
な
っ
て
君
主
の
傍
ら
に
あ
り
た
い
と
願
う
が
か
な
わ
な
い
。
ま
た
贈
り
物
を

受
け
た
こ
と
に
報
い
た
い
と
い
う
願
い
も
か
な
わ
な
い
。

　

業
平
歌
の
「
都
鳥
」
は
、
単
な
る
嘱
目
の
景
で
は
な
く
傅
玄
の
四
愁
詩
の
鳥

な
ど
に
触
発
さ
れ
て
発
想
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る（

注
８
）。

　

業
平
歌
の
「
わ
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
」
と
い
う
表
現
が
、「
有
所
思
」
で
は

な
く
「
四
愁
詩
」「
擬
四
愁
詩
」
の
「
我
所
思
兮
在
～
」
に
依
拠
し
た
と
す
れ
ば
、

「
隅
田
川
の
ほ
と
り
」
で
「
思
ひ
わ
び
て
」
い
る
詠
者
は
『
楚
辞
』
の
屈
原
像

に
限
り
な
く
近
づ
く
。
す
る
と
下
の
句
は
、
主
君
の
不
興
を
買
っ
て
宮
中
か
ら

距
離
を
置
か
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
あ
っ
た
詠
者
が
、
な
お
も
主
君
で
あ
る
帝

を
心
か
ら
思
慕
す
る
こ
と
を
表
明
し
た
歌
と
な
る
。
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
「
…

は
あ
り
や
な
し
や
」
が
「
我
所
思
」
の
存
在
の
有
無
を
問
う
表
現
だ
と
み
れ

ば（
注
９
）、

理
想
的
君
主
の
存
在
を
懐
疑
す
る
意
と
な
り
諷
喩
性
が
高
く
な
る
。

六
　
白
居
易
の
「
所
思
」

　

漢
代
か
ら
六
朝
時
代
ま
で
の
楽
府
「
有
所
思
」
で
は
、
作
者
（
主
と
し
て
男
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性
）
が
女
性
に
な
り
代
わ
り
異
郷
に
あ
る
男
性
を
思
慕
す
る
情
を
述
べ
る
場
合

が
多
い
の
に
対
し
て
、
白
居
易
は
「
敬
慕
す
る
人
」、「
心
に
思
慕
す
る
人
」
の

意
で
男
性
か
ら
男
性
に
対
し
て
「
所
思
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
た
。

　
　
　
　

自
吟
拙
什　
　
　
　
　

自
ら
拙
什
を
吟
じ

　
　
　
　

因
有
所
懷　
　
　
　
　

因
り
て
懷
ふ
所
有
り

　
　

…
…　
　
　
　
　
　
　
　

…
…

　
　

時
時
自
吟
詠　
　
　
　

時じ

じ時　

自
ら
吟
詠
し

　
　

吟
罷
有
所
思　
　
　
　

吟
じ
罷を
は

り
て
思
ふ
所
有
り

　
　

蘇
州
及
彭
澤　
　
　
　

蘇
州
及
び
彭は
う
た
く澤

　
　

與
我
不
同
時　
　
　
　

我
と
時
を
同
じ
う
せ
ず

　
　

此
外
復
誰
愛　
　
　
　

此
の
外
復
た
誰
を
か
愛
す
る

　
　

唯
有
元
微
之　
　
　
　

唯
だ
元
微
之
有
る
の
み

　
　

趁
向
江
陵
府　
　
　
　

江
陵
府
に
趁お

は
れ
て

　
　

三
年
作
判
事　
　
　
　

三
年　

判
事
と
作
る

　
　

相
去
二
千
里　
　
　
　

相
去
る
こ
と
二
千
里

　
　

詩
成
遠
不
知　
　
　
　

詩
成
れ
ど
も
遠
く
し
て
知
ら
ず

�

（『
白
氏
文
集
』
第
六
・
二
五
六
）

　

詩
が
で
き
あ
が
り
吟
じ
終
わ
る
と
、
敬
慕
す
る
先
人
陶
潜
や
韋
応
物
が
心
に

浮
か
ぶ
が
、
彼
ら
は
同
時
代
の
人
で
は
な
い
。
彼
ら
以
外
に
誰
を
愛
す
る
か
と

い
え
ば
、
た
だ
元
稹
（
字
は
微
之
）
が
い
る
ば
か
り
。
彼
は
江
陵
府
へ
左
遷
さ

れ
二
千
里
も
離
れ
て
い
る
の
で
、
詩
が
出
来
上
が
っ
て
も
遠
す
ぎ
て
知
ら
な
い

ま
ま
だ
と
嘆
く
。
白
居
易
の
「
所
思
」
は
、
空
間
的
に
遠
く
に
あ
っ
て
会
え
な

い
人
の
み
な
ら
ず
、
す
で
に
他
界
し
た
敬
愛
す
る
先
人
を
も
含
み
、
作
品
が
完

成
す
る
と
時
空
を
超
え
て
彼
ら
と
対
話
を
し
よ
う
と
し
た
。

　

白
居
易
は
元
和
十
年
（
八
一
五
）、
四
四
歳
の
年
に
江
州
司
馬
に
左
遷
さ
れ

た
。
そ
の
四
年
後
、
刺
史
に
任
ぜ
ら
れ
長
江
の
上
流
に
あ
る
忠
州
に
赴
く
。
不

本
意
な
任
地
に
お
い
て
は
「
所
思
」
が
大
き
な
心
の
拠
り
ど
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　

初
至
忠
州
登
東
樓　
　

初
め
て
忠
州
に
至
り
て
東
樓
に
登
り

　
　
　
　

寄
萬
州
楊
八
使
君　
　

萬
州
の
楊
八
使
君
に
寄
す

　
　

山
束
邑
居
窄　
　
　
　

山
束つ
か

ね
て　

邑
居
窄せ

ま

く

　
　

峡
牽
氣
候
偏　
　
　
　

峡
牽
き
て　

氣
候
偏
す

　
　

林
巒
少
平
地　
　
　
　

林り
ん
ら
ん巒　

平
地
少
な
く

　
　

霧
雨
多
陰
天　
　
　
　

霧
雨　

陰
天
多
し

　
　

…
…　
　
　
　
　
　
　

…
…

　
　

憑
軒
望
所
思　
　
　
　

軒
に
憑よ

り
て
思
ふ
所
を
望
め
ば

　
　

目
斷
心
悁
悁　
　
　
　

目
斷
ち
て
心
悁け
ん
け
ん悁

た
り

　
　

背
春
有
去
雁　
　
　
　

春
に
背
き
て
去
雁
あ
り

　
　

上
水
無
來
船　
　
　
　

水
を
上
り
て
來
船
無
し

　
　

…
…　
　
　
　
　
　
　

…
…�

（『
白
氏
文
集
』
巻
一
一
・
五
二
八
）

　

着
任
早
々
に
街
の
東
の
楼
閣
か
ら
眺
望
す
る
と
、
渓
谷
沿
い
の
町
や
村
は
狭

く
、
霧
や
雨
の
た
め
に
空
は
暗
い
。
欄
干
に
寄
っ
て
友
の
い
る
方
角
を
眺
め
て

も
、
憂
い
は
増
す
ば
か
り
。
北
国
へ
帰
る
雁
は
見
え
る
が
、
長
江
を
遡
っ
て
く

る
船
の
姿
は
見
え
ず
、
隣
の
州
に
友
人
は
い
る
が
会
え
る
距
離
で
は
な
く
、
そ

の
手
立
て
も
な
い
。「
所
思
」
と
は
萬
州
刺
史
、
楊
帰
厚
を
指
す
。

　

江
州
司
馬
の
任
期
が
明
け
帝
都
へ
の
帰
還
を
期
待
し
て
い
た
白
居
易
は
、
さ

ら
に
上
流
の
四
川
省
の
辺
鄙
な
街
に
赴
任
し
、
鬱
勃
た
る
気
持
ち
を
持
て
余

す
。
長
江
の
河
岸
の
楼
閣
で
鳥
を
眺
め
、
長
安
や
友
人
を
思
う
。
こ
れ
は
業
平

歌
の
詞
書
の
状
況
と
似
る
が
、
白
詩
は
季
節
が
春
で
あ
る
。
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立
秋
の
日
、
洛
陽
か
ら
蘇
州
の
劉
禹
錫
に
思
い
を
馳
せ
た
詩
も
あ
る
。

　
　
　
　

立
秋
夕
有
懷
夢
得　
　
　

立
秋
の
夕
べ
夢ぼ
う
と
く得
を
懷
ふ
有
り

　
　

露
簟
荻
竹
靑　
　
　
　

露ろ

簟て
ん

は
荻て

き
ち
く竹
靑
く

　
　

風
扇
蒲
葵
輕　
　
　
　

風ふ
う
せ
ん扇

は
蒲ほ

き葵
輕
し

　
　

一
與
故
人
別　
　
　
　

一
た
び
故
人
と
別
れ

　
　

再
見
新
蟬
鳴　
　
　
　

再
び
新し
ん
せ
ん蟬
の
鳴
く
を
見
る

　
　

是
夕
涼
飈
起　
　
　
　

是
の
夕
べ
涼り
や
う
へ
う飈
起
こ
り

　
　

閑
境
入
幽
情　
　
　
　

閑
境　

幽
情
に
入
る

　
　

…
…　
　
　
　
　
　
　

…
…

　
　

所
思
渺
千
里　
　
　
　

思
ふ
所　

渺
と
し
て
千
里

　
　

雲
水
長
洲
城　
　
　
　

雲
水　

長
洲
の
城

�

（『
白
氏
文
集
』
巻
六
二
・
二
九
六
五
）

　

立
秋
の
夕
べ
、
露
が
降
り
て
簟た
か
む
し
ろ

の
荻
や
竹
は
青
々
と
涼
し
げ
に
見
え
、
別
れ

て
二
度
目
の
秋
を
迎
え
た
。
今
宵
、
涼
風
が
吹
き
閑
静
な
境
地
に
ひ
た
っ
て
い

る
。
鶴
を
眺
め
、
笙
の
音
を
聞
き
、
茶
を
す
す
り
、
詩
を
吟
じ
、
雲
水
千
里
を

隔
て
た
長
洲
城
に
い
る
敬
愛
す
る
あ
な
た
に
思
い
を
馳
せ
る
、
と
い
う
内
容
で

あ
る
。
老
境
に
さ
し
か
か
っ
て
か
ら
の
親
友
が
劉
禹
錫
（
字
は
夢
得
）
で
あ
る
。

　

白
居
易
は
貶
謫
さ
れ
て
い
た
期
間
や
、中
央
官
僚
の
生
活
に
見
切
り
を
つ
け
、

外
任
を
求
め
て
杭
州
や
蘇
州
の
刺
史
と
し
て
赴
任
し
て
い
た
期
間
に
、
政
治
的

に
志
を
同
じ
く
し
た
友
人
た
ち
と
盛
ん
に
詩
や
書
簡
を
応
酬
し
た
。
こ
の
詩
を

創
作
し
た
時
期
に
は
洛
陽
に
い
た
が
、
七
年
前
ま
で
蘇
州
刺
史
で
あ
っ
た
。
季

節
は
折
し
も
秋
、
渺
々
と
果
て
し
な
く
広
が
る
江
湖
の
ほ
と
り
で
、
か
つ
て
の

自
分
の
よ
う
に
郷
愁
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
親
友
に
思
い
を
馳
せ
る
。

　

こ
れ
ら
の
詩
か
ら
、
白
居
易
は
敬
愛
す
る
先
人
、
心
の
通
じ
合
え
る
同
時
代

の
友
を
「
所
思
」
と
表
現
し
、
不
遇
な
時
代
に
彼
ら
の
存
在
を
心
の
よ
り
ど
こ

ろ
と
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
詩
に
詠
ま
れ
た
「
所
思
」
の
ほ
と
ん
ど

－

陶

潜
、
韋
応
物
、
元
稹
、
劉
禹
錫

－

が
長
江
の
河
畔
の
街
に
隠
棲
、
赴
任
し
た
り
、

貶
謫
さ
れ
た
。
中
唐
の
名
だ
た
る
詩
人
た
ち
は
、
自
己
の
信
念
を
貫
こ
う
と
し

て
し
ば
し
ば
対
抗
勢
力
に
追
い
や
ら
れ
、
南
方
（
長
江
沿
岸
の
諸
州
や
そ
れ
よ

り
南
方
）
へ
貶
謫
さ
れ
た
。
彼
ら
は
詩
作
そ
の
も
の
を
心
の
拠
り
所
と
し
、
そ

れ
ら
を
贈
っ
て
慰
め
合
い
数
々
の
名
作
が
生
ま
れ
た
。

　

白
詩
と
業
平
歌
に
お
け
る
共
通
点
は
、
詠
者
ま
た
は
「
所
思
」
の
ど
ち
ら
か

が
江
湖
の
ほ
と
り
に
い
て
、
遠
く
離
れ
た
「
所
思
」
を
深
く
思
慕
し
、
落
剥
感

や
寂
寥
感
・
漂
泊
感
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

七
　「
先
蹤
の
あ
る
表
現
」
へ
の
こ
だ
わ
り

　

以
上
の
よ
う
に
「
名
に
し
負
は
ば
」
歌
は
一
首
の
構
成
を
漢
詩
に
倣
い
、
初

句
か
ら
第
五
句
ま
で
の
す
べ
て
を
『
万
葉
集
』
や
『
楚
辞
』、『
文
選
』、『
玉
台

新
詠
』、『
白
氏
文
集
』
な
ど
の
表
現
や
詩
句
な
ど
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
そ
れ
ら
を

変
奏
し
翻
案
し
て
詠
ま
れ
た
。
と
り
わ
け
下
の
句
「
わ
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な

し
や
と
」
の
典
拠
で
あ
る
「
有
所
思
」
の
出
典
を
ど
う
見
る
か
に
よ
っ
て
、
一

首
の
テ
ー
マ
が
、
都
に
残
し
た
妻
や
恋
人
へ
の
思
慕
の
情
と
も
、
主
君
か
ら
退

け
ら
れ
て
も
な
お
思
慕
し
続
け
漂
泊
す
る
悲
哀
と
も
、
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
に
多
様
な
解
釈
が
で
き
る
よ
う
に
業
平
は
和
歌
を
あ

え
て
創
作
し
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
過
剰
な
ま
で
の
先
蹤
表
現
の
摂
取

は
小
西
甚
一
氏
の
言
う
「
倚
傍
」
に
他
な
ら
な
い
。

　

嵯
峨
天
皇
か
ら
文
徳
天
皇
に
至
る
約
五
十
年
間
の
唐
風
全
盛
期
を
経
て
、
清

和
天
皇
の
時
代
と
な
っ
て
和
歌
が
復
興
し
た
時
、
和
歌
は
す
で
に
古
今
集
的
表
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現
に
変
わ
っ
て
い
た
。
そ
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
六
朝
の
詩
文
の
影
響
が
大
で

あ
り
、
古
今
集
的
表
現
の
特
徴
は
「
倚
傍
」
に
尽
き
る
と
小
西
甚
一
氏
は
次
の

よ
う
に
述
べ
た

）
（注

（
注

。

　
　

�

古
今
集
的
表
現
に
含
ま
れ
る
六
朝
的
特
性
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
点
に
認
め
ら

れ
る
と
し
て
も
、そ
れ
ら
を
約
言
す
れ
ば
、畢
竟
「
倚
傍
」
に
他
な
ら
ぬ
。

境
象
と
ま
っ
す
ぐ
に
真
実
感
合
せ
ず
、
他
の
何
も
の
か
に
寄
り
途
す
る
態

度
で
あ
る
。「
他
の
何
も
の
か
」
は
、
智
巧
的
な
見
立
と
か
、
先
行
的
表

現
へ
の
依
存
と
か
、
語
戯
的
な
あ
そ
び
と
か
、
幾
ら
も
形
を
か
え
て
存
在

す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
を
貫
く
も
の
は
唯
ひ
と
つ
、
境
象
の
真
実
に
直

進
せ
ぬ
曲
線
的
性
格
で
あ
る
。
古
今
集
的
表
現
に
対
す
る
六
朝
詩
（
特
に

第
四
期
）
の
影
響
を
主
張
し
た
い
。

　
「
倚
傍
」
と
は
唐
代
の
詩
論
の
語
で
、
把
握
し
た
境
象
を
客
体
化
し
外
か
ら

眺
め
直
し
た
表
現
で
あ
り
、
把
握
即
表
現
の
直
截
性
が
な
い
。
万
葉
風
か
ら
古

今
風
に
転
じ
る
に
当
た
っ
て
は
、
単
な
る
詩
句
の
受
容
や
摂
取
に
終
わ
ら
ず
、

発
想
な
ど
も
含
め
て
漢
詩
か
ら
の
推
進
が
大
き
く
は
た
ら
い
て
い
る
と
い
う
。

　
　

�

表
現
に
つ
い
て
い
え
ば
、先
人
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
言
い
方
を
尊
重
し
、

そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
表
現
美
を
感
ず
る
心
理
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
「
先
蹤
の
有
る
表
現
こ
そ
美
し
い
表
現
だ
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
る

（
吉
川
幸
次
郎
博
士
『
支
那
人
の
古
典
と
そ
の
生
活
』）。「
何
か
に
倚
り
か

か
る
」
表
現
（
換
言
す
れ
ば
「
倚
傍
」）
は
こ
こ
に
胚
胎
し
て
い
る
。

　

業
平
は
淳
和
天
皇
の
天
長
二
年
（
八
二
五
）
に
生
を
受
け
、
ま
さ
に
唐
風
全

盛
期
の
中
で
成
長
し
た
。「
名
に
し
負
は
ば
」
歌
が
一
首
の
構
成
を
陶
潜
や
白

居
易
の
詩
に
学
び
、
楽
府
詩
や
四
愁
詩
の
詩
句
を
一
捻
り
し
て
「
わ
が
思
ふ
ひ

と
は
あ
り
や
な
し
や
と
」
と
「
都
鳥
」
に
呼
び
か
け
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は

な
い
。
鳥
が
「
都
」
と
い
う
名
を
持
つ
が
故
に
発
せ
ら
れ
た
こ
の
問
い
は
答
え

を
期
待
し
な
い
問
い
で
、
語
義
的
な
遊
び
の
域
を
超
え
た
哀
切
な
情
感
の
表
出

で
あ
る
。
楽
府
「
有
所
思
」
や
四
愁
詩
「
我
所
思
兮
在
～
」
や
白
詩
の
「
所
思
」

の
由
来
で
あ
る
も
と
の
詩
を
想
起
す
る
読
者
は
、
別
離
の
悲
哀
や
漂
泊
の
旅
に

あ
る
寂
寥
感
を
、
依
拠
し
た
漢
詩
も
重
ね
合
わ
せ
て
一
段
と
深
く
感
じ
た
は
ず

で
あ
る
。
こ
の
一
首
に
は
見
立
て
こ
そ
な
い
が
、
ほ
ぼ
全
句
が
漢
詩
や
『
万
葉

集
』
の
先
蹤
表
現
を
持
ち
、
い
わ
ゆ
る
「
倚
傍
」
の
典
型
と
も
言
う
べ
き
歌
で

あ
る
。

　

業
平
歌
の
先
蹤
の
あ
る
表
現
を
多
く
取
り
込
む
詠
歌
法
は
後
の
時
代
に
い
う

「
本
歌
取
り
」
に
当
た
る
。
井
上
博
嗣
氏
は
本
歌
取
り
を
し
た
歌
と
本
歌
と
の

関
係
を
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　
　

�

本
歌
に
対
し
本
歌
取
り
を
し
た
歌
は
、
従
属
す
る
の
で
は
な
く
、
相
乗
作

用
を
持
つ
関
係
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。（
中
略
）本
歌
を
下
に
敷
き
、

そ
の
世
界
を
含
み
込
み
な
が
ら
も
、
反
作
用
的
に
そ
れ
と
は
世
界
を
違
え

て
、
本
歌
と
ど
れ
だ
け
距
離
を
保
ち
、
か
つ
、
そ
れ
を
測
る
か
に
よ
っ
て

自
ら
の
歌
の
自
立
を
か
ち
取
る
方
途
、
そ
れ
が
本
歌
取
り
な
の
で
あ
る
。

�

（「
本
歌
取
り

－

和
歌
引
用
論

）
（（

（
注

」）

　
「
本
歌
取
り
」
と
い
う
名
称
で
「
修
辞
」
と
し
て
明
確
に
意
識
さ
れ
る
の
は

新
古
今
集
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
が
、
平
安
時
代
前
期
に
業
平
は
貪
欲
に

漢
詩
文
を
摂
取
し
、
前
代
か
ら
の
和
歌
表
現
を
土
台
に
し
て
、
自
ら
の
歌
の
独

創
性
を
追
求
し
た
。
業
平
が
徹
底
し
て
「
先
蹤
の
有
る
表
現
」
に
倚
り
つ
つ
自

立
し
た
和
歌
の
創
作
を
目
指
し
た
の
は
、「
和
歌
と
漢
詩
の
同
価
値
性
、
同
質

性
を
強
調
し
、
和
歌
が
正
式
の
文
学
の
座
を
獲
得
す
る

）
（注

（
注

」
た
め
で
あ
っ
た
。
さ

ら
に
彼
の
二
五
歳
か
ら
三
八
歳
ま
で
の
十
三
年
間
の
官
位
停
滞
期
に
、
と
り
わ
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け
そ
れ
に
没
頭
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
自
己
の
存
在
意
義
を
見
出
そ
う
と
し

た
か
ら
で
は
な
い
か
。

お
わ
り
に

　

最
後
に
、
業
平
歌
の
詞
書
と
和
歌
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

和
歌
の
場
合
は
、音
韻
数
が
三
十
一
音
で
あ
る
と
い
う
大
き
な
制
約
が
あ
り
、

業
平
の
よ
う
に
「
仮
構
の
世
界
の
中
に
入
っ
て
、
そ
の
世
界
の
作
中
人
物
の
立

場
に
立
っ
て
詠
歌
」
し

）
（注

（
注

、
な
お
か
つ
「
先
蹤
の
あ
る
表
現
」
を
数
多
く
取
り
入

れ
よ
う
と
す
る
歌
人
に
と
っ
て
、「
長
文
の
題
＋
漢
詩
」
や
「
詩
序
＋
漢
詩
」

の
形
式
は
絶
好
の
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
。

　
「
詩
序
＋
漢
詩
」
の
形
式
は
陶
潜
の
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、

白
居
易
詩
に
は
「
秦
中
吟
十
首　
并
序
」（
巻
二
・
七
五
～
八
四
）、「
琵
琶
引

　
并
序
」（
巻
一
一
・
六
〇
二
～
六
〇
三
）
を
は
じ
め
こ
の
形
式
が
多
い
。

　

業
平
は
こ
れ
ら
に
倣
っ
て
状
況
説
明
的
な
部
分
は
詞
書
に
任
せ
、
和
歌
で
は

作
中
人
物
の
真
情
を
吐
露
す
る
こ
と
に
徹
し
た
。
そ
の
結
果
、「
詞
書
＋
和
歌
」

を
一
つ
の
作
品
と
見
た
時
の
完
成
度
は
高
く
な
っ
た
が
、
和
歌
だ
け
を
取
り
出

し
て
鑑
賞
し
た
場
合
、「
仮
名
序
」
の
業
平
評
が
そ
の
典
型
だ
が
「
心
余
り
て
、

言
葉
足
ら
ず
」
と
評
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
『
古
今
集
』
の
撰
者
が
他
の
和
歌
と
形
式
を
そ
ろ
え
て
詞
書
を
整
理
し
よ
う

と
し
た
と
き
、
地
名
な
り
、
一
行
の
心
境
な
り
、
都
鳥
の
外
観
、
名
を
め
ぐ
る

渡
守
と
の
応
酬
な
ど
を
削
っ
た
り
要
約
す
る
こ
と
は
、
一
首
を
損
な
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
業
平
歌
の
魅
力
を
減
じ
な
い
よ
う
に
、
撰
者
が
苦
労
し
て
編
集
し
た

究
極
の
姿
が
、
現
在
の
『
古
今
集
』
羇
旅
の
部
の
詞
書
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注

（
１
）
神
田
龍
之
介
「
東
下
り
章
段
の
成
立
と
虚
実
」（『
伊
勢
物
語　

虚
構
の

成
立
（
伊
勢
物
語　

成
立
と
享
受
①
）』
山
本
登
郎
編
、
二
〇
〇
八
・

一
二
、
竹
林
舎
）
に
よ
る
。

（
２
）『
日
本
詩
人
選
６　

在
原
業
平
・
小
野
小
町
』（
一
九
七
二
・
一
〇
、
筑
摩

書
房
）
八
九
頁
に
よ
る
。

（
３
）『
陶
淵
明
』（
新
釈
漢
文
大
系　

詩
人
編
Ⅰ
）
の
「
借
問
」
の
語
注
（
一
〇
二

頁
）
に
よ
る
。

（
４
）拙
稿「
在
原
行
平
・
在
原
業
平
に
お
け
る
白
居
易
詩
の
受
容

－『
古
今
集
』

布
引
の
滝
の
歌
を
め
ぐ
っ
て

－

」（『
言
語
表
現
研
究
』
第
十
九
号
、

二
〇
〇
三
・
三
）、「
在
原
業
平
に
お
け
る
白
居
易
詩
の
受
容

－

『
古
今
集
』

に
お
け
る
「
雨
中
の
藤
花
」
の
詠

－

」（『
言
語
表
現
研
究
』
第
三
十
二
号
、

二
〇
一
六
・
三
）
な
ど
に
よ
る
。

（
５
）「
所
思
」
に
は
、「
お
も
ふ
こ
と
」「
お
も
ひ
」
の
意
と
、
思
慕
す
る
人
の

意
が
あ
る
。「
所
欽
」「
所
歓
」「
所
怙
」「
所
後
」
な
ど
の
熟
語
も
あ
り
、「
所

思
」
は
古
く
は
「
お
も
ふ
ひ
と
」
と
訓
じ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
６
）
花
房
英
樹
『
文
選
（
詩
騒
編
）
四　

全
釈
漢
文
大
系
29
』（
一
九
七
四
・�

一
二
、
集
英
社
）「
所
思
」
の
語
注
（
二
三
五
頁
）
に
よ
る
。

（
７
）
小
尾
郊
一
・
岡
村
貞
雄
氏
に
よ
る
「
楽
府
」
の
解
説
を
要
約
引
用
す
る
。

　

 　

楽
府
と
は
、
も
と
は
漢
の
武
帝
の
時
代
に
設
け
ら
れ
た
音
楽
の
役
所

（
楽が
く

府ふ

）
を
い
い
、
そ
こ
で
採
用
し
た
民
間
の
歌
謡
や
新
し
く
作
っ
た
歌
を

楽が

府ふ

と
呼
ん
だ
。
楽
府
は
最
初
の
作
者
に
よ
っ
て
、
詩
の
主テ

ー
マ題

と
楽ふ

し曲
が

決
め
ら
れ
、
後
の
人
々
は
最
初
の
楽
府
題
の
テ
ー
マ

0

0

0

と
ふ
し

0

0

を
踏
襲
し
な
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が
ら
多
く
の
擬か

え
う
た作

（
擬
楽
府
）
を
つ
く
っ
た
。
後
世
こ
れ
が
歌
わ
れ
な
く

な
る
と
、
楽
府
題
は
楽ふ

し曲
で
な
く
、
詩
の
内
容
を
規
定
す
る
よ
う
に
な
り
、

う
た
う
詩
か
ら
よ
む
詩
へ
と
変
わ
っ
て
い
き
、
テ
ー
マ
は
同
じ
で
あ
っ
て

も
、
表
現
の
仕
方
を
種
々
に
工
夫
す
る
こ
と
に
な
り
、「
作
詩
に
お
け
る
練

習
課
題
」
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

�

（『
古
楽
府
』
一
九
八
〇
・
二
、
東
海
大
学
出
版
会
）

（
８
）
渡
辺
秀
夫
氏
は
「『
伊
勢
物
語
』
に
お
け
る
漢
詩
文
受
容
」
に
お
い
て
、

第
九
段
「
都
鳥
」
の
箇
所
に
関
し
て
『
楚
辞
』「
九
歌
・
抽
思
」
の
「
倡う
た

ニ

曰
ク
、鳥
有
リ
南
ヨ
リ
ス
。
来
タ
リ
テ
漢
北
ニ
集と
ど

マ
ル
。
好
姱く

わ

佳
麗
ニ
シ
テ
、

わ
か

レ
テ
独
リ
此
ノ
異
域
ニ
処を

ル
…
流
水
ニ
臨
ミ
テ
大
息
ス
」
が
下
敷
に
さ

れ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
（『
平
安
朝
文
学
と
漢
文
世
界
』
一
九
九
一
・
一
、

勉
誠
社
、
五
一
一
～
五
一
二
頁
）。
都
鳥
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
『
万
葉

集
』
に
「
舟ふ
な
ぎ
ほ競

ふ
堀
江
の
川
の
水み

な
き
は際

に
来
ゐ
つ
つ
鳴
く
は
都
鳥
か
も
〔
美

夜
故
杼
里
香
蒙
〕」（
巻
二
〇
・
四
四
六
二
）
と
あ
り
、『
忠
岑
集
』
に
「
…

は
る
た
た
ば　

ま
た
あ
ふ
さ
か
を　

こ
え
か
へ
り　

わ
が
み
に
ち
か
く　

み
や
こ
ど
り　

と
ひ
く
る
こ
と
は
…
」（
八
七
）
と
詠
ま
れ
、
難
波
や
京
都

周
辺
に
「
都
鳥
」
が
棲
息
し
て
い
た
ら
し
い
。
業
平
歌
の
詞
書
の
「
京
に

は
見
え
ぬ
鳥
な
り
け
れ
ば
、
み
な
人
見
知
ら
ず
」
は
、
隅
田
川
の
渡
守
に

鳥
の
名
を
尋
ね
る
た
め
の
仮
構
で
あ
ろ
う
。

（
９
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
今
和
歌
集
』
四
一
一
番
歌
の
語
注
で
は
、「
あ

り
や
な
し
や
」
は
「
白
楽
天
の
詩
な
ど
に
多
い
、
主
に
結
句
に
使
う
「
問

…
有
無
」「
有
不
」「
在
不
」
の
語
法
を
学
ん
だ
も
の
」
と
す
る
。
漢
詩
で

は
「
…
か
ど
う
か
」
と
い
う
軽
い
疑
問
の
意
で
あ
る
。

（
10
）
小
西
甚
一
「
古
今
集
的
表
現
の
成
立
」（
初
出
は
『
日
本
学
士
院
紀
要
』

牉

七
巻
三
号
、
一
九
四
二
・
二
。
日
本
文
学
研
究
叢
書
『
古
今
和
歌
集
』、

一
九
七
六
・
一
、
有
精
堂
）
に
よ
る
。

（
11
）『
小
倉
百
人
一
首
の
言
語
空
間

－

和
歌
表
現
史
論
の
構
想

－

』糸
井
通
浩
・

吉
田
究
編
、
一
九
八
九
・
一
一
、
世
界
思
想
社
）

（
12
）
安
藤
テ
ル
ヨ
「
古
今
集
歌
風
の
成
立
に
及
ぼ
せ
る
漢
詩
文
の
影
響
に
つ

い
て
」�（
初
出
は
、�

東
京
女
子
大
学�

『
日
本
文
学
』�

第
六
号
、�

一
九
五
六
・�

三
。
日
本
文
学
研
究
叢
書
『
古
今
和
歌
集
』、
一
九
七
六
・
一
、
有
精
堂
）

に
よ
る
。

（
13
）
片
桐
洋
一
「
漢
詩
の
世
界
と
和
歌
の
世
界
」（『
古
今
和
歌
集
の
研
究
』

一
九
九
一
・
一
一
、
明
治
書
院
）
に
よ
る
。

�

（
く
ぼ　

み
ず
よ
・
西
宮
市
立
西
宮
高
等
学
校
）




