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中
国
文
学
に
お
い
て
、
唐
詩
の
到
達
が
中
国
詩
の
一
つ
の
頂
点
を
作
っ
て
い
る
。
そ
の
唐
詩
が
花

開
く
土
壌
と
な
っ
た
の
が
六
朝
期
（
魏
晋
南
北
朝
期
）
に
生
ま
れ
た
文
学
で
あ
る
。
お
お
よ
そ
二
二

〇
年
か
ら
隋
が
統
一
す
る
五
八
九
年
ま
で
の
約
三
七
〇
年
間
（
あ
る
い
は
、
一
八
四
年
か
ら
五
八
九

年
の
間
）
で
あ
る
。
こ
の
間
、
文
学
が
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
広
げ
て
い
っ
た
。 

阮
籍
（
二
一
〇
～
二
六
三
）
は
、
六
朝
期
に
お
い
て
極
め
て
突
出
し
た
詩
人
で
あ
る
。
彼
の
文
学

を
語
る
上
で
、
八
十
二
首
か
ら
な
る
「
詠
懐
詩
」
を
考
慮
の
外
に
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
一

。

「
詠
懐
詩
」
は
そ
の
独
特
な
作
風
ゆ
え
、
歴
代
の
読
者
を
魅
了
し
て
き
た
。
第
四
章
「
「
詠
懐
」
と

「
言
志
」」
に
お
い
て
詳
し
く
取
り
上
げ
る
が
、
こ
こ
で
も
時
代
に
沿
っ
て
い
く
つ
か
の
資
料
を
挙

げ
、「
詠
懐
詩
」
が
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
、
ど
の
よ
う
な
評
価
を
受
け
た
の
か
を
確
認
す
る
と
と
も

に
、
本
論
文
の
問
題
意
識
を
示
し
て
お
く
。 

顔
延
之
（
三
八
四
～
四
五
六
）
は
、
も
っ
と
も
早
く
に
「
詠
懐
詩
」
に
注
を
付
け
た
人
物
と
し
て

知
ら
れ
る
。
中
で
も
、
「
阮
籍
は
晋
の
文
〔
司
馬
昭
〕
の
代
に
在
り
、
常
に
禍
患
を
慮
り
、
故
に
此

の
詠う

た

を
発
す
る
の
み
二

」
と
、
阮
籍
が
生
き
た
時
代
と
作
品
と
を
結
び
つ
け
た
注
は
、
後
世
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
。 

鍾
嶸(

四
六
八
～
五
一
八)

『
詩
品
』
は
、
漢
か
ら
梁
に
至
る
ま
で
の
、「
古
詩
（
無
名
氏
）」
及
び

一
二
二
の
詩
人
を
上
中
下
の
ラ
ン
ク
に
分
け
品
評
し
た
書
物
で
あ
る
。
阮
籍
は
こ
こ
で
は
上
品
に
置

か
れ
、
次
の
よ
う
に
高
く
評
価
さ
れ
る
。 

 

其
の
源
は
小
雅
よ
り
出
づ
。
雕
虫
の
功 

無
し
。
而
し
て
詠
懐
の
作
、
以
て
性
霊
を
陶
し
、
幽

思
を
発
す
べ
し
。
言 

耳
目
の
內
に
在
り
、
情 

八
荒
の
表
に
寄
す
。
洋
洋
乎
と
し
て
風
雅
に
会

し
、
人
を
し
て
其
の
鄙
近
を
忘
れ
、
自
ら
遠
大
に
致
ら
し
む
、
頗

す
こ
ぶ

る
感
慨
の
詞 

多
し
。
厥
の

旨
は
淵
放
に
し
て
、
帰
趣 

求
め
難
し
。
顔
延
年
〔
顔
延
之
〕
の
注
解
、
其
の
志
を
言
う
を
怯お

そ

る

三

。 

 表
現
が
持
つ
喚
起
力
の
高
さ
、
内
面
吐
露
の
多
さ
、
そ
し
て
作
品
の
難
解
さ
、
阮
籍
詩
の
特
質
を

分
析
し
た
上
で
、
最
後
に
先
に
言
及
し
た
顔
延
之
に
触
れ
る
。 

「
其
の
源
は
小
雅
よ
り
出
づ
」
に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
対
象
と
な
る
詩
人
（
作
品
）
を
文
学
の
流

れ
の
中
に
位
置
づ
け
、
継
承
関
係
を
示
す
特
徴
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
詩
品
』
に
よ
る
詩
人
相
互
間
の
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系
譜
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

               

 

国
風
、『
楚
辞
』、
小
雅
を
詩
の
起
源
と
し
て
置
く
。
上
品
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
「
古
詩
」
及

び
十
一
の
詩
人
（
表
の
太
字
部
分
）
は
、
阮
籍
を
除
き
、
い
ず
れ
も
国
風
、
あ
る
い
は
『
楚
辞
』
を

淵
源
と
す
る
。
阮
籍
の
み
が
、
小
雅
の
あ
と
に
連
な
る
。
ま
た
他
と
は
異
な
り
、
そ
の
詩
風
を
受
け

継
ぐ
も
の
は
、
上
品
の
み
な
ら
ず
中
品
、
下
品
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
鍾
嶸
は
阮
籍
の
文

学
を
高
く
評
価
し
つ
つ
も
、
孤
立
し
た
存
在
と
し
て
捉
え
て
い
た
と
わ
か
る
四

。 

も
う
一
つ
挙
げ
よ
う
。『
文
選
』
に
注
を
施
し
た
唐
・
李
善
（
六
三
〇
～
六
八
九
）
は
「
嗣
宗

し

そ

う

〔
阮

籍
の
字
〕
は
身 

乱
朝
に
仕
え
、
常
に
謗そ

し

り
に
罹か

か

り

禍
わ
ざ
わ
い

に
遇
う
を
恐
る
、
因
り
て
茲こ

こ

に
詠
を
発
す
、

故
に
毎つ

ね

に
憂
生
の
嗟

な
げ
き 

有
り
五

」
と
、
阮
籍
が
「
乱
朝
」
に
生
き
る
ゆ
え
、
そ
れ
に
際
し
て
の
苦
悩

（「
憂
生
の
嗟
」）
が
詠
出
さ
れ
、
作
品
群
が
完
成
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
。 

 

顔
延
之
「
阮
籍
は
晋
の
文
〔
司
馬
昭
〕
の
代
に
在
り
」
、
鍾
嶸
「
顔
延
年
〔
顔
延
之
〕
の
注
解
、

其
の
志
を
言
う
を
怯
る
」、
李
善
「
嗣
宗
〔
阮
籍
の
字
〕
は
身 

乱
朝
に
仕
え
」
る
に
窺
わ
れ
る
よ
う

に
、「
詠
懐
詩
」
は
、
阮
籍
が
生
き
た
時
代
を
強
く
意
識
さ
せ
る
文
学
と
し
て
浸
透
し
た
。
ま
た
、

文
学
の
流
れ
の
中
に
置
い
た
と
き
、『
詩
品
』
の
系
譜
が
示
す
よ
う
に
、
異
色
な
存
在
と
し
て
受
け

止
め
ら
れ
た
。 

阮
籍
は
正
始
と
い
う
時
代
を
生
き
た
。 

楚
辞 

李
陵 

張
協 

潘
岳 

王
粲 

（
中
）
張
華 

（
中
）
曹
丕 

（
中
）
嵇
康
（
頗
似
魏
文
） 

国
風 
古
詩 

謝
霊
運 

陸
機 

曹
植 

劉
楨 

左
思 

小
雅 

阮
籍 

班
姫 

（
中
）
応
璩 
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正
始
（
二
四
〇
～
二
四
九
）
と
は
、
魏
斉
王
・
曹
芳
の
年
号
で
あ
る
。
曹
丕
の
跡
を
継
い
だ
曹
叡

（
魏
明
帝
）
が
亡
く
な
り
、
曹
芳
（
八
歳
）
が
即
位
し
た
年
に
始
ま
る
。
こ
の
時
、
阮
籍
は
三
十
歳

で
あ
っ
た
。
幼
帝
の
補
佐
役
に
司
馬
懿
と
曹
爽
が
任
命
さ
れ
る
。
二
四
四
年
、
曹
爽
が
蜀
に
負
け
戦

を
し
た
こ
と
で
二
者
の
間
隙
が
広
が
る
。
そ
の
後
も
曹
爽
が
朝
廷
の
制
度
を
た
び
た
び
改
め
た
た
め
、

司
馬
懿
は
病
気
と
称
し
隠
居
し
、
密
か
に
軍
力
を
貯
え
、
ク
ー
デ
タ
ー
の
準
備
を
進
め
た
。
ま
さ
に

こ
の
時
、
阮
籍
は
曹
爽
に
召
さ
れ
尚
書
郎
に
就
く
。
し
か
し
、
彼
は
危
機
を
察
知
し
て
か
、
ま
も
な

く
病
を
理
由
に
職
を
退
く
。 

二
四
九
年
、
曹
爽
が
墓
参
り
に
出
か
け
、
朝
廷
の
留
守
に
乗
じ
、
司
馬
懿
は
政
変
を
起
こ
す
。
こ

の
政
変
で
、
曹
爽
及
び
曹
爽
に
仕
え
て
い
た
何
晏
ら
は
処
刑
さ
れ
、
実
権
は
司
馬
懿
の
手
に
渡
っ
た
。

仮
に
阮
籍
が
当
時
、
曹
爽
に
仕
え
た
ま
ま
だ
っ
た
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
彼
ら
と
同
じ
よ
う
に
命
を
落

と
し
て
い
た
の
か
も
れ
な
い
。 

司
馬
氏
に
実
権
が
移
っ
た
後
も
、
平
穏
な
日
々
は
訪
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
間
、
阮
籍
の
盟
友
と
し

て
知
ら
れ
る
嵆
康
が
処
刑
さ
れ
て
い
る
。
『
晋
書
』
阮
籍
伝
に
「
名
士 

全
ま
っ
と
う

す
る
者 

有
る
こ
と
少

な
し
六

」
と
い
う
一
文
に
端
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
名
士
」
が
犠
牲
と
な
っ
た
特
殊
な
時
代
で

あ
っ
た
。
阮
籍
は
不
安
定
な
情
勢
に
あ
っ
て
、
処
世
に
大
変
慎
重
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
う

し
た
時
代
に
「
詠
懐
詩
」
は
詠
ま
れ
た
。 

現
代
に
お
け
る
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
研
究
は
、
作
品
の
内
部
に
入
っ
て
い
こ
う
と
す
る
傾
向
が
見
ら

れ
る
。
テ
ク
ス
ト
外
に
存
在
す
る
現
実
世
界
の
特
殊
性
を
意
識
し
つ
つ
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、

作
品
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
完
結
さ
れ
る
研
究
が
多
い
。
概
観
を
提
示
し
て
お
く
。 

一
つ
は
、
作
品
群
と
し
て
の
「
詠
懐
詩
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
馮
惟
納
は
「
籍 

詠
懐
詩
八
十
余

首
、
必
ず
一
時
の
作
に
非
ず
、
蓋け

だ

し
平
生 

時
に
感
じ
事
に
触
れ
、
哀
喜
怫
郁
の
情
感 

焉こ
こ

に
寄
す
七

」

と
、
八
十
首
以
上
あ
る
作
品
群
が
一
時
の
作
で
は
な
く
、
生
涯
か
け
て
そ
の
折
々
の
感
情
を
綴
っ
た

も
の
で
あ
る
と
す
る
。
清
末
・
呉
汝
綸
も
同
じ
立
場
を
取
る
（
『
古
詩
抄
』
）
。
今
日
に
至
る
ま
で
、

こ
う
し
た
枠
組
み
の
中
で
「
詠
懐
詩
」
は
読
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
大
上
正
美
氏
は
、

右
の
よ
う
な
制
作
過
程
を
前
提
と
し
た
上
で
、
そ
の
表
現
構
造
に
注
目
す
る
。
氏
は
「
敗
北
の
構
造

を
表
現
が
獲
得
」
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
作
品
の
中
に
お
い
て
、
阮
籍
は
現
実
か
ら
逸
脱
す
る
こ

と
へ
の
志
向
を
詠
む
が
、
し
か
し
更
な
る
憂
思
を
抱
え
再
び
現
実
の
中
に
回
帰
し
て
い
く
と
い
う
。

こ
れ
を
「
敗
北
の
構
造
」
と
理
解
す
る
。
表
現
者
と
し
て
の
阮
籍
が
絶
え
ず
現
実
に
振
り
戻
さ
れ
る

こ
と
で
、
八
十
二
首
の
「
詠
懐
詩
」
が
存
在
し
得
た
の
だ
と
分
析
す
る
八

。 

一
つ
は
、
「
詠
懐
詩
」
が
文
学
と
し
て
有
す
る
特
質
で
あ
る
。
吉
川
幸
次
郎
氏
は
、
詠
出
さ
れ
た

思
い
に
注
目
す
る
。
悲
哀
の
感
情
（
例
え
ば
、
時
間
が
推
移
す
る
こ
と
へ
の
嫌
悪
、
あ
る
い
は
人
間

間
の
悪
意
を
契
機
と
す
る
苦
悩
）
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
過
剰
な
生
活
へ
の
否
定
、
更
に
は
人
間
界
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か
ら
の
離
脱
へ
の
希
求
、
八
十
二
篇
を
互
い
に
関
連
付
け
な
が
ら
「
詠
懐
詩
」
を
読
み
解
く
。
同
時

に
、
吐
露
さ
れ
た
感
情
の
複
雑
さ
に
も
目
を
向
け
、
「
そ
う
し
た
か
く
正
直
な
心
情
の
表
白
で
あ
る

点
に
こ
そ
、
阮
籍
の
「
詠
懐
詩
」
が
、
五
言
詩
の
歴
史
の
上
に
、
そ
う
し
た
ま
た
ひ
い
て
は
中
国
史

の
歴
史
の
上
に
し
め
る
最
も
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
、
私
は
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
五
言
詩
は
阮
籍

に
お
い
て
、
知
識
人
が
、
そ
の
人
生
観
世
界
観
を
歌
い
得
る
文
学
と
な
っ
た
と
共
に
、
知
識
人
が
も

っ
と
も
正
直
に
そ
の
心
情
を
吐
露
す
べ
き
文
学
形
式
と
な
る
伝
統
も
、
こ
こ
に
成
立
し
た
と
見
得
る

か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
る
九

。 

こ
れ
に
対
し
、
銭
志
熙
氏
は
や
や
異
な
る
見
解
を
示
す
。
氏
は
作
品
中
に
見
ら
れ
る
生
命
の
捉
え

方
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
「
詠
懐
詩
」
に
見
ら
れ
る
悲
劇
性
は
伝
統
的
な
盛
衰
観
を
襲
っ
た
も
の
で

あ
り
、
詩
人
と
し
て
の
創
出
は
新
た
な
思
想
的
テ
ー
マ
を
加
え
た
点
で
は
な
く
、
む
し
ろ
言
葉
あ
る

い
は
イ
メ
ー
ジ
の
創
新
に
あ
る
と
す
る
十

。 

日
本
に
お
け
る
阮
籍
研
究
は
、
佐
竹
保
子
氏
が
「
日
本
近
半
世
紀
「
竹
林
七
賢
」
研
究
状
況
」
に

て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
十
一

。
多
様
な
方
向
か
ら
阮
籍
詩
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
十
二

。 

本
論
文
で
は
、
こ
う
し
た
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
れ
と
は
異
な
る
視
角
か
ら
「
詠
懐
詩
」

を
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
作
品
は
作
者
の
手
か
ら
離
れ
る
と
、
そ
の
読
み
は
読
者
に
委
ね

ら
れ
る
。
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
が
そ
の
詠
み
手
で
あ
る
阮
籍
あ
る
い
は
彼
が
生
き
た
時
代
背
景
を
強
く

喚
起
す
る
文
学
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
『
詩
品
』
に
お
い
て
孤
立
し
た
存
在
と

し
て
捉
え
ら
れ
た
こ
と
、
こ
う
し
た
受
容
の
あ
り
方
に
関
心
を
置
き
た
い
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
浮

か
び
上
が
る
阮
籍
文
学
の
特
質
に
目
を
向
け
、「
詠
懐
詩
」
の
持
つ
独
自
性
が
中
国
文
学
の
中
で
ど

の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

二
部
構
成
で
あ
る
。 

第Ⅰ

部
は
、
第
一
章
「
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
に
み
る
時
間
の
特
質
」
、
第
二
章
「
阮
籍
「
詠
懐
詩
」

に
み
る
空
間
の
特
質
㈠
」、
第
三
章
「
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
に
み
る
空
間
の
特
質
㈡
」
の
三
章
か
ら
な

る
。 阮

籍
の
「
詠
懐
詩
」
を
読
ん
で
、
ま
ず
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
作
品
が
帯
び
る
一
種
の
「
暗
さ
」
で

あ
る
。
そ
う
し
た
「
暗
さ
」
は
詠
出
さ
れ
た
独
特
な
世
界
観
と
表
裏
を
な
し
、
作
品
に
個
性
を
与
え

て
い
る
よ
う
に
思
う
。
第Ⅰ

部
で
は
、
時
間
と
空
間
か
ら
作
品
に
展
開
さ
れ
た
世
界
の
特
質
を
見
て

い
き
、
同
時
に
、
文
学
の
歴
史
の
中
で
「
詠
懐
詩
」
が
孤
立
し
た
存
在
と
捉
え
ら
れ
る
所
以
に
つ
い

て
わ
た
し
な
り
の
見
解
を
示
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
考
え
る
。 

阮
籍
「
詠
懐
詩
」
に
お
け
る
時
間
と
空
間
の
特
質
に
つ
い
て
、
成
瀬
哲
生
氏
は
そ
の
論
著
「
阮
籍

の
詠
懐
詩
―
空
間
と
時
間
」
に
お
い
て
、「
空
間
表
現
に
お
い
て
は
、
空
間
は
、
内
か
ら
外
へ
拡
大

し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
阮
籍
と
具
体
的
関
係
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
時
間
表
現
に
お
い
て
は
、
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生
に
死
の
相
を
見
る
絶
対
相
か
ら
、
対
象
を
表
現
す
る
た
め
、
か
え
っ
て
、
個
々
の
対
象
の
固
有
性
、

具
体
性
が
失
わ
れ
、
概
念
と
し
て
の
こ
と
ば
が
つ
ら
ね
ら
れ
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
る
十
三

。 
戸
倉
英
美
氏
は
、
阮
籍
詩
に
見
え
る
時
間
、
空
間
に
つ
い
て
更
に
詳
し
く
考
察
す
る
。
し
か
し
、

「
「
詠
懐
詩
」
を
通
観
す
れ
ば
、
時
間
表
現
は
図
式
的
だ
が
、
空
間
表
現
に
独
特
の
す
ぐ
れ
た
も
の

が
あ
る
」
と
、
成
瀬
説
を
襲
う
十
四

。 

成
瀬
、
戸
倉
両
氏
は
大
き
な
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
と
も
に
作
中
の
空
間
が
「
い
か
な
る
も

の
と
し
て
」
存
在
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
よ
り
関
心
が
置
か
れ
て
い
る
。
両
氏
が
十
分
に
取
り
上

げ
な
か
っ
た
時
間
に
も
注
目
し
、
空
間
と
時
間
が
「
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
」
捉
え
ら
れ
て
い
る

の
か
に
つ
い
て
関
心
を
置
く
。 

第Ⅱ

部
で
は
、
受
容
の
あ
り
方
か
ら
浮
か
び
上
が
る
阮
籍
文
学
の
特
質
に
焦
点
を
当
て
る
。
第
四

章
「「
詠
懐
」
と
「
言
志
」」
で
は
、
な
ぜ
他
の
こ
と
ば
、
例
え
ば
「
言
志
」
で
は
な
く
、「
詠
懐
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
を
出
発
点
と
し
て
、
後
世
に
お
け
る
阮
籍
詩
の
受
容

の
あ
り
方
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
五
章
「
六
朝
期
に
お
け
る
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
の
受
容
」
で

は
、
阮
籍
詩
を
模
擬
の
対
象
と
し
た
江
淹
、
庾
信
の
作
品
を
取
り
上
げ
、
第
四
章
と
は
異
な
る
角
度

か
ら
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
の
受
容
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
第
四
、
五
章
に
お
い
て
、
「
詠
懐
詩
」
を

め
ぐ
る
概
念
的
輪
郭
を
受
容
と
い
う
相
に
お
い
て
見
て
い
く
。 

全
五
章
に
わ
た
っ
て
、
文
学
が
織
り
な
す
歴
史
の
中
に
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
が
ど
の
よ
う
に
位
置
付

け
ら
れ
る
の
か
、
一
つ
の
方
向
を
提
示
で
き
れ
ば
と
考
え
る
。 

   
                                        

          

 

一 

陳
伯
君
『
阮
籍
集
校
注
』
、
こ
れ
以
降
引
用
す
る
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
は
こ
れ
に
拠
る
。
「
詠
懐
詩
」
の

う
ち
十
七
首
は
『
文
選
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。 

二 

『
文
選
』
巻
二
十
三
、
阮
籍
「
詠
懐
詩
十
七
首
」
の
李
善
が
引
く
顔
延
之
注
。 

三 

（
原
文
）
「
其
源
出
於
小
雅
。
無
雕
蟲
之
功
。
而
詠
懷
之
作
、
可
以
陶
性
靈
、
發
幽
思
。
言
在
耳
目
之

內
、
情
寄
八
荒
之
表
。
洋
洋
乎
會
於
風
、
雅
、
使
人
忘
其
鄙
近
、
自
致
遠
大
、
頗
多
感
慨
之
詞
。
厥
旨
淵

放
、
歸
趣
難
求
。
顏
延
年
注
解
、
怯
言
其
志
。
」 

四 

高
木
正
一
氏
は
そ
の
論
著
『
鍾
嶸
詩
品
』
（
東
海
大
学
古
典
叢
書
、
一
九
七
七
）
に
お
い
て
、
「
小
雅

に
淵
源
を
有
す
る
と
説
明
さ
れ
る
詩
人
は
、
本
書
の
中
で
阮
籍
た
だ
一
人
で
あ
る
」
と
述
べ
た
上
で
、
以

下
の
よ
う
に
理
解
す
る
。
「
阮
籍
と
い
え
ば
、
た
だ
ち
に
「
詠
懐
詩
」
を
思
い
う
か
べ
る
が
、
そ
の
「
詠

懐
詩
」
は
、
中
に
政
治
に
ま
つ
わ
る
人
間
社
会
に
寄
せ
る
発
言
を
、
隠
に
し
て
微
に
含
ま
せ
て
い
る
こ
と

に
鍾
嶸
は
注
意
し
、
「
小
雅
」
に
出
る
と
述
べ
た
よ
う
に
判
断
す
る
」
と
。
ま
た
、
『
史
記
』
の
屈
原
伝
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の
「
小
雅
は
怨
み
誹
れ
ど
乱
れ
ず
」
な
ど
を
引
い
た
う
え
で
、
「
「
詠
懐
詩
」
も
ま
た
、
ひ
そ
か
に
怨
む

発
言
は
あ
っ
て
も
、
乱
れ
な
い
。
そ
の
点
、
現
実
へ
の
激
し
い
批
判
を
含
み
な
が
ら
も
、
そ
の
表
現
に
節

度
を
失
う
こ
と
の
な
い
小
雅
の
詩
と
近
似
す
る
、
と
鍾
嶸
は
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
分
析
す
る
。 

五 

「
嗣
宗
身
仕
亂
朝
、
常
恐
罹
謗
遇
禍
、
因
茲
發
詠
、
故
每
有
憂
生
之
嗟
。
」(

『
文
選
』
巻
二
十
三
「
詠

懐
詩
」
其
一
「
徘
徊
將
何
見
、
憂
思
獨
傷
心
」
の
李
善
注)

 

六 

「
籍
本
有
濟
世
志
、
屬
魏
晉
之
際
、
天
下
多
故
、
名
士
少
有
全
者
、
籍
由
是
不
與
世
事
、
遂
酣
飲
爲
常
。
」 

七 

該
当
文
は
陳
伯
君
『
阮
籍
集
校
注
』
（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
六
年
版
）
に
馮
惟
納
の
言
葉
と
し
て
引
い

た
も
の
で
あ
る
。
『
四
庫
全
書
珍
本
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
明
・
馮
惟
納
の
『
古
詩
紀
』
に
こ
の
一
文
は

見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
が
成
立
過
程
に
つ
い
て
言
及
し
た
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
と
考

え
た
た
め
、
本
文
に
示
し
た
。（
原
文
）「
籍
詠
懐
詩
八
十
餘
首
、
非
必
一
時
之
作
、
蓋
平
生
感
時
觸
事
、

哀
喜
怫
郁
之
情
感
寄
焉
。
」 

八 

『
阮
籍
・
嵇
康
の
文
学
』
（
創
文
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
初
出
は
「
阮
籍
詠
懐
詩
試
論
―
表
現
構
造
に
み

る
詩
人
の
敗
北
性
に
つ
い
て
―
」
「
漢
文
学
会
会
報
」
第
三
六
号
、
一
九
七
七
年
）
ま
た
、
史
書
に
阮
籍

自
身
の
行
動
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
窮
途
の
慟
哭
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
「
時
に
率
意
、
独
り
駕
し
、
径
路
に
由

ら
ず
、
車
迹
の
窮
ま
る
所
、
輒
ち
慟
哭
し
て
反
る
」
は
、
「
詠
懐
詩
」
の
表
現
構
造
で
あ
る
「
敗
北
の
構

造
」
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。 

九 

『
阮
籍
の
「
詠
懐
詩
」
に
つ
い
て
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
初
出
は
「
阮
籍
の
詠
懐
詩
に
つ
い

て
上
下
」
「
国
文
学
報
」
第
五
、
六
冊
、
一
九
五
六
年
、
一
九
五
七
年
） 

十 

銭
志
熙
『
唐
前
生
命
観
和
文
学
生
命
主
題
』
（
東
方
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
「
阮
籍
体
验
生
命
悲
剧

性
的
主
要
方
式
仍
然
是
传
统
的
盛
衰
观
。
（
中
略
）
对
于
诗
人
来
讲
，
他
的
最
主
要
的
创
作
不
在
于
思
想

主
题
的
增
加
，
而
在
于
语
言
意
象
的
创
新
。
」 

十
一 

江
建
俊
主
編
『
竹
林
学
的
形
成
与
域
外
流
播
』
（
里
仁
書
局
、
二
〇
一
〇
年
）
所
收
。 

十
二 

例
え
ば
、
林
田
慎
之
助
氏
は
そ
の
論
著
『
中
国
中
世
文
学
評
論
史
』
（
創
文
社
、
一
九
七
九
年
、
第

三
章
「
魏
晋
時
代
の
詩
人
の
思
想
」
）
の
中
で
、
「
詠
懐
詩
」
に
詠
出
さ
れ
た
孤
独
に
関
心
が
置
か
れ
る
。

川
合
康
三
氏
は
「
阮
籍
の
飛
翔
」
（
『
中
国
文
学
報
』
通
号
二
九
、
一
九
七
八
年 

）
に
お
い
て
、
「
詠

懐
詩
」
に
登
場
す
る
大
鳥
と
小
鳥
の
形
象
、
お
よ
び
そ
れ
ぞ
れ
が
存
在
す
る
空
間
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

十
三 

伊
藤
漱
平
編
『
中
国
の
古
典
文
学
―
作
品
選
読
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
年
） 

十
四 

『
詩
人
た
ち
の
時
空
―
漢
賦
か
ら
唐
詩
へ
―
』
（
平
凡
社
選
書
一
二
〇
、
一
九
八
八
年
）
（
初
出
は
、

「
漢
代
六
朝
詩
に
お
け
る
空
間
表
現
の
形
式
と
そ
の
変
化
―
―
漢
賦
か
ら
唐
詩
ま
で
―
―
」
「
東
洋
文
化

研
究
所
紀
要
」
第
一
〇
二
冊
、
一
九
八
七
年
） 


