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四
時
の
宴
　
―
建
安
の
公
宴
詩
に
つ
い
て
―

四
時
の
宴
　
―
建
安
の
公
宴
詩
に
つ
い
て
―

趙  

　  

美  

子

は
じ
め
に

「
公
宴

（
１
）

」
と
い
う
の
は
、
王
公
貴
族
が
催
し
て
臣
下
を
招
く
宴
会
で
あ
る

（
２
）

。
そ
の
よ
う
な
宴
会
で
詠
じ
ら
れ
た
詩
や
そ
の
宴
会
の
場
面

を
描
い
た
詩
は
、
ま
と
め
て
公
宴
詩
と
呼
ば
れ
る
。
建
安
年
間
の
公
宴
と
い
え
ば
、
凡
そ
当
時
の
実
質
的
最
高
権
力
者
で
あ
る
曹
操
や
、

そ
の
嫡
男
の
曹
丕
が
主
催
し
た
宴
会
を
い
う
。
後
漢
末
の
建
安
年
間
（
一
九
六
〜
二
二
〇
）
に
お
い
て
、
曹
丕
・
曹
植
兄
弟
と
い
わ
ゆ
る

「
鄴
下
文
人
集
団
」、
即
ち
建
安
の
七
子
の
う
ち
、
孔
融
を
除
い
た
陳
琳
・
王
粲
・
徐
幹
・
阮
瑀
・
應
瑒
・
劉
楨
の
六
人
を
中
心
と
し
た
文

人
た
ち
の
間
で
、
文
学
的
交
際
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
、
宴
会
や
遊
覧
の
場
で
詩
賦
を
作
る
こ
と
も
そ
の
一
環
で
あ
る
。
曹
丕
・
曹
植

と
以
上
の
六
人
の
中
で
、
徐
幹
を
除
い
て
み
な
公
宴
詩
の
作
品
を
残
し
て
い
る

（
３
）
。
ゆ
え
に
、
彼
ら
の
公
宴
詩
は
当
時
の
集
団
創
作
の
情
況

を
研
究
す
る
上
で
極
め
て
重
要
な
材
料
で
あ
る
と
言
え
る
。

現
存
す
る
建
安
の
公
宴
詩
の
中
に
は
、
同
じ
く
「
公
宴
」
や
「
宴
会
」
を
タ
イ
ト
ル
に
し
た
作
品
が
何
首
も
あ
る
が
、
先
行
研
究
で
は

み
な
同
時
期
の
作
品
と
し
て
扱
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
詩
を
時
節
や
景
物
、
そ
し
て
宴
会
の
場
面
の
描
写
か
ら
考
察

す
れ
ば
、
必
ず
し
も
同
時
期
の
作
品
と
は
限
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
建
安
年
間
の
五
言
公
宴
詩
の
中
か
ら
そ
の
背
景
や
時

期
が
推
測
で
き
る
よ
う
な
作
品
を
幾
つ
か
挙
げ
て
、
春
・
夏
・
秋
・
冬
の
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
検
討
し
な
が
ら
、
詩
の
モ
デ
ル
と

テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
も
い
さ
さ
か
論
じ
た
い
と
考
え
る
。
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一
、
春
の
宴

春
の
宴
会
を
描
写
し
て
い
る
公
宴
詩
は
、
阮
瑀
の
「
公
讌
詩
」
と
曹
丕
の
「
孟
津
詩
」
で
あ
る
。
た
だ
二
首
の
間
に
関
連
性
が
あ
る
と

は
判
断
し
難
い
の
で
、
異
な
る
場
面
で
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
は
阮
瑀
の
「
公
讌
詩
」
を
見
て
み
よ
う
。

陽
春
和
氣
動
　
賢
主
以
崇
仁
　
　
陽
春
に
和
気
動
き
　
賢
主
　
以
て
仁
を
崇あ

が

む

布
惠
綏
人
物
　
降
愛
常
所
親
　
　
恵
を
布し

き
て
人
物
を
綏や

す

ん
じ
　
愛
を
常
に
親
し
き
所
に
降
す

上
堂
相
娯
樂
　
中
外
奉
時
珍
　
　
堂
に
上
が
り
て
相
い
娯
楽
し
　
中
外
よ
り
時
珍
を
奉
る

五
味
風
雨
集
　
杯
酌
若
浮
雲

（
４
）

　
　
五
味
　
風
雨
の
ご
と
く
集
ま
り
　
杯
酌
　
浮
雲
の
若
し

こ
の
詩
は
前
半
と
後
半
に
分
け
ら
れ
る
。
前
半
の
四
句
は
宴
会
の
背
景
を
表
し
、
詩
全
体
の
下
地
を
用
意
し
て
い
る
。「
陽
春
和
氣
動
、

賢
主
以
崇
仁
」
二
句
は
季
節
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
宴
会
の
主
催
者
へ
の
賛
美
も
表
し
て
い
る
。
暖
か
く
和
や
か
な
春
の
日
に
、
賢
明

な
主
君
は
仁
徳
あ
ふ
れ
る
政
治
を
施
行
し
て
い
る
。「
陽
春
」
と
い
う
語
は
、
自
然
的
環
境
の
ほ
か
に
政
治
的
環
境
も
表
し
て
い
る
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
。
次
の
「
布
惠
綏
人
物
、
降
愛
常
所
親
」
二
句
は
続
い
て
主
人
を
褒
め
称
え
、
さ
ら
に
宴
会
に
至
る
経
緯
、
或
い
は
宴
会

の
目
的
に
触
れ
て
い
る
。
主
君
は
そ
の
恩
恵
を
あ
ま
ね
く
臣
民
や
万
物
に
及
ぼ
し
て
、
更
に
日
頃
か
ら
親
し
い
配
下
に
手
厚
い
も
て
な
し

を
賜
る
た
め
、
宴
会
を
催
し
た
。

後
半
の
「
上
堂
相
娯
樂
」
か
ら
の
四
句
は
宴
会
の
場
面
の
描
写
に
移
り
、
特
に
飲
食
の
描
写
に
集
中
し
て
い
る
。
賓
客
は
大
広
間
に
登
っ

て
宴
会
を
楽
し
み
、
天
下
の
珍
し
い
も
の
が
こ
こ
に
献
上
さ
れ
て
い
る
。
様
々
な
肴
は
風
雨
の
よ
う
に
た
く
さ
ん
集
ま
り
、
杯
は
漂
う
雲

の
よ
う
に
盛
ん
に
酌
み
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
詩
の
テ
キ
ス
ト
は
こ
こ
で
終
わ
る
が
、
後
述
の
公
宴
詩
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
詩
の
最



一
五

四
時
の
宴
　
―
建
安
の
公
宴
詩
に
つ
い
て
―

後
に
よ
く
あ
る
宴
会
に
対
す
る
総
括
的
な
内
容
が
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
は
な
い
の
で
、
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

詩
の
中
の
「
賢
主
」、
即
ち
宴
会
の
主
催
者
は
曹
操
で
あ
る
と
理
解
し
た
方
が
相
応
し
い
と
考
え
る
。
阮
瑀
は
建
安
初
年
か
ら
曹
操
に

仕
え

（
４
）
、
建
安
十
七
年
（
二
一
二
）
に
亡
く
な
っ
た
の
で
、
ど
ち
ら
で
も
建
安
文
人
の
中
で
は
相
当
早
い
ほ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
宴
会
の
場

面
は
み
な
大
同
小
異
な
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
特
に
「
陽
春
」
の
時
節
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
詩
と
同
じ
時
期
の
宴
会
を
描
写
し
て
い
る
ほ
か

の
詩
は
見
つ
か
ら
な
い
。
も
し
全
部
散
佚
し
た
の
で
は
な
け
れ
ば
、
恐
ら
く
当
時
に
は
、
後
に
宴
会
の
中
心
と
な
る
曹
丕
が
ま
だ
若
か
っ

た
の
で
、
公
宴
詩
の
創
作
も
ま
だ
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
具
体
的
な
時
期
は
断
定
し
難
い
が
、
こ

の
詩
は
現
存
す
る
建
安
公
宴
詩
の
中
で
比
較
的
早
期
の
作
品
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
。

一
方
、
曹
丕
の
「
孟
津
詩
」
に
上
述
と
は
別
の
宴
会
の
場
面
が
見
え
る
。

良
辰
啓
初
節
　
高
會
構
歡
娯
　
　
良
辰
　
初
節
を
啓
き
　
高
会
し
て
歓
娯
を
構
う

通
天
拂
景
雲
　
俯
臨
四
達
衢
　
　
天
に
通
じ
て
景
雲
を
払
い
　
俯
し
て
四
達
の
衢
に
臨
む

羽
爵
浮
象
樽
　
珍
膳
盈
豆
區
　
　
羽
爵
　
象
樽
に
浮す

ぎ
　
珍
膳
　
豆
区
に
盈
つ

淸
歌
發
妙
曲
　
樂
正
奏
笙
竽
　
　
清
歌
　
妙
曲
を
発
し
　
楽
正
　
笙
竽
を
奏
す

曜
靈
忽
西
邁
　
炎
燭
繼
望
舒
　
　
曜
霊
　
忽
と
し
て
西
に
邁ゆ

き
　
炎
燭
　
望
舒
に
継
ぐ

翊
日
浮
黃
河
　
長
驅
旋
鄴
都
　
　
翊
日
　
黄
河
に
浮
き
　
長
駆
し
て
鄴
都
に
旋か

え

ら
ん

建
安
二
十
年
（
二
一
五
）
三
月
、
曹
操
が
漢
中
の
張
魯
を
討
伐
し
、
翌
年
二
月
に
鄴
に
戻
っ
た

（
５
）
。
そ
の
間
に
曹
丕
は
黄
河
の
南
に
あ
る

孟
津
に
駐
在
し
て
い
た

（
６
）
。
首
句
の
「
初
節
」
に
は
元
日
の
意
味
が
あ
る
の
で
、
こ
の
詩
は
恐
ら
く
建
安
二
十
一
年
（
二
一
六
）
の
元
日
に

孟
津
で
開
か
れ
た
宴
会
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

最
初
の
四
句
は
宴
会
の
背
景
で
あ
る
。「
良
辰
啓
初
節
、
高
會
構
歡
娯
」
二
句
は
宴
会
が
開
催
さ
れ
た
時
間
と
目
的
を
表
し
て
い
る
。
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め
で
た
い
時
節
に
元
日
を
迎
え
る
た
め
、
み
な
一
堂
に
会
し
宴
を
楽
し
む
。「
通
天
拂
景
雲
、
俯
臨
四
達
衢
」
二
句
は
宴
会
場
の
外
部
環

境
を
描
写
し
て
い
る
。
空
を
仰
い
で
瑞
雲
に
触
れ
る
よ
う
に
高
く
、
俯
い
て
四
方
八
方
に
通
じ
て
い
る
大
通
り
を
見
下
ろ
す
。
こ
の
描
写

は
前
の
二
句
の
「
良
辰
」
と
「
高
會
」
に
も
対
応
し
て
お
り
、
め
で
た
い
気
分
を
い
っ
そ
う
か
き
立
て
て
い
る
。

次
の
四
句
で
は
ま
た
目
を
外
か
ら
室
内
に
移
し
、
宴
会
の
場
面
を
描
写
し
て
い
る
。「
羽
爵
浮
象
樽
、
珍
膳
盈
豆
區
」
二
句
は
宴
会
の
飲

食
を
描
写
し
て
い
る
。「
羽
爵
」、
即
ち
羽
觴
は
当
時
流
行
し
た
楕
円
形
の
杯
で
あ
り
、
両
側
に
鳥
の
翼
の
よ
う
な
取
っ
手
が
あ
る
の
で
名
付

け
ら
れ
た
。「
象
樽
」
は
象
の
形
を
し
て
い
る
大
き
な
青
銅
の
酒
器
で
あ
り
、
主
に
殷
周
時
代
の
祭
祀
に
使
わ
れ
て
い
た
。「
豆
・
區
」
は
と

も
に
食
器
の
類
で
あ
る
。
杯
は
古
え
の
象
樽
よ
り
も
大
き
く
、
珍
し
い
肴
は
器
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
。
続
い
て
「
淸
歌
發
妙
曲
、
樂
正
奏
笙

竽
」
二
句
は
宴
会
を
飾
る
音
楽
を
描
写
し
て
い
る
。
歌
い
手
は
美
し
い
調
べ
を
歌
い
、
楽
師
は
様
々
の
楽
器
を
演
奏
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
音
楽
の
描
写
は
前
述
の
阮
瑀
の
「
公
讌
詩
」
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
実
際
に
は
ほ
か
の
建
安
公
宴
詩
に
よ
く
見
ら
れ
る
要
素
で
あ
る
。

次
の
「
曜
靈
忽
西
邁
、
炎
燭
繼
望
舒
」
二
句
は
宴
会
が
夜
ま
で
続
く
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
い
つ
の
間
に
か
日
（
「
曜
霊
」
）
が
西
に
沈
み
、

月
（
「
望
舒
」
）
が
昇
る
と
ろ
う
そ
く
を
燃
や
し
て
明
か
り
を
つ
け
る
。
宴
会
の
終
わ
り
は
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
宴
会
が
終
わ
ろ
う
と

す
る
動
き
が
感
じ
ら
れ
る
。
最
後
の
「
翊
日
浮
黃
河
、
長
驅
旋
鄴
都
」
二
句
は
作
者
自
ら
の
願
い
を
詠
っ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
黄
河
を
渡

り
、
馬
を
馳
せ
て
鄴
に
帰
ろ
う
。「
翊
日
」
と
は
明
日
の
意
味
で
あ
る
が
、
後
日
や
将
来
を
表
す
の
も
可
能
で
あ
る
。
昨
年
十
一
月
に
張

魯
が
投
降
し
た

（
７
）
の
で
、
こ
の
と
き
勝
利
の
吉
報
は
す
で
に
曹
丕
の
と
こ
ろ
ま
で
届
い
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
は
正
月
の
宴
会
の
喜
ば

し
い
雰
囲
気
を
よ
り
一
層
益
し
て
い
る
。
曹
丕
が
凱
旋
の
場
面
を
想
像
し
な
が
ら
、
希
望
に
満
ち
た
結
句
を
詩
に
も
た
ら
し
て
い
る
の
も
、

そ
の
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
は
宴
会
の
背
景
（
時
間
・
原
因
・
環
境
な
ど
）
か
ら
詠
い
始
め
、
続
い
て
宴
会
の
場
面
（
飲
食
・
音
楽
な
ど
）
を
描
写
し
、
最
後

に
は
総
括
的
な
内
容
を
加
え
、
多
く
は
宴
会
に
対
す
る
自
ら
の
願
望
や
感
想
（
或
い
は
宴
会
の
主
催
者
に
対
す
る
感
謝
や
称
賛
）
を
う
た

い
上
げ
る
。
こ
の
詩
に
見
ら
れ
る
以
上
の
よ
う
な
モ
デ
ル
は
、
後
述
の
詩
に
も
よ
く
見
ら
れ
る
の
で
、
建
安
公
宴
詩
の
一
般
的
モ
デ
ル
で

あ
る
と
言
え
る
。



一
七

四
時
の
宴
　
―
建
安
の
公
宴
詩
に
つ
い
て
―

二
、
夏
の
宴

夏
の
宴
会
を
描
写
し
て
い
る
公
宴
詩
に
は
、
曹
丕
の
「
夏
日
詩
」・
曹
植
の
「
侍
太
子
坐
詩
」・
王
粲
の
「
公
讌
詩
」・
陳
琳
の
「
宴
會
詩
」

が
あ
り
、
み
な
同
じ
時
期
の
作
品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
は
曹
丕
の
「
夏
日
詩
」
と
曹
植
の
「
侍
太
子
坐
詩
」
を
比
べ
て
見
て
み
よ
う
。

曹
丕
「
夏
日
詩
」

夏
時
饒
温
和
　
避
暑
就
淸
涼
　
　
夏
の
時
　
温
和
な
る
に
饒と

む
　
暑
を
避
け
て
清
涼
に
就
く

比
坐
高
閣
下
　
延
賓
作
名
倡
　
　
比な

ら

び
て
坐
る
高
閣
の
下
　
賓
を
延ま

ね

き
て
名
倡
を
作う

ご

か
し
む

絃
歌
隨
風
厲
　
吐
羽
含
徵
商
　
　
絃
歌
　
風
に
随
い
て
厲は

げ

し
く
　
羽う

を
吐
き
徵
商
を
含
む

嘉
餚
重
疊
来
　
珍
果
在
一
傍
　
　
嘉
餚
　
重
畳
し
て
来
り
　
珍
果
　
一
傍
に
在
り

棊
局
縱
橫
陳
　
博
弈
合
雙
揚
　
　
棊
局
　
縦
横
に
陳な

ら

び
　
博
弈
　
合
し
て
双
つ
な
が
ら
揚
ぐ

巧
拙
更
勝
負
　
歡
美
樂
人
腸
　
　
巧
拙
　
更
ご
も
勝
ち
負
け
し
　
歓
美
な
る
は
人
の
腸

こ
こ
ろ

を
楽
し
ま
し
む

從
朝
至
日
夕
　
安
知
夏
節
長
　
　
朝
よ
り
日
夕
に
至
る
　
安
く
ん
ぞ
夏
節
の
長
き
を
知
ら
ん

こ
の
詩
は
建
安
公
宴
詩
の
一
般
的
モ
デ
ル
に
従
っ
て
い
る
が
、
ま
た
独
特
な
と
こ
ろ
も
あ
る
。
最
初
の
四
句
は
宴
会
の
背
景
で
あ
る
時

期
・
原
因
・
場
所
を
表
し
て
い
る
。
蒸
し
暑
い
夏
の
季
節
に
、
暑
さ
を
避
け
る
た
め
涼
し
い
場
所
に
移
る
。
高
閣
の
下
に
み
な
相
近
づ
い

て
座
り
、
賓
客
を
招
い
て
有
名
な
歌
い
手
を
招
聘
す
る
。
続
い
て
「
絃
歌
隨
風
厲
」
か
ら
の
四
句
は
宴
会
の
一
般
的
な
場
面
を
描
写
し
て

い
る
。
楽
曲
と
歌
声
は
風
に
漂
い
、
五
音
か
ら
美
し
い
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
成
さ
れ
る
。
よ
い
肴
は
次
か
ら
次
へ
と
運
ば
れ
て
き
て
お
り
、
珍

し
い
果
物
も
す
ぐ
傍
に
あ
る
。
ま
た
最
後
の
「
從
朝
至
日
夕
、
安
知
夏
節
長
」
二
句
も
単
純
に
宴
会
の
楽
し
い
気
分
を
詠
っ
て
い
る
。
朝
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か
ら
夕
べ
ま
で
も
宴
会
を
楽
し
ん
で
い
れ
ば
、
夏
の
日
の
長
さ
も
忘
れ
る
で
あ
ろ
う
。

注
目
す
べ
き
は
「
棊
局
縱
橫
陳
」
か
ら
の
四
句
で
あ
る
。
碁
盤
は
ど
こ
に
で
も
置
か
れ
て
お
り
、
六
博
や
囲
碁
な
ど
の
対
局
が
同
時
に

行
わ
れ
て
い
る
。
互
い
に
勝
ち
負
け
を
競
い
、
み
な
心
か
ら
楽
し
ん
で
い
る
。
飲
食
・
音
楽
な
ど
の
場
面
と
は
異
な
り
、
こ
の
よ
う
な
遊

戯
の
場
面
は
、
ほ
か
の
建
安
公
宴
詩
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
の
で
、
独
特
な
表
現
要
素
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
四
句
は
、
こ
の

詩
と
次
の
詩
と
の
関
連
性
を
探
る
た
め
の
重
要
な
手
掛
か
り
と
な
る
。

曹
植
「
侍
太
子
坐
詩
」

白
日
曜
靑
春
　
時
雨
靜
飛
塵
　
　
白
日
　
青
春
に
曜

か
が
や

き
　
時
雨
　
飛
塵
を
静
む

寒
冰
辟
炎
景
　
涼
風
飄
我
身
　
　
寒
冰
　
炎
景
を
辟

し
り
ぞ

け
　
涼
風
　
我
が
身
に
飄

ひ
る
が
える

淸
醴
盈
金
觴
　
肴
饌
縱
橫
陳
　
　
清
醴
　
金
觴
に
盈
れ
　
肴
饌
　
縦
横
に
陳な

ら

ぶ

齊
人
進
奇
樂
　
歌
者
出
西
秦
　
　
斉
人
　
奇
楽
を
進
め
　
歌
者
　
西
秦
よ
り
出
ず

翩
翩
我
公
子
　
機
巧
忽
若
神
　
　
翩
翩
た
る
我
が
公
子
　
機
巧
　
忽
と
し
て
神
の
若
し

こ
の
詩
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
「
白
日
曜
靑
春
」
に
は
文
字
の
異
同
が
あ
り
、『
太
平
御
覧
』
巻
五
三
九
の
テ
キ
ス
ト
は
「
春
」
を
「
天
」

に
作
る
。
逯
欽
立
氏
や
趙
幼
文
氏
は
と
も
に
意
味
と
し
て
「
天
」
に
作
る
ほ
う
が
正
し
い
と
指
摘
し
て
い
る

（
８
）

。
実
際
に
は
押
韻
か
ら
こ
の

結
論
も
証
明
で
き
る
。
建
安
の
詩
で
は
、
ま
だ
上
古
音
で
押
韻
す
る
場
合
が
多
い
。
こ
の
詩
の
第
二
句
か
ら
の
押
韻
字
は
「
塵
・
身
・
陳
・

秦
・
神
」
で
あ
り
、
み
な
上
古
か
ら
中
古
に
か
け
て
真
韻
に
属
し
て
い
る
。
も
し
第
一
句
の
押
韻
字
が
「
春
」
に
作
る
な
ら
、
中
古
音
で

諄
韻
に
属
し
真
韻
と
は
同
用
で
あ
る
が
、
上
古
音
で
は
文
韻
に
属
し
て
い
る
。
一
方
、「
天
」
は
中
古
音
で
は
先
韻
に
入
っ
た
が
、
上
古
音

で
は
ま
だ
「
塵
」
な
ど
と
同
じ
真
韻
に
属
し
て
い
る

（
９
）
。
ゆ
え
に
、「
天
」
に
作
る
方
が
た
だ
意
味
が
よ
り
通
じ
る
だ
け
で
は
な
く
、
押
韻
も

よ
り
整
う
。「
春
」
に
作
る
の
は
、
も
し
か
し
た
ら
後
世
の
人
が
中
古
音
の
押
韻
規
則
に
合
わ
せ
る
た
め
原
文
を
改
め
た
の
か
も
し
れ
な
い
。



一
九

四
時
の
宴
　
―
建
安
の
公
宴
詩
に
つ
い
て
―

曹
植
の
こ
の
詩
を
曹
丕
の
「
夏
日
詩
」
と
比
べ
て
み
る
と
、
こ
の
詩
に
も
同
じ
宴
会
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
特

に
前
の
八
句
で
は
、
夏
の
天
気
や
宴
会
の
場
面
の
描
写
は
「
夏
日
詩
」
に
非
常
に
合
致
し
て
い
る
。
太
陽
が
青
空
に
輝
き
、
時
雨
が
空
気
中

に
漂
う
塵
を
し
ず
め
た
。
氷
を
も
っ
て
熱
さ
を
し
り
ぞ
け
、
涼
し
い
風
が
わ
が
身
に
吹
い
て
い
る
。
清
い
酒
は
黄
金
の
杯
に
溢
れ
、
肴
は
気

ま
ま
に
置
か
れ
て
い
る
。
東
の
斉
の
人
は
め
ず
ら
か
な
音
楽
を
演
奏
し
、
歌
い
手
は
西
の
秦
よ
り
来
る
。
た
だ
、
宴
会
の
背
景
に
あ
た
る
最

初
の
四
句
で
は
、
曹
丕
の
詩
は
季
節
や
天
気
の
ほ
か
に
も
、
宴
会
の
場
所
（
「
高
閣
」
）
と
宴
会
の
開
始
（
「
延
賓
作
名
倡
」
）
を
表
し
て
い

る
の
に
対
し
て
、
曹
植
の
詩
は
当
時
の
天
気
や
避
暑
の
手
段
を
よ
り
詳
し
く
描
写
し
て
い
る
が
、
宴
会
の
場
所
と
開
始
を
提
示
せ
ず
、
そ
の

あ
と
は
直
接
飲
食
や
音
楽
の
場
面
の
描
写
に
移
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
夏
日
詩
」
に
見
ら
れ
る
対
局
の
場
面
も
、
こ
の
詩
に
は
な
い
よ
う

で
あ
る
。

し
か
し
、
川
合
康
三
氏
が
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
こ
の
詩
の
現
存
す
る
テ
キ
ス
ト
は
「
ど
こ
か
不
完
全
な
印
象
を
与
え
る
作
品

）
（1
（

」
で
あ

る
。
確
か
に
最
後
の
「
翩
翩
我
公
子
、
機
巧
忽
若
神
」
二
句
は
主
人
を
称
揚
す
る
一
般
的
な
結
句
と
し
て
扱
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
実
際

の
と
こ
ろ
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
公
宴
詩
で
は
最
後
に
主
人
を
褒
め
称
え
る
場
合
が
多
い
が
、「
機
巧
」
は
も
と
も
と
人

に
対
す
る
褒
め
言
葉
で
は
な
く
、「
機
械
の
巧
み
」
か
ら
、
転
じ
て
「
悪
賢
い
」
と
い
う
意
味
を
表
す
。
例
え
ば
、『
荘
子
』
外
篇
「
天
地
」

に
は
「
功
利
機
巧
、
必
忘
夫
人
之
心
」
と
あ
り
、
六
朝
に
至
る
と
梁
の
江
淹
「
雜
體
詩
效
張
綽
」
に
も
「
亹
亹
玄
思
淸
、
胸
中
去
機
巧
」

と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
か
ら
見
れ
ば
、「
機
巧
」
は
人
の
心
の
中
に
あ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、『
後
漢
書
』

張
衡
伝
に
は
「
衡
善
機
巧
、
尤
致
思
于
天
文
、
陰
陽
、
曆
筭
」
と
あ
る
の
で
、
技
術
面
に
お
い
て
は
「
機
巧
」
は
「
機
械
の
巧
み
」
の
ま
ま
、

逆
に
褒
め
言
葉
に
変
わ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
詩
の
中
の
「
機
巧
」
は
曹
丕
の
人
柄
に
対
す
る
評
価
で
は
な
く
、
何
か
の
技
術
に
対
す
る
称

賛
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
「
機
巧
忽
若
神
」
に
つ
い
て
、
趙
氏
は
注
釈
に
曹
丕
『
典
論
』
自
叙
と
張
華
『
博
物
志
』
に
述
べ

ら
れ
た
曹
丕
が
弾
棋
に
堪
能
で
あ
っ
た
と
い
う
内
容
を
引
用
し
て
い
る

）
（（
（

。
こ
の
注
釈
は
ま
さ
に
「
機
巧
」
が
弾
棋
の
技
術
を
指
し
て
言
う

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
前
の
八
句
に
見
ら
れ
る
対
応
関
係
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
二
句
も
「
夏
日

詩
」
の
「
棊
局
縱
橫
陳
」
の
四
句
に
対
応
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
曹
丕
は
対
局
の
場
面
を
描
い
て
お
り
、
曹
植
は
曹
丕
の
巧
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み
な
技
を
褒
め
称
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
機
巧
忽
若
神
」
の
後
ろ
に
は
恐
ら
く
対
局
の
場
面
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
描
写
が
あ
り
、
最

後
に
は
詩
全
体
を
総
括
す
る
結
句
も
あ
る
は
ず
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
。

ち
な
み
に
、
題
名
に
は
「
太
子
」
と
い
う
呼
び
名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
詩
の
中
に
は
「
公
子
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
詩
は
曹
丕
が

太
子
に
な
る
前
に
作
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

次
に
王
粲
の
「
公
讌
詩
」
を
見
て
み
よ
う
。

昊
天
降
豐
澤
　
百
卉
挺
葳
蕤
　
　
昊
天
　
豊
沢
を
降
し
　
百
卉
　
葳
蕤
た
る
を
挺

ぬ
き
ん

ず

涼
風
撤
蒸
暑
　
淸
雲
却
炎
暉
　
　
涼
風
　
蒸
暑
を
撤さ

り
　
清
雲
　
炎
暉
を
却

し
り
ぞ

く

高
會
君
子
堂
　
竝
坐
蔭
華
榱
　
　
高
会
す
　
君
子
の
堂
　
並
び
坐
し
て
華
榱
に
蔭お

お

わ
る

嘉
肴
充
圓
方
　
旨
酒
盈
金
罍
　
　
嘉
肴
　
円
方
に
充
ち
　
旨
酒
　
金
罍
に
盈
つ

管
絃
發
徽
音
　
曲
度
淸
且
悲
　
　
管
絃
　
徽
音
を
発
し
　
曲
度
　
清
く
し
て
且
つ
悲
し

合
坐
同
所
樂
　
但
愬
杯
行
遲
　
　
合
坐
　
楽
し
む
所
を
同
に
し
　
但
だ
愬

う
っ
た

う
　
杯
の
行め

ぐ

る
こ
と
の
遲
き
を

常
聞
詩
人
語
　
不
醉
且
無
歸
　
　
常か

つ

て
詩
人
の
語
を
聞
く
　
酔
わ
ざ
れ
ば
且

し
ば
ら

く
帰
る
こ
と
無
か
れ
と

今
日
不
極
懽
　
含
情
欲
待
誰
　
　
今
日
　
懽
し
み
を
極
め
ず
し
て
　
情
を
含
み
て
誰
を
か
待
た
ん
と
欲
す

見
眷
良
不
翅
　
守
分
豈
能
違
　
　
眷

か
え
り

み
ら
る
る
こ
と
良
に
翅た

だ

な
ら
ず
　
分
を
守
り
て
豈
に
能
く
違
わ
ん
や

古
人
有
遺
言
　
君
子
福
所
綏
　
　
古
人
に
遺
言
有
り
　
君
子
は
福
の
綏や

す

ん
ず
る
所
と

願
我
賢
主
人
　
與
天
享
巍
巍
　
　
願
わ
く
は
我
が
賢
主
人
　
天
と
与
に
巍
巍
た
る
を
享
け
よ

克
符
周
公
業
　
奕
世
不
可
追
　
　
克よ

く
周
公
の
業
に
符か

な

い
　
世
を
奕か

さ

ぬ
る
も
追
う
べ
か
ら
ざ
ら
ん
こ
と
を

前
述
の
詩
が
す
べ
て
類
書
に
引
か
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
詩
は
『
文
選
』
巻
二
〇
公
讌
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
テ



二
一

四
時
の
宴
　
―
建
安
の
公
宴
詩
に
つ
い
て
―

キ
ス
ト
は
よ
り
一
層
信
憑
で
き
る
。
詩
は
前
半
の
十
二
句
と
後
半
の
十
二
句
に
分
け
ら
れ
る
。
前
半
は
宴
会
の
背
景
と
場
面
を
描
写
し
て

お
り
、
後
半
は
詩
人
の
感
想
や
主
人
に
対
す
る
感
謝
と
祝
福
を
表
し
て
い
る
。
建
安
公
宴
詩
の
一
般
的
モ
デ
ル
に
従
っ
て
は
い
る
が
、
た

だ
感
想
な
ど
の
部
分
は
詩
の
半
分
も
占
め
て
お
り
、
ほ
か
の
詩
よ
り
随
分
長
い
。

最
初
の
十
句
は
、
前
述
し
た
曹
丕
と
曹
植
の
詩
に
も
よ
く
合
致
し
て
い
る
。
直
接
季
節
を
表
す
の
は
「
昊
天
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。『
爾

雅
』
釋
天
に
よ
れ
ば
、「
春
爲
蒼
天
、
夏
爲
昊
天
、
秋
爲
旻
天
、
冬
爲
上
天
」
と
あ
り
、「
昊
天
」
は
特
に
夏
の
空
を
指
し
て
い
う
。
こ
の
詩
は
、

王
粲
は
「
主
人
」
の
配
下
で
あ
り
客
人
で
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
描
写
に
は
「
主
人
」
に
対
す
る
称
揚
の
意
思
が
目
立
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

「
昊
天
降
豐
澤
、
百
卉
挺
葳
蕤
」
の
二
句
は
単
な
る
季
節
の
描
写
だ
け
で
は
な
く
、
君
主
（
こ
こ
で
は
曹
操
を
指
す
）
が
浩
大
な
恩
沢
を

あ
ま
ね
く
施
し
、
世
間
万
物
は
そ
れ
に
よ
っ
て
栄
え
て
い
る
と
い
う
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
「
君
子
堂
」
や
「
華
榱
（
彫
刻
を
飾

る
垂
木
）
」
の
言
い
方
も
「
主
人
」
に
対
す
る
称
揚
で
あ
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
前
半
の
最
後
に
あ
る
「
合
坐
同
所
樂
、
但
愬
杯

行
遲
」
の
二
句
で
あ
る
。
宴
会
に
参
加
し
た
賓
客
は
み
な
楽
し
ん
で
お
り
、
た
だ
杯
が
回
っ
て
く
る
の
は
遅
い
と
苦
情
を
言
っ
て
い
る
。

こ
の
二
句
は
詩
の
前
半
、
特
に
宴
会
の
場
面
の
描
写
に
対
す
る
結
び
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
前
半
と
後
半
を
同
じ
句
数
に
分
け
て
そ
れ
ぞ

れ
に
結
び
を
つ
け
る
結
構
は
、
意
識
的
な
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

詩
の
中
の
「
賢
主
人
」、
即
ち
宴
会
の
主
催
者
は
、『
文
選
』
李
善
注
で
は
曹
操
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

）
（1
（

が
、
曹
丕
を
指
し
て
い
る
可

能
性
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
「
克
符
周
公
業
、
奕
世
不
可
追
」
二
句
は
、
曹
丕
を
周
公
に
喩
え
て
い
る
と
考
え
る
の
は
、
曹
植
の
「
娯

賓
賦
」
に
は
「
欣
公
子
之
高
義
兮
、
德
芬
芳
其
若
蘭
。
揚
仁
恩
於
白
屋
兮
、
逾
周
公
之
棄
餐
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
周
公
の
典
故
を

用
い
て
曹
丕
を
褒
め
称
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
も
し
曹
丕
が
周
公
で
あ
れ
ば
、
曹
操
は
周
の
文
王
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
ゆ
え
に
、
こ
の
曹
丕
を
称
揚
す
る
言
い
方
か
ら
は
、
当
時
の
曹
操
の
爵
位
が
す
で
に
王
に
達
し
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

こ
の
推
測
を
証
明
す
る
た
め
に
、
次
に
陳
琳
の
「
宴
會
詩
」
を
見
て
み
よ
う
。
　

凱
風
飄
陰
雲
　
白
日
揚
素
暉
　
　
凱
風
　
陰
雲
を
飄

ひ
る
が
えし

　
白
日
　
素
暉
を
揚
ぐ
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良
友
招
我
遊
　
高
會
宴
中
闈
　
　
良
友
　
我
を
招
き
て
遊
び
　
高
会
し
て
中
闈
に
宴
す

玄
鶴
浮
淸
泉
　
綺
樹
煥
靑
蕤
　
　
玄
鶴
　
清
泉
に
浮
き
　
綺
樹
　
青
蕤
を
煥

か
が
や

か
す

　
こ
の
詩
は
『
芸
文
類
聚
』
巻
三
九
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
不
完
全
な
作
品
で
は
あ
る
が
、
た
だ
六
句
だ
け
の
中
に
は
重
要
な
情
報

が
含
ま
れ
て
い
る
。
最
初
の
二
句
に
描
か
れ
た
季
節
や
天
気
も
前
の
三
首
に
合
致
し
て
い
る
。「
凱
風
」
は
即
ち
南
風
、
特
に
夏
の
風
を

指
し
て
い
る
。
第
三
句
の
「
良
友
」
と
い
う
の
も
曹
丕
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
を
説
明
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
少
し
七
子
と
三
曹
の
関

係
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
く
。
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
「
建
安
七
子
」
と
言
え
ど
も
、
彼
ら
の
間
に
身
分
や
立
場
の
違
い
が
あ
る
。
七
子
の

中
で
、
孔
融
だ
け
が
曹
操
の
同
僚
で
あ
り
、
曹
氏
の
配
下
に
な
っ
た
こ
と
が
な
い
。
ほ
か
の
六
人
は
す
べ
て
曹
氏
の
配
下
で
は
あ
る
が
、

陳
琳
・
阮
瑀
・
王
粲
は
終
始
曹
操
に
仕
え
て
お
り
、
そ
れ
に
対
し
て
徐
幹
・
應
瑒
・
劉
楨
は
の
ち
に
そ
れ
ぞ
れ
曹
丕
と
曹
植
の
直
属
の
家

臣
に
な
っ
た
。
ま
た
年
齢
か
ら
見
れ
ば
、
孔
融
だ
け
は
曹
操
よ
り
年
上
で
あ
る
。
陳
琳
と
阮
瑀
の
年
は
曹
操
に
近
く
、
曹
丕
・
曹
植
兄
弟

に
と
っ
て
も
相
当
な
年
配
者
で
あ
る
。
王
粲
・
徐
幹
・
應
瑒
・
劉
楨
も
曹
丕
よ
り
平
均
十
歳
ほ
ど
年
上
で
は
あ
る
が
、
比
較
的
に
若
い
ほ

う
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
年
配
者
で
あ
り
、
し
か
も
曹
操
に
仕
え
て
い
る
陳
琳
に
と
っ
て
は
、
主
君
の
息
子
で
あ
る
曹
丕
は
そ
れ
ほ
ど
目
上

の
人
で
は
な
い
の
も
道
理
で
あ
る
。

特
に
注
目
す
べ
き
は
、
第
四
句
の
「
中
闈
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。「
中
闈
」
と
は
宮
中
の
意
味
で
あ
り

）
（1
（

、
こ
こ
で
は
曹
丕
が
宴
会

を
開
い
た
場
所
を
指
し
て
言
う
。
曹
氏
一
族
の
屋
敷
を
宮
殿
と
し
て
詠
う
の
は
、
少
な
く
と
も
曹
操
が
魏
公
に
な
っ
た
建
安
十
八
年

）
（1
（

（
二
一
三
）
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
魏
王
に
な
っ
た
建
安
二
十
一
年

）
（1
（

（
二
一
六
）
以
降
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ
「
大
暑
賦
」
と
「
槐
賦
」
と
題
す
る
一
連
の
同
題
の
作
品
が
あ
り
、
以
上
の
四
首
の
詩
と
ご
く
類
似
し
た
猛
暑

の
天
気
を
反
映
し
て
い
る
。
先
行
研
究
の
考
証
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
賦
は
と
も
に
建
安
二
十
一
年
夏
の
作
品
で
あ
り
、
特
に
「
大
暑

賦
」
は
「
大
暑
」
の
節
気
の
頃
、
つ
ま
り
六
月
に
作
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る

）
（1
（

。
現
存
し
て
い
る
作
品
か
ら
見
れ
ば
、
本
章
で
触
れ
た
作
者

の
中
で
は
、「
槐
賦
」
を
書
い
た
の
は
曹
丕
・
曹
植
・
王
粲
で
あ
り
、「
大
暑
賦
」
を
書
い
た
の
は
曹
植
・
王
粲
・
陳
琳
で
あ
る
。
こ
の
状



二
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建
安
の
公
宴
詩
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つ
い
て
―

況
は
こ
れ
ら
の
詩
と
賦
の
関
連
性
を
よ
り
一
層
高
め
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
以
上
の
四
首
の
詩
は
「
大
暑
賦
」
や
「
槐
賦
」
と
同
じ
く
建
安

二
十
一
年
の
夏
に
作
ら
れ
た
と
推
測
す
る
。

三
、
秋
の
宴

こ
の
秋
の
グ
ル
ー
プ
に
は
、
公
宴
詩
と
い
え
ど
も
遊
覧
の
場
面
を
描
い
て
い
る
作
品
が
多
い
。
例
え
ば
曹
丕
の
「
芙
蓉
池
作
」
や
曹
植

の
「
公
讌
詩
」、
劉
楨
の
「
公
讌
詩
」
で
あ
り
、
み
な
同
じ
宴
遊
の
場
面
を
表
現
し
て
い
る
と
判
断
で
き
る
。
ま
た
應
瑒
の
「
侍
五
官
中

郎
將
建
章
臺
集
詩
」
も
、
類
似
し
た
表
現
に
よ
っ
て
前
の
三
首
と
の
関
わ
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
詩
は
す

べ
て
『
文
選
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
は
最
も
有
名
な
二
首
で
あ
る
曹
丕
の
「
芙
蓉
池
作
」
と
曹
植
の
「
公
讌
詩
」
か
ら
見
て
み
よ
う
。

曹
丕
「
芙
蓉
池
作
」

乘
輦
夜
行
遊
　
逍
遙
步
西
園
　
　
輦
に
乗
り
て
夜
に
行
遊
し
　
逍
遥
し
て
西
園
に
步
む

雙
渠
相
漑
灌
　
嘉
木
繞
通
川
　
　
双
渠
　
相
い
漑
灌
し
　
嘉
木
　
通
川
を
繞
る

卑
枝
拂
羽
蓋
　
脩
條
摩
蒼
天
　
　
卑
枝
　
羽
蓋
を
払
い
　
脩
条
　
蒼
天
を
摩
す

驚
風
扶
輪
轂
　
飛
鳥
翔
我
前
　
　
驚
風
　
輪
轂
を
扶
け
　
飛
鳥
　
我
が
前
に
翔
る

丹
霞
夾
明
月
　
華
星
出
雲
閒
　
　
丹
霞
　
明
月
を
夾
み
　
華
星
　
雲
間
よ
り
出
ず

上
天
垂
光
采
　
五
色
一
何
鮮
　
　
上
天
　
光
采
を
垂
れ
　
五
色
　
一
に
何
ぞ
鮮
や
か
な
る

壽
命
非
松
喬
　
誰
能
得
神
仙
　
　
寿
命
　
松
喬
に
非
ざ
れ
ば
　
誰
か
能
く
神
仙
を
得
ん

遨
遊
快
心
意
　
保
己
終
百
年
　
　
遨
遊
し
て
心
意
を
快
く
し
　
己
れ
を
保
ち
て
百
年
を
終
え
ん
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曹
植
「
公
讌
詩
」

公
子
敬
愛
客
　
終
宴
不
知
疲
　
　
公
子
　
客
を
敬
愛
し
　
宴
を
終
う
る
ま
で
疲
る
る
を
知
ら
ず

淸
夜
遊
西
園
　
飛
蓋
相
追
隨
　
　
清
夜
に
西
園
に
遊
び
　
飛
蓋
　
相
い
追
随
す

明
月
澄
淸
影
　
列
宿
正
參
差
　
　
明
月
　
清
景
を
澄
ま
せ
　
列
宿
　
正
に
参
差
た
り

秋
蘭
被
長
坂
　
朱
華
冒
綠
池
　
　
秋
蘭
　
長
坂
を
被お

お

い
　
朱
華
　
緑
池
を
冒お

お

う

潛
魚
躍
淸
波
　
好
鳥
鳴
高
枝
　
　
潜
魚
　
清
波
に
躍
り
　
好
鳥
　
高
枝
に
鳴
く

神
飆
接
丹
轂
　
輕
輦
隨
風
移
　
　
神
飆
　
丹
轂
に
接
し
　
軽
輦
　
風
に
随
い
て
移
る

飄
颻
放
志
意
　
千
秋
長
若
斯
　
　
飄
颻
と
し
て
志
意
を
放

ほ
し
い
ま
まに

し
　
千
秋
　
長

と
こ
し
えに

斯
く
の
若
く
あ
ら
ん

『
文
選
』
は
こ
の
二
首
の
詩
を
そ
れ
ぞ
れ
「
遊
覧
」
と
「
公
讌
」
の
分
類
に
収
録
し
て
い
る
が
、
内
容
か
ら
見
れ
ば
と
も
に
遊
覧
の
場

面
を
描
写
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
詩
も
ほ
ぼ
建
安
公
宴
詩
の
一
般
的
モ
デ
ル
に
従
っ
て
お
り
、
た
だ
描
写
の
重

心
は
宴
会
の
場
面
か
ら
遊
覧
の
場
面
、
特
に
自
然
の
景
物
に
変
わ
る
。
多
く
の
先
行
研
究
で
は
す
で
に
以
上
の
二
首
が
唱
和
の
作
品
で
あ

る
と
述
べ
ら
れ
て
お
り

）
（1
（

、
ほ
ぼ
通
説
に
な
っ
た
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
二
首
の
詩
に
は
季
節
の
表
現
が
あ
ま

り
に
も
少
な
い
。
た
だ
曹
植
「
公
讌
詩
」
の
「
秋
蘭
被
長
坂
、
朱
華
冒
綠
池
」
二
句
が
秋
の
季
節
を
言
明
し
て
お
り
、
詩
の
創
作
時
期
を

判
断
す
る
手
掛
か
り
を
提
供
し
て
い
る
。
趙
幼
文
氏
は
『
曹
植
集
校
注
』
を
編
纂
す
る
時
、
従
来
の
建
安
十
六
年
説
に
反
論
し
、
こ
の
詩

を
建
安
十
七
年
の
作
と
見
な
し
て
い
る

）
（1
（

。
こ
の
意
見
は
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

劉
楨
の
「
公
讌
詩
」
に
も
、
以
上
の
二
首
と
同
じ
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
と
見
出
せ
る
。

永
日
行
遊
戲
　
懽
樂
猶
未
央
　
　
永
日
　
行
き
て
遊
戯
す
る
も
　
懽
楽
　
猶
お
未
だ
央つ

き
ず

遺
思
在
玄
夜
　
相
與
復
翺
翔
　
　
遺
思
　
玄
夜
に
在
り
　
相
い
与
に
復
た
翺
翔
す



二
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安
の
公
宴
詩
に
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い
て
―

輦
車
飛
素
蓋
　
從
者
盈
路
傍
　
　
輦
車
　
素
蓋
を
飛
ば
し
　
従
者
　
路
傍
に
盈
つ

月
出
照
園
中
　
珍
木
鬱
蒼
蒼
　
　
月
出
で
て
園
中
を
照
ら
し
　
珍
木
　
鬱
と
し
て
蒼
蒼
た
り

淸
川
過
石
渠
　
流
波
爲
魚
防
　
　
清
川
　
石
渠
を
過
ぎ
　
流
波
　
魚
防
を
為
す

芙
蓉
散
其
華
　
菡
萏
溢
金
塘
　
　
芙
蓉
　
其
の
華
を
散
ら
し
　
菡
萏
　
金
塘
に
溢
る

靈
鳥
宿
水
裔
　
仁
獸
遊
飛
梁
　
　
霊
鳥
　
水
裔
に
宿
り
　
仁
獸
　
飛
梁
に
遊
ぶ

華
館
寄
流
波
　
豁
達
來
風
涼
　
　
華
館
　
流
波
に
寄
り
　
豁
達
と
し
て
風
の
涼
し
き
を
来
た
ら
し
む

生
平
未
始
聞
　
歌
之
安
能
詳
　
　
生
平
　
未
だ
始
め
よ
り
聞
か
ず
　
之
を
歌
う
も
安
く
ん
ぞ
能
く
詳
ら
か
に
せ
ん

投
翰
長
歎
息
　
綺
麗
不
可
忘
　
　
翰
を
投
じ
て
長
く
歎
息
す
る
も
　
綺
麗
　
忘
る
べ
か
ら
ず

前
の
二
首
と
共
通
す
る
景
物
で
あ
る
月
・
樹
木
・
水
・
鳥
な
ど
に
ま
ず
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
最
後
に
お
け
る
自
ら
の
感
想
を

述
べ
る
部
分
に
、
劉
楨
は
こ
の
景
色
に
対
し
て
「
生
平
未
始
聞
、
歌
之
安
能
詳
」、
つ
ま
り
生
ま
れ
て
初
め
て
見
た
こ
の
景
色
を
、
如
何

に
う
た
っ
て
も
う
た
い
尽
く
せ
な
い
と
い
う
賛
嘆
の
声
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
二
句
も
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
詩
の
創
作
時
期
を
推
定
す
る
も

う
一
つ
の
手
が
か
り
に
な
る
。
も
し
彼
が
す
で
に
西
園
の
遊
覧
に
慣
れ
て
い
た
ら
、
こ
の
よ
う
な
賛
嘆
は
不
自
然
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、

こ
れ
ら
の
詩
は
劉
楨
を
含
む
建
安
文
人
た
ち
が
西
園
で
の
宴
遊
活
動
を
始
め
た
ば
か
り
の
頃
に
作
ら
れ
た
と
推
測
す
る
。
逆
に
言
え
ば
、

最
初
の
頃
の
遊
覧
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
西
園
の
景
色
を
こ
れ
ほ
ど
詳
し
く
描
写
す
る
理
由
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

曹
植
詩
と
劉
楨
詩
そ
れ
ぞ
れ
の
冒
頭
の
二
句
を
合
わ
せ
て
見
れ
ば
、
当
日
の
夜
の
遊
覧
の
前
に
は
ま
だ
昼
間
の
宴
会
が
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
そ
の
宴
会
の
場
面
を
描
写
し
て
い
る
詩
は
現
存
す
る
建
安
公
宴
詩
の
中
に
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た

だ
、
そ
の
宴
会
の
場
で
作
ら
れ
た
よ
う
な
作
品
が
あ
り
、
即
ち
應
瑒
の
「
侍
五
官
中
郎
將
建
章
臺
集
詩
」
で
あ
る
。

朝
雁
鳴
雲
中
　
音
響
一
何
哀
　
　
朝
雁
　
雲
中
に
鳴
く
　
音
響
　
一
に
何
ぞ
哀
し
き
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問
子
遊
何
郷
　
戢
翼
正
徘
徊
　
　
問
う
　
子
　
何
れ
の
郷
に
か
遊
ば
ん
と
し
て
　
翼
を
戢お

さ

め
て
正
に
徘
徊
す
る
と

言
我
寒
門
來
　
將
就
衡
陽
棲
　
　
言
う
　
我
　
寒
門
よ
り
来
た
り
　
将
に
衡
陽
に
就
き
て
棲
ま
ん
と
す
と

往
春
翔
北
土
　
今
冬
客
南
淮
　
　
往
春
　
北
土
に
翔
り
　
今
冬
　
南
淮
に
客
た
り

遠
行
蒙
霜
雪
　
毛
羽
日
摧
頽
　
　
遠
行
し
て
霜
雪
を
蒙
り
　
毛
羽
　
日
び
に
摧
頽
す

常
恐
傷
肌
骨
　
身
隕
沈
黃
泥
　
　
常
に
恐
る
　
肌
骨
を
傷
め
　
身
は
隕
ち
て
黄
泥
に
沈
ま
ん
こ
と
を

簡
珠
墮
沙
石
　
何
能
中
自
諧
　
　
簡
珠
　
沙
石
に
堕
つ
　
何
ぞ
能
く
中う

ち

に
自
ら
諧か

な

わ
ん

欲
因
雲
雨
會
　
濯
羽
陵
高
梯
　
　
雲
雨
の
会
に
因
り
て
　
羽
を
濯す

す

ぎ
て
高
梯
を
陵し

の

が
ん
と
欲
す

良
遇
不
可
値
　
伸
眉
路
何
階
　
　
良
遇
　
値あ

う
べ
か
ら
ず
　
眉
を
伸
ば
す
に
路
は
何
く
に
か
階よ

ら
ん

公
子
敬
愛
客
　
樂
飲
不
知
疲
　
　
公
子
は
客
を
敬
愛
し
　
楽
し
み
飲
み
て
疲
る
る
を
知
ら
ず

和
顔
旣
以
暢
　
乃
肯
顧
細
微
　
　
和
顔
　
既
に
以
て
暢の

び
　
乃
ち
肯
て
細
微
を
顧
み
る

贈
詩
見
存
慰
　
小
子
非
所
宜
　
　
詩
を
贈
り
て
存
慰
せ
ら
る
る
も
　
小
子
の
宜
し
き
所
に
非
ず

爲
且
極
歡
情
　
不
醉
其
無
歸
　
　
為
に
且

し
ば
ら

く
歓
情
を
極
む
　
酔
わ
ざ
れ
ば
其
れ
帰
る
こ
と
無
か
ら
ん

凡
百
敬
爾
位
　
以
副
飢
渴
懷
　
　
凡
百
　
爾そ

の
位

く
ら
い

を
敬

つ
つ
し

み
　
以
て
飢
渴
の
懐お

も

い
副そ

わ
ん

こ
の
詩
も
『
文
選
』
の
「
公
讌
」
類
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
前
半
の
十
八
句
と
後
半
の
十
句
に
分
け
て
、
内
容
は
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の

生
涯
へ
の
感
傷
と
宴
会
の
主
催
者
で
あ
る
曹
丕
へ
の
感
謝
で
あ
る
。
宴
会
の
場
面
、
例
え
ば
飲
食
や
音
楽
に
対
す
る
描
写
は
ほ
と
ん
ど
な

い
の
で
、
建
安
公
宴
詩
の
一
般
的
モ
デ
ル
に
従
わ
な
い
独
特
な
存
在
で
あ
る
。
た
だ
し
、
詩
の
後
半
に
あ
る
「
公
子
敬
愛
客
、
樂
飲
不
知

疲
」
二
句
は
、
曹
植
「
公
讌
詩
」
の
「
公
子
敬
愛
客
、
終
宴
不
知
疲
」
と
は
ご
く
類
似
し
て
い
る
表
現
で
あ
り
、
二
者
の
間
の
関
連
性
が

感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、「
贈
詩
」
と
い
う
表
現
か
ら
見
れ
ば
、
今
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
宴
会
の
場
で
曹
丕

も
詩
を
作
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。



二
七

四
時
の
宴
　
―
建
安
の
公
宴
詩
に
つ
い
て
―

題
名
に
い
う
「
建
章
臺
」
に
つ
い
て
は
不
詳
で
あ
る
が
、「
建
章
」
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
は
前
漢
武
帝
の
時
、
長
安
に
建
て
ら
れ

た
宮
殿
の
名
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
恐
ら
く
鄴
都
に
あ
る
台
を
指
し
て
い
る
。
兪
紹
初
氏
は
、
即
ち
銅
雀
台
で
あ
る
と
推
測
し
て
い
る

）
（1
（

。
も

し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
詩
に
反
映
さ
れ
た
宴
遊
も
銅
雀
台
が
で
き
た
後
、
即
ち
建
安
十
七
年

）
11
（

（
二
一
二
）
以
降
の
こ
と
で

あ
る
。
ま
た
、
趙
幼
文
氏
が
推
測
し
た
曹
植
「
公
讌
詩
」（
お
よ
び
曹
丕
「
芙
蓉
池
作
」
）
の
創
作
時
期
と
、
建
安
文
人
た
ち
の
早
期
の

宴
遊
と
い
う
条
件
を
考
え
れ
ば
、
以
上
四
首
の
詩
は
建
安
十
七
年
秋
の
西
園
に
お
け
る
宴
遊
を
表
現
す
る
作
品
で
あ
る
と
推
測
す
る
。

四
、
冬
の
宴

冬
の
宴
会
を
描
写
し
て
い
る
公
宴
詩
に
は
、
曹
丕
の
「
於
譙
作
詩
」
と
劉
楨
の
「
贈
五
官
中
郎
將
四
首
」
其
一
・
其
四
が
あ
り
、
み
な

同
じ
宴
会
の
場
面
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
應
瑒
の
「
公
讌
詩
」
も
あ
り
、
こ
れ
も
類
似
し
た
表
現
や
内
容
に
よ
っ
て
前

の
三
首
と
同
じ
宴
会
を
描
写
し
て
い
る
作
品
で
あ
る
と
推
測
す
る
。

曹
丕
の
「
於
譙
作
詩
」
と
劉
楨
の
「
贈
五
官
中
郎
將
四
首
」
其
一
は
、
先
行
研
究
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
、
同
じ
く
建
安
十
四
年

（
二
〇
九
）
冬
に
曹
丕
が
譙
に
お
い
て
主
催
し
た
宴
会
を
描
写
し
て
い
る

）
1（
（

。
建
安
十
四
年
十
二
月
、
曹
操
は
駐
在
先
の
合
肥
か
ら
軍
を
引

き
、
故
郷
の
譙
に
帰
っ
た
。
そ
の
時
、
二
十
三
歳
の
曹
丕
も
こ
の
度
の
行
軍
に
参
加
し
て
お
り

）
11
（

、
十
八
歳
の
曹
植
も
参
加
し
た
可
能
性
が

あ
る

）
11
（

。
ま
ず
は
曹
丕
の
「
於
譙
作
詩
」
か
ら
見
て
み
よ
う
。

淸
夜
延
貴
客
　
明
燭
發
高
光
　
　
清
夜
に
貴
客
を
延ま

ね

き
　
明
燭
　
高
光
を
発
す

豐
膳
漫
星
陳
　
旨
酒
盈
玉
觴
　
　
豊
膳
　
漫み

だ

り
に
星
陳
し
　
旨
酒
　
玉
觴
に
盈
つ

絃
歌
奏
新
曲
　
遊
響
拂
丹
梁
　
　
絃
歌
　
新
曲
を
奏
し
　
遊
響
　
丹
梁
を
払
う

餘
音
赴
迅
節
　
慷
慨
時
激
揚
　
　
餘
音
　
迅
節
に
赴
き
　
慷
慨
と
し
て
時
に
激
揚
す
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獻
酬
紛
交
錯
　
雅
舞
何
鏘
鏘
　
　
献
酬
　
紛
と
し
て
交
錯
し
　
雅
舞
　
何
ぞ
鏘
鏘
た
り

羅
纓
從
風
飛
　
長
劍
自
低
昂
　
　
羅
纓
　
風
に
従
い
て
飛
び
　
長
剣
　
自
か
ら
低
昂
す

穆
穆
衆
君
子
　
和
合
同
樂
康
　
　
穆
穆
た
る
衆
君
子
　
和
合
し
て
同と

も

に
楽
康
す

こ
の
詩
は
現
存
す
る
曹
丕
の
公
宴
詩
の
中
で
最
も
早
い
作
品
で
あ
り
、
若
い
曹
丕
が
初
め
て
自
ら
主
催
し
た
宴
会
を
反
映
し
て
い
る
可

能
性
も
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
詩
は
宴
会
の
背
景
と
場
面
の
描
写
、
そ
し
て
賓
客
へ
の
称
揚
と
い
う
三
つ
の
部
分
か
ら
構

成
さ
れ
、
建
安
公
宴
詩
の
一
般
的
モ
デ
ル
は
す
で
に
こ
の
詩
に
整
っ
て
い
る
。
季
節
と
場
所
の
表
現
が
見
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
劉
楨
の

「
贈
五
官
中
郎
將
四
首
」
其
一
と
対
照
す
れ
ば
同
じ
場
面
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

昔
我
從
元
后
　
整
駕
至
南
郷
　
　
昔
　
我
　
元
后
に
従
い
　
駕
を
整
え
て
南
郷
に
至
る

過
彼
豐
沛
都
　
與
君
共
翺
翔
　
　
彼
の
豊
沛
の
都
に
過よ

ぎ
り
　
君
と
共
に
翺
翔
す

四
節
相
推
斥
　
季
冬
風
且
涼
　
　
四
節
　
相
い
推
斥
し
　
季
冬
　
風
ふ
き
且
つ
涼つ

め

た
し

衆
賓
會
廣
坐
　
明
鐙
熺
炎
光
　
　
衆
賓
　
広
坐
に
会
し
　
明
鐙
　
炎
光
を
熺

か
が
や

か
す

淸
歌
製
妙
聲
　
萬
舞
在
中
堂
　
　
清
歌
　
妙
声
を
製
し
　
万
舞
　
中
堂
に
在
り

金
罍
含
甘
醴
　
羽
觴
行
無
方
　
　
金
罍
　
甘
醴
を
含
み
　
羽
觴
　
行め

ぐ

り
て
方
無
し

長
夜
忘
歸
來
　
聊
且
爲
太
康
　
　
長
夜
に
帰
来
を
忘
れ
　
聊い

さ

さ且
か
太
康
を
為
す

四
牡
向
路
馳
　
歡
悅
誠
未
央
　
　
四
牡
　
路
に
向
か
い
て
馳
す
る
に
　
歓
悦
　
誠
に
未
だ
央つ

き
ず

劉
楨
の
こ
の
連
作
は
『
文
選
』
贈
答
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
其
一
と
其
四
は
公
宴
の
内
容
を
表
現
し
て
い
る
。
曹
丕
の
詩
は
宴
会
の

場
で
作
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
の
に
対
し
、
劉
楨
の
こ
の
詩
は
数
年
後
の
追
憶
で
あ
る
。
最
初
の
四
句
は
、
曹
操
の
南
征
に
参
加
し
て
、
譙



二
九

四
時
の
宴
　
―
建
安
の
公
宴
詩
に
つ
い
て
―

に
過
っ
て
曹
丕
と
交
遊
し
た
経
緯
を
述
べ
て
い
る
。「
豐
沛
都
」
の
表
現
は
、
曹
氏
の
故
郷
で
あ
る
譙
を
漢
の
高
祖
の
故
郷
で
あ
る
豊
沛

に
喩
え
て
詠
っ
て
い
る
。「
四
節
相
推
斥
、
季
冬
風
且
涼
」
二
句
は
季
節
を
表
し
、「
季
冬
」
と
は
十
二
月
を
い
う
。「
衆
賓
會
廣
坐
」
か
ら

の
六
句
は
宴
会
の
場
面
を
描
写
し
て
い
る
。
夜
の
室
内
と
い
う
環
境
が
曹
丕
の
詩
と
共
通
し
て
お
り
、
更
に
楽
曲
や
歌
声
と
比
べ
れ
ば
、

建
安
公
宴
詩
に
そ
れ
ほ
ど
多
く
描
写
さ
れ
て
い
な
い
舞
踊
の
場
面
に
も
、
二
首
と
も
触
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
以
下
の
連
作
の
其
四
も
、
上
述
と
同
時
期
の
宴
会
を
描
写
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

涼
風
吹
沙
礫
　
霜
氣
何
皚
皚
　
　
涼
風
　
沙
礫
を
吹
き
　
霜
気
　
何
ぞ
皚
皚
た
り

明
月
照
緹
幕
　
華
燈
散
炎
輝
　
　
明
月
　
緹
幕
を
照
ら
し
　
華
灯
　
炎
輝
を
散
ず

賦
詩
連
篇
章
　
極
夜
不
知
歸
　
　
詩
を
賦
し
て
篇
章
を
連
ね
　
夜
を
極
め
て
帰
る
を
知
ら
ず

君
侯
多
壯
思
　
文
雅
縱
橫
飛
　
　
君
侯
は
壮
思
多
く
　
文
雅
　
縦
横
に
飛
ぶ

小
臣
信
頑
鹵
　
僶
俛
安
能
追
　
　
小
臣
は
信

ま
こ
と

に
頑
鹵
に
し
て
　
僶
俛
す
る
も
安
く
ん
ぞ
能
く
追
わ
ん
や

最
初
の
二
句
は
季
節
を
表
し
て
い
る
。
特
に
「
霜
氣
何
皚
皚
」
と
類
似
し
た
用
例
を
探
せ
ば
、
西
晋
の
夏
侯
湛
の
「
寒
苦
謠
」
に
「
惟

立
冬
之
初
夜
…
…
霜
皚
皚
以
被
庭
」
と
い
う
表
現
が
あ
り
、
明
ら
か
に
冬
の
季
節
の
特
徴
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
詩
も
冬
を
描
写
し
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
次
の
二
句
も
前
の
二
首
と
同
じ
よ
う
に
夜
の
室
内
の
表
現
で
あ
る
。
問
題
に
な
る
の
は
次
の
二
句
で
あ
る
。「
賦

詩
連
篇
章
、
極
夜
不
知
歸
」
の
主
語
は
誰
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
問
題
は
詩
の
理
解
に
関
し
て
は
重
要
で
あ
る
。
現
行
の
注
釈
本
で
は
、
よ

く
こ
の
二
句
の
主
語
を
曹
丕
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
さ
ら
に
詩
全
体
の
意
味
を
、
劉
楨
は
曹
丕
が
出
征
先
の
テ
ン
ト
に
お
い
て
夜
ま
で

文
学
創
作
に
夢
中
す
る
様
子
を
想
像
し
て
詠
っ
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
歸
」
の
一
字
に
は
主
客
の
概
念

が
含
ま
れ
て
い
る
。
も
し
曹
丕
が
ひ
と
り
で
自
ら
の
住
む
所
で
詩
文
を
作
る
と
い
う
場
面
だ
と
す
れ
ば
、「
歸
」
の
意
味
は
成
立
し
な
い
。

ゆ
え
に
、
こ
の
二
句
が
描
い
て
い
る
の
は
、
ま
た
曹
丕
が
主
催
し
た
宴
会
に
お
い
て
み
な
で
詩
文
を
作
り
、
賓
客
た
ち
が
夜
明
け
ま
で
帰
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る
こ
と
を
忘
れ
る
と
い
う
場
面
で
あ
ろ
う
。「
詩
を
賦
す
」
の
は
曹
丕
も
含
め
て
い
る
が
、「
帰
る
を
知
ら
ず
」
は
劉
楨
ら
の
賓
客
で
あ
る

と
理
解
し
た
ほ
う
が
相
応
し
い
。
ま
た
、
の
ち
に
連
作
と
さ
れ
て
い
る
が
、
必
ず
す
べ
て
同
じ
時
期
の
作
品
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ

の
詩
は
恐
ら
く
宴
会
を
追
憶
す
る
其
一
と
違
い
、
宴
会
そ
の
場
で
作
ら
れ
た
作
品
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

最
後
に
應
瑒
の
「
公
讌
詩
」
を
前
の
三
首
と
比
べ
て
見
て
み
よ
う
。

巍
巍
主
人
德
　
佳
會
被
四
方
　
　
巍
巍
た
る
主
人
の
徳
　
佳
会
　
四
方
を
被

こ
う
む

る

開
館
延
群
士
　
置
酒
于
斯
堂
　
　
館
を
開
き
て
群
士
を
延ま

ね

き
　
酒
を
斯こ

の
堂
に
於
い
て
置
く

辨
論
釋
鬱
結
　
援
筆
興
文
章
　
　
論
を
弁
じ
て
鬱
結
を
釈
し
　
筆
を
援ひ

き
て
文
章
を
興お

こ

す

穆
穆
衆
君
子
　
好
合
同
歡
康
　
　
穆
穆
た
る
衆
君
子
　
好
合
し
て
同と

も

に
歓
康
す

促
坐
褰
重
帷
　
傳
滿
騰
羽
觴
　
　
坐
を
促
し
て
重
帷
を
褰か

か

ぎ
　
満
つ
る
を
伝
い
て
羽
觴
を
騰つ

た

う

こ
の
詩
に
見
え
る
前
の
三
首
と
関
わ
り
が
あ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
は
、
ま
ず
「
穆
穆
衆
君
子
、
好
合
同
歡
康
」
二
句
と
曹
丕
「
於
譙
作
詩
」

の
「
穆
穆
衆
君
子
、
和
合
同
樂
康
」
と
は
ご
く
類
似
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
季
節
を
表
す
語
は
見
ら
れ
な
い
が
、「
辨
論
釋

鬱
結
、
援
筆
興
文
章
」
二
句
の
表
現
は
劉
楨
詩
の
其
四
に
あ
る
「
賦
詩
連
篇
章
」
と
い
う
表
現
に
よ
く
対
応
し
て
い
る
。
こ
の
詩
文
を
作

る
場
面
も
、
建
安
公
宴
詩
に
普
遍
的
に
描
か
れ
て
い
る
場
面
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
第
二
句
の
「
佳
會
被
四
方
」
と
い
う
の
は
、

こ
の
度
の
宴
会
が
都
で
は
な
く
地
方
で
開
催
さ
れ
た
よ
う
に
と
れ
る
。
ま
た
第
三
句
の
「
開
館
延
群
士
」
の
「
館
」
と
い
う
語
か
ら
は
臨

時
の
屋
敷
を
用
意
し
て
文
士
た
ち
を
招
く
と
い
う
意
味
が
と
れ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
詩
も
前
の
三
首
と
同
じ
宴
会
を
表
現
し
て
い
る
可
能

性
が
あ
る
と
推
測
す
る
。



三
一

四
時
の
宴
　
―
建
安
の
公
宴
詩
に
つ
い
て
―

お
わ
り
に

建
安
の
公
宴
詩
は
集
団
創
作
の
産
物
で
は
あ
る
が
、
す
べ
て
同
時
期
の
作
品
と
は
限
ら
な
い
。
現
存
す
る
建
安
公
宴
詩
は
、
た
い
て
い

時
期
や
場
所
の
異
な
る
四
回
の
宴
会
に
関
し
て
詠
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
時
間
順
に
言
え
ば
、

・ 

第
一
回
は
、
建
安
十
四
年
十
二
月
の
譙
に
お
け
る
宴
会
で
あ
る
。
関
連
作
品
は
曹
丕
「
於
譙
作
詩
」・
劉
楨
「
贈
五
官
中
郎
將
四
首
」

其
一
と
其
四
・
應
瑒
「
公
讌
詩
」
の
四
首
で
あ
る
。

・ 

第
二
回
は
、
建
安
十
七
年
秋
の
銅
雀
台
に
お
け
る
宴
会
お
よ
び
そ
れ
と
密
接
し
て
い
る
西
園
に
お
け
る
遊
覧
で
あ
る
。
関
連
作
品

は
曹
丕
「
芙
蓉
池
作
」・
曹
植
「
公
讌
詩
」・
劉
楨
・「
公
讌
詩
」・
應
瑒
「
侍
五
官
中
郎
將
建
章
臺
集
詩
」
の
四
首
で
あ
る
。

・
第
三
回
は
、
建
安
二
十
一
年
元
日
の
孟
津
に
お
け
る
宴
会
で
あ
る
。
関
連
作
品
は
曹
丕
の
「
孟
津
詩
」
で
あ
る
。

・ 

第
四
回
は
、
建
安
二
十
一
年
夏
の
鄴
宮
に
お
け
る
宴
会
で
あ
る
。
関
連
作
品
は
曹
丕
「
夏
日
詩
」・
曹
植
「
侍
太
子
坐
詩
」・
王
粲

「
公
讌
詩
」・
陳
琳
「
宴
會
詩
」
の
四
首
で
あ
る
。

四
回
と
も
主
催
者
は
曹
丕
で
あ
る
。
ほ
か
に
は
、
こ
の
四
回
の
宴
会
と
の
関
わ
り
が
不
明
確
な
作
品
も
あ
る
。
例
え
ば
阮
瑀
の
「
公
讌
詩
」

で
あ
る
。

建
安
十
七
年
、
阮
瑀
が
没
し
た
。
二
十
二
年
正
月
に
王
粲
が
な
く
な
り
、
そ
の
冬
に
は
陳
琳
・
劉
楨
・
應
瑒
・
徐
幹
が
ほ
ぼ
同
時
に
世

を
去
っ
た
。
振
り
返
れ
ば
、
建
安
二
十
一
年
、
あ
の
涼
し
い
風
が
吹
い
た
夏
の
日
は
、
建
安
文
学
に
お
け
る
最
後
の
盛
宴
に
な
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
建
安
の
詩
人
た
ち
が
残
し
た
公
宴
詩
の
作
品
と
こ
の
詩
の
ジ
ャ
ン
ル
は
、
六
朝
か
ら
唐
に
か
け
て
更
に
多
く
の

作
品
を
生
み
出
し
、
そ
の
生
命
力
は
絶
え
ず
続
い
て
い
る
。

注
（
１
）　「
讌
」
は
「
宴
」
に
通
じ
る
た
め
、
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
は
「
公
讌
」
に
作
る
も
の
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
常
用
漢
字
の
「
宴
」
を
用
い
る
。
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た
だ
し
、
原
文
を
引
用
す
る
時
は
原
文
に
従
う
。
ま
た
、
本
稿
に
引
用
さ
れ
た
詩
は
、『
文
選
』
所
収
の
も
の
は
『
文
選
』
の
テ
キ
ス
ト
に
従
い
、

他
は
す
べ
て
逯
欽
立
輯
校
『
先
秦
漢
魏
晋
南
北
朝
詩
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
三
年
）
の
テ
キ
ス
ト
に
従
う
。

（
２
）　『
文
選
』
卷
二
〇
曹
植
「
公
讌
詩
」
呂
延
濟
注
：「
公
讌
者
、
臣
下
在
公
家
侍
讌
也
。」

（
３
）　
兪
紹
初
輯
校
『
建
安
七
子
集
（
修
訂
本
）』（
中
華
書
局
、
二
〇
一
六
年
）
の
「
附
錄
四
：
建
安
七
子
年
譜
」（
四
六
九
頁
）
に
よ
れ
ば
、
徐

幹
も
当
時
の
宴
遊
に
参
加
し
た
が
、
詩
は
亡
佚
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）　
兪
前
掲
書
（
四
三
六
頁
）
の
考
証
に
よ
れ
ば
、
阮
瑀
が
曹
操
の
配
下
に
な
っ
た
の
は
建
安
三
年
（
一
九
八
）
の
頃
で
あ
る
。

（
５
）　『
魏
志
』
武
帝
紀
：「
二
十
年
…
…
三
月
、
公
西
征
張
魯
…
…
二
十
一
年
春
二
月
、
公
還
鄴
。」

（
６
）　『
魏
志
』
鍾
繇
傳
裴
松
之
注
：「『
魏
略
』
曰
：『
後
太
祖
征
漢
中
、
太
子
在
孟
津
。』」

（
７
）　『
魏
志
』
武
帝
紀
：「
二
十
年
…
…
十
一
月
、
魯
自
巴
中
將
其
餘
衆
降
。」

（
８
）　
逯
前
掲
書
、四
五
〇
頁
：「
逯
案
、詩
爲
夏
日
作
、白
日
曜
靑
春
句
、御
覽
引
春
作
天
者
是
。」
趙
幼
文
『
曹
植
集
校
注
（
修
訂
版
）』（
中
華
書
局
、

二
〇
一
六
年
）
二
六
五
頁
注
一
：「
案
此
詩
天
字
不
誤
。」

（
９
）　
中
古
音
の
韻
部
は
『
広
韻
』
に
よ
る
。
上
古
音
の
韻
部
は
郭
錫
良
『
漢
字
古
音
手
冊
』（
北
京
大
学
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）
に
よ
る
。

（
10
）　
川
合
康
三
「
う
た
げ
の
う
た
」（『
中
国
文
学
報
』
第
五
三
冊
、
一
九
九
六
年
）。

（
11
）　
趙
前
掲
書
、
二
六
五
頁
注
九
。
原
文
は
以
下
の
通
り
：

　
　
　
　 

機
巧
忽
若
神
、
曹
丕
「
典
論
自
序
」：「
余
於
他
戲
弄
之
事
少
所
喜
、
唯
彈
棊
略
盡
其
妙
（
據
『
世
説
』
巧
藝
注
改
）、
少
爲
之
賦
。
昔
京

師
先
工
有
二
焉
（
原
作
馬
、據
『
世
説
』
改
）、合
郷
侯
東
方
安
世
張
公
子
，（
予
）
常
恨
不
得
與
彼
數
子
者
對
。」『
博
物
志
』：「
帝
善
彈
棊
、

能
用
手
巾
角
（
揮
之
、
黃
門
跪
受
。）」（
據
『
書
鈔
』
一
三
六
引
補
）

（
12
）　『
文
選
』
卷
二
〇
王
粲
「
公
讌
詩
」
李
善
注
：「
主
人
、
謂
太
祖
也
。
…
…
此
詩
侍
曹
操
讌
。」

（
13
）　
呉
雲
主
編
　
張
連
科
校
注
『
建
安
七
子
集
校
注
（
修
訂
版
）』（
天
津
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）
一
二
八
頁
注
三
、
ま
た
夏
傳
才
主
編
　

杜
志
勇
校
注
『
孔
融
陳
琳
合
集
校
注
』（『
建
安
文
学
全
書
』、
河
北
教
育
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）
一
〇
七
頁
注
二
も
こ
の
解
釈
を
採
用
し
て
い
る
。
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（
14
）　『
魏
志
』
武
帝
紀
：「
十
八
年
…
…
五
月
丙
申
、
天
子
使
御
史
大
夫
郗
慮
持
節
策
命
公
爲
魏
公
。」

（
15
）　『
魏
志
』
武
帝
紀
：「
二
十
一
年
…
…
夏
五
月
、
天
子
進
公
爵
爲
魏
王
。」

（
16
）　
例
え
ば
、
趙
前
掲
書
と
徐
公
持
『
曹
植
年
譜
考
証
』（
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）
で
あ
る
。
趙
書
二
二
三
頁
と
徐
書
一
九
九

頁
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
大
暑
賦
」
の
創
作
時
期
に
つ
い
て
詳
し
く
論
述
さ
れ
て
い
る
。

（
17
）　
比
較
的
に
早
い
も
の
は
民
国
の
黄
節
『
曹
子
建
詩
注
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
八
年
）
で
あ
り
、
そ
の
原
文
は
以
下
の
通
り
（
八
頁
注

一
四
）：

　
　
　
　 

此
詩
蓋
和
魏
文
帝
「
芙
蓉
池
作
」。「
淸
夜
」
兩
句
、
即
和
「
乘
輦
夜
行
遊
、
逍
遙
步
西
園
」。「
明
月
」
兩
句
、
即
和
「
丹
霞
夾
明
月
、

華
星
出
雲
間
」。「
好
鳥
」「
神
飆
」、
即
和
「
驚
風
扶
輪
轂
、
飛
鳥
翔
我
前
」。「
飄
颻
」
兩
句
、
即
和
「
遨
遊
快
心
意
、
保
己
終
百
年
」。

（
18
）　
趙
前
掲
書
は
曹
植
の
作
品
を
時
間
順
に
並
べ
て
い
る
が
、「
公
宴
」
と
題
す
る
こ
の
詩
を
、
創
作
時
期
が
建
安
十
七
年
と
確
定
で
き
る
「
登

臺
賦
」
と
「
光
禄
大
夫
荀
侯
誄
」
二
篇
の
作
品
の
間
に
置
い
て
い
る
。
ま
た
詩
の
注
釈
の
後
に
は
従
来
の
建
安
十
六
年
説
に
対
し
て
以
下
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
（
七
四
頁
）：

　
　
　
　 

案
丁
氏
『
年
譜
』（
筆
者
注
：
即
ち
丁
晏
『
曹
集
銓
評
』
附
「
魏
陳
思
王
年
譜
」）
列
此
詩
於
建
安
十
六
年
。
據
『
魏
志
』
武
帝
紀
、
建

安
十
六
年
秋
七
月
、
曹
操
西
征
馬
超
、
植
從
行
、
見
本
卷
「
離
思
賦
」
序
、
似
植
不
得
有
此
詩
也
、
丁
譜
或
未
確
。

（
19
）　
兪
前
掲
書
（
四
六
七
頁
）
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
：

　
　
　
　 

題
所
云
建
章
臺
、
疑
即
銅
雀
臺
。『
藝
文
類
聚
』
卷
六
二
載
繁
欽
「
建
章
鳳
闕
賦
」、
其
敘
建
章
鳳
闕
之
地
理
・
形
制
與
左
思
「
魏
都
賦
」

説
銅
雀
臺
相
符
、
豈
建
章
臺
或
爲
銅
雀
臺
之
初
名
邪
？

（
20
）　『
魏
志
』
武
帝
紀
：「
十
五
年
…
…
冬
、作
銅
雀
臺
。」
陳
思
王
伝
：「
時
鄴
銅
爵
臺
新
成
、太
祖
悉
將
諸
子
登
臺
、使
各
賦
。」
曹
丕
「
登
臺
賦
」
序
：

「
建
安
十
七
年
春
、
上
遊
西
園
、
登
銅
爵
臺
、
命
余
兄
弟
竝
作
。」「
銅
爵
臺
」
は
即
ち
銅
雀
台
で
あ
る
。
従
っ
て
銅
雀
台
の
建
造
は
建
安
十
五
年

冬
か
ら
始
ま
り
、
建
安
十
七
年
春
の
頃
に
完
成
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
趙
前
掲
書
（
七
〇
頁
）
や
徐
前
掲
書
（
一
四
一
頁
）
に
詳
し
く

論
じ
ら
れ
て
い
る
。
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（
21
）　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
兪
前
掲
書
（
四
六
一
頁
）
に
論
述
が
あ
る
。

（
22
）　『
魏
志
』
武
帝
紀
：「
十
四
年
春
三
月
、
軍
至
譙
…
…
秋
七
月
、
自
渦
入
淮
、
出
肥
水
、
軍
合
肥
…
…
十
二
月
、
軍
還
譙
。」
曹
丕
「
浮
淮
賦
」

序
：「
建
安
十
四
年
、
王
師
自
譙
東
征
…
…
時
余
從
行
。」

（
23
）　
徐
前
掲
書
（
一
〇
四
頁
）
に
は
こ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。


