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「文学部紀要」文教大学文学部第9-1号 加藤 敏

一

初
唐
期

の
文
学
が
斉
梁
の
余
波

で
あ
り
、
華
麗
な
修
辞
が
好

ま
れ
、
言
志

の
文
学
の
伝
統
が
絶
え

て
い
た
こ
と
は
、
例
え
ば

す

で
に
陳
子
昂
の

「修
竹
篇
序
」
が
明
確
に
述
べ
て
い
る
認
識

で
あ
る
。
「修
竹
篇
序
」
は
、

東
方
公
足
下
、
文
章
道
弊
五
百
年
矣
。
漢
魏
風
骨
、
晉
宋
莫

傳

。
…
僕
嘗
暇
時
觀
齊
梁
問
詩
、
彩
麗
競
繁
、
而
興
寄
都
絶
、

毎
以
永
嘆
。
…
風
雅
不
作
、
以
耿
耿
也
。

と
、
風
雅

の
文
学
が
絶
え

て
い
る
こ
と
を
明
確
に
指
摘
す
る
。

現
在
我

々
が
目
に
す
る
よ
う
な
初
唐
の
詩

の
多
く
が
、
詩
人
に

内
在
す
る
人
生
や
社
会
に
対
す
る
省
察
と

い
う
苦
渋
に
満
ち
た

精
神

の
営
み
の
結
果
、

齟そ
れ
を
詩
と
い
う
形
式
に
定
着
さ
せ
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
焦
燥
や
煩
悶
、
諦
観
あ
る
い
は
孤
独
感
と
い
っ

た
精
神
を
蝕
む
感
情
を
幾
分
な
り
と
も
解
消
し
よ
う
と
す
る
よ

う
な
性
格
を
持

っ
た
も
の
で
な
か

っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

し
か
し

一
方
、
例
え
ば
趙
昌
平
氏
は

「開
元
十
五
年
前
後

　　
ユ
　

論
盛
唐
詩
的
形
勢
與
分
期
」
の
中
で
、
異
な

っ
た
視
点
を
呈
示

し

て
い
る
。
氏
は
、
初
唐

の
別
集
は
王
績
と
駱
賓
王
以
外
は
そ

の
当
時
残

っ
て
い
た
宮
廷
詩
の
総
集
に
よ

っ
て
後
人
の
集
め
た

も

の
で
、
宮
廷
詩

の
総
集
で
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
こ
に
は

一
定

の
文
学
観
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
文

学
的
状
況
が
正
確

に
反
映
さ
れ
て
は

い
な
い
と
す
る
。
ま
た
、

「
河
嶽
英
靈
集
」

の
序
に

「夫
文
有
神
來
、
氣
來
、
情
來
。
有
雅
體
、
野
體
、
鄙

體
、
俗
體
。
(夫
れ
文
に
神
来
、
気
来
、
情

来
有
り
。
雅
体

、

野
体
、
鄙
体
、
俗
体
有
り
。
)」
と
あ
る
の
を
引
用
し
て
、
初
唐

期
に
は
宮
廷
を
中
心
と
し
た
雅
体

の
文
学
の
他
に
、
ま
た
別

の

ス
タ
イ
ル
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す

る
。
そ
の
上
で
太

　　

　
　

宗
期

の
作
品
の
中
か
ら
具
体
的
に
何
首
か
の
作
品
を
挙
げ
て
い

る
。そ

の
う
ち
、
例
え
ば
劉
孝
孫

の

「詠
笛
」
、

涼
秋
夜
笛
鳴

流
風
韻
九
成

調
高
時
慷
慨

曲
變
或
淒
清

征
客
懷
離
緒

鄰
人
思
舊
情

幸
以
知
音
顧

千
載
有
奇
聲

涼
秋

夜
笛
鳴
り

風
に
流
れ
て
韻
九
成
す

調
高
く
し
て
時
に
慷
慨
し

曲
変
じ
て
或
は
淒
清
た
り

征
客

離
緒
を
懐
ひ

鄰
人

旧
情
を
思
ふ

も
と幸

よ
り
知
音
の
顧
み
る
を
以
て

千
載

奇
声
有
り

は
、
三
、
四
句
及
び
五
、
六
句

に
対
句
を

配
し
、
韻
律
を
整
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え
た
作
品
で
あ
る
。
前
半
の
四
句

で
は
、
涼
秋
の
夜
に
流
れ
る
、

時

に
慷
慨
を
含
み
、
時
に
は
凄
清
と
し
た
笛
の
音
を
詠
じ
、
後

半

は
そ
の
笛

の
音
を
聞
き
な
が
ら
物
思
い
に
沈
む
征
客
や
隣
人

の
姿
を
点
出
す
る
。
末
二
句
は
再
び
笛

の
音
に
帰
着
し
、
知
音

の
存
在
を
冀

い
つ
つ
歌

い
お
さ
め
て
い
る
。
こ
の
作
品
で
は
作

者

の
孤
独
感
が
全
体
の
基
調
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た
李
百
藥

の

「
空
晩
登
古
城
」
も
こ
う
し
た
傾
向
を
持

っ
た
作
品
で
あ
る
。

日
落
征
途
遠

悵
然
臨
古
城

頽
橢
寒
雀
集

荒
喋
晩
烏
驚

蕭
森
灌
木
上

迢
遞
孤
煙
生

霞
景
煥
餘
照

露
氣
澄
晩
清

秋
風
轉
搖
落

此
志
安
可
平

日
落

征
途
遠
く

悵
然
と
し
て
古
城
に
臨
む

頽
塘
に
は
寒
雀
集
ま
り

荒
喋
に
は
晩
鳥
驚
く

蕭
森
た
り

灌
木
の
上

迢
遞
と
し
て
孤
煙
生
ず

霞
景

余
照
に
煥
き

露
気

晩
清
に
澄
む

秋
風

転
た
搖
落
す

此
の
志

安
く
ん
ぞ
平
ら
か
な
る
べ
け
ん
や

長
途
の
旅
に
出
て
い
る
者
の
心
境
を
詠
じ
た
作
品
で
あ
る
。

首
句

の

「
日
落
」
「征
途
遠
」
と

い
う

二
語
に
よ

っ
て
こ
の
詩

の
全
体
の
情
調
が
示
さ
れ
る
。
旅
愁
に
沈
む
者
の
心
を
落
日
が

一
層
悲
観
的
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
彼

の
目
に
し
て

い
る
の
は
荒
廃
し
尽
く
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
古

い
城
市
の
姿

で
あ
る
。
以
下
の
六
句
に
は
そ
の
荒
涼
と
し
た
城
市
の
景
が
描

か
れ
て
い
る
。
荒
れ
果
て
た
城
壁
の
辺
り
に
は
雀
や
烏
が
鳴
き
、

人
影
も
な
く
、
灌
木
が
生
え
る
辺
り
に
は

一
筋

の
煙
が
立
ち

の

ぼ

っ
て
い
る
。
古
城
を
取
り
巻

い
て
い
る
秋

の
夕
暮
れ
は
美
し

く
輝
き
、
ま
た
澄
み
き

っ
て
い
る
が
、
秋
風

が
吹
く
と
と
も
に

全
て
の
も

の
が
揺
落
し
て
ゆ
く
。
こ
の
情
景
を
前

に
し
た
旅
人

の
心
は
安
ら
ぐ
こ
と
な
く
、
更
に
深

い
悲
哀

に
沈
ん
で
ゆ
く

の

で
磐

百
藥
の
簿

陳
子
昂
の
「晩
次
飜

」
の
表
現

欝

を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

故
郷
杳
無
際

日
暮
且
孤
征

川
原
迷
舊
國

道
路
入
邊
城

野
戍
荒
烟
斷

深
山
古
木
平

如
何
此
時
恨

嗷
嗷
夜
猿
鳴

故
郷

杳
と
し
て
際
無
く

日
暮

且
つ
孤
征
す

川
原

旧
国
に
迷
ひ

道
路

辺
城
に
入
る

野
戍

荒
烟
断
え

深
山

古
木
平
ら
か
な
り

如
何
せ
ん

此
の
時
の
恨
み

嗷
嗷
と
し
て
夜
猿
鳴
く
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こ
の
作
品
は
、
彼
が
始
め
て
都
に
向
か

っ
た
時
の
も

の
と
さ

　
　

ヨ

　

れ

て
い
る
。
故
郷
を
遠
く
去
り
、
夕
暮
れ
に
楽
郷
県
に
向
け
て

旅
を
し
て
い
る
作
者
の
目
に
映
じ
た
景
が
描
か
れ
て
い
る
の
で

あ

る
が
、
荒
涼
と
し
た
情
景
は
先
の
李
百
藥

の
作
と
相
通
じ
る

も

の
が
あ
る
。
た
だ
、
李
百
藥
の
作
品
に
は

「霞
景
煥
餘
照
、

露
氣
澄
晩
晴
」
と

い
う
明
澄
な
自
然
を
描
く
句
が
見
ら
れ
る
と

こ
ろ
は
異
な

っ
て
い
る
。
と
も
あ
れ
、
陳
子
昂

の
心
も
安
ら
ぐ

こ
と
が
な

い
。
嗷
嗷
た
る
夜
猿
の
叫
び
が
彼

の
悲
痛
な
心
を
見

事

に
表
象
し
て
い
る
。

趙
昌
平
氏
が
挙
げ
た
作
品
を
見
る
と
、
確
か
に
魏
徴
の
有
名

な

「述
懷
」
や
王
績
の
諸
作
が
初
唐
に
お
い
て
孤
立
し
た
も
の

で
な
か

っ
た
と
す
る
こ
と
が
頷
け
る
。
こ
の
陳
子
昂
の
作
品
も

こ
う
し
た
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
若
き
陳
子
昂

の

「晦
日
宴
高
氏
林
亭
」

「
三
月
三
日
宴

王
明
府
山
亭
」
な
ど
の
諸
作
が
、
宮
廷
風
の
韻
律
を
整
え
た
詩

で
あ
る
こ
と
は
、
高
木
正

一
氏
が
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
で

　
な

　

　

あ

る
。

し
か
し
陳
子
昂
の
文
学
を
特
徴
づ
け
て
い
る

「修
竹
篇
」
や

「
感
遇
」
三
十
八
首
な
ど
は
こ
れ
ら
両
者
と

は
相
当
に
異
な

っ

　　
　
　

た
表
現
の
位
相
を
持

っ
て
い
る
。
「詩
風

の
革
新
」

な
ど
と

い

う
言
葉
で
評
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
文
学
の
営

み
が
常
に
濃
密
な
文
学
的
伝
統
の
中
で
な
さ
れ
る
も

の
で
あ
る

以
上
、
こ
れ
ら
の
作
品
も
同
時
代
の
文
学
の
な
か
に
位
置
付
け

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
東
方
軋
の
文
学
と
比
較
し

つ

つ
陳
子
昂
の
「修

竹
篇
」
の
検
討
を
行

い
、
彼
の
詩
と
賦
と

の
問
題
を
考
察
す

る

こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
風
雅
比
興
の
文
学
に

つ
い
て
再
検
討
を

加
え
て
み
た
い
。

二

 

陳
子
昂
の

「修
竹
篇
」
は
、
そ
の
序
に

コ

昨
於
解
三
處
見

明
公
詠
孤
桐
篇
、
骨
氣
端
翔
、
音
情
頓
挫
、
光
英
朗
練
、
有
金

石
聲
。
遂
用
洗
心
飾
視
、
發
揮
幽
鬱
。
不
圖
正
始
之
音
、
復
覩

於
茲
。
…
…
故
感
嘆
雅
製
、
作
修
竹
詩

一
篇

。

(
一
昨

解
三

の
処
に
於
て
明
公
の
孤
桐
を
詠
ず
る
の
篇
を
見
る
に
、
,骨
気
は

端
翔
に
し
て
、
音
情
頓
挫
し
、
光
英
朗
練
と

し
て
、
金
石
の
声

有
り
。
遂
に
用
て
心
を
洗
ひ
視
を
飾
ひ
、
幽
鬱
を
発
揮
す
。
図

ら
ざ
り
き

正
始
の
音
、
復
た
茲
に
覩
ん
と
は
。
…
…
故
に
雅

製
に
感
嘆
し
、
修
竹
の
詩

一
篇
を
作
る
。
)」
と
あ
る
よ
う
に
、

一199一

(4)



陳子昂の比興

東
方
軋
の
作
品
に
あ
や
か

っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

龍
種
生
南
嶽

孤
翠
鬱
亭
亭

峯
嶺
上
崇
萃

烟
雨
下
微
冥

夜
聞
鼬
鼠
叫

晝
聒
泉
壑
聲

春
風
正
淡
蕩

白
露
巳
清
冷

哀
響
激
金
奏

密
色
滋
玉
英

歳
寒
霜
雪
苦

含
彩
獨
青
青

豈
不
厭
凝
冽

羞
比
春
木
榮

春
木
有
榮
歇

此
節
無
凋
零

始
願
與
金
石

終
古
保
堅
貞

不
意
伶
倫
子

龍
種

南
嶽
に
生
じ

孤
翠

鬱
と
し
て
亭
亭
た
り

峯
嶺

上
に
崇
崋
と
し
て

烟
雨

下
に
微
冥
た
り

夜
に
は
鼬
鼠
の
叫
ぶ
を
聞
き

昼
に
は
泉
壑
の
声
聒
し

春
風

正
に
淡
蕩
と
し
て

白
露

已
に
清
冷
た
り

哀
響
は
金
奏
よ
り
も
激
し
く

密
色
は
玉
英
よ
り
も
滋
し

歳
寒
く
し
て
霜
雪
苦
し
き
も

彩
り
を
含
み
て
独
り
青
青
た
り

豈
に
凝
冽
を
厭
は
ざ
ら
ん
や

春
木
の
榮
ゆ
る
に
比
す
る
を
羞
つ
れ
ば
な
り

春
木
に
は
栄
歇
有
る
も

此
の
節
に
は
凋
零
無
し

始
め
金
石
と

終
古

堅
貞
を
保
た
ん
こ
と
を
願
ふ

意
は
ず

伶
倫
子

吹
之
學
鳳
鳴

遂
偶
雲
餅
瑟

張
樂
奏
天
庭

妙
曲
方
千
變

簫
韶
亦
九
成

信
蒙
雕
斷
美

常
願
事
仙
靈

驅
馳
翠
軋
駕

伊
鬱
紫
鸞
笙

結
交
贏
臺
女

吟
弄
升
天
行

攜
手
登
白
日

遠
遊
戲
赤
城

低
昂
玄
鶴
舞

斷
續
綵
雲
生

永
隨
衆
仙
去

三
山
遊
玉
京

之
を
吹
き
て
鳳
鳴
を
学
ば
ん
と
は

遂
に
雲
餅
の
瑟
に
偶
せ
ら
れ

楽
を
張
り
て
天
庭
に
奏
す

妙
曲

方
に
千
変

簫
韶

亦
た
九
成
す

信
に
雕
釿
の
美
を
蒙
る
も

常
に
仙
霊
に
事
へ
ん
こ
と
を
願
ふ

翠
軋
の
駕
を
駆
馳
し

伊
鬱
た
り

紫
鸞
の
笙

交
り
を
贏
台
の
女
に
結
び

吟
弄
し
て
天
に
升
り
て
行
か
ん

手
を
携

へ
て
白
日
に
登
り

遠
遊
し
て
赤
城
に
戲
れ
ん

低
昂

玄
鶴
舞
ひ

断
続

綵
雲
生
ず

永
く
衆
仙
に
随
ひ
て
去
り

三
山

玉
京
に
遊
ば
ん

こ
の
作
品
は
、
才
能
あ
る
者
が
そ
の
才
能
故
に
自
ら
を
損
な

っ

て
し
ま
う
と

い
う
構
造
を
持

っ
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
た
陳
子
昂

の
文
学

の
基
調
と
も
な

っ
て

い
る
も

の
で
あ
る
。
例
え
ば

、
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「感
遇
」
其
二
十
三
、

翡
翠
巣
南
海

雄
雌
珠
樹
林

何
知
美
人
意

嬌
愛
比
黄
金

殺
身
炎
州
裏

委
羽
玉
堂
陰

旛
旄
光
首
飾

蔵
菱
爛
錦
衾

豈
不
在
遐
遠

虞
羅
忽
見
尋

多
材
固
爲
累

嗟
息
此
珍
禽

翡
翠

南
海
に
巣
く
ひ

雄
雌

珠
樹
の
林
に
あ
り

何
ぞ
知
ら
ん

美
人
の
意

嬌
愛

黄
金
に
比
す
る
を

身
を
炎
州
の
裏
に
殺
し

羽
を
玉
堂
の
陰
に
委
ぬ

旛
旄
と
し
て
首
飾
光
り

蔵
蓑
と
し
て
錦
衾
爛
た
り

豈
に
遐
遠
に
在
ら
ざ
ら
ん
や

羅
を
虞
れ

忽
ち
に
尋
ね
ら
る

多
材
は
固
よ
り
累
と
爲
る

嗟
息
す

此
の
珍
禽
を

は
、
み
ず
か
ら
の
価
値
故
に
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
翡
翠
と

い

う
存
在
を

い
と
お
し
み
嘆

い
た
作
品
で
あ
る
。
ま
た
後
に
述
べ

る

「塵
尾
賦
」
も
同
様

で
あ
る
。

陳
子
昂
は
武
后

の
登
場
と
と
も
に
麟
台
正
字
と
し
て
仕
え
は

じ
め
、
武
后
朝
で
活
躍
す
る
。
し
か
し
彼

の
心
中
に
は
次
第
に

複
雑
な
思
い
が
生
じ
、
帰
隠
の
気
持
ち
を
抱
く
よ
う
に
な

っ
て

ゆ
く
。
そ
う
し
た
彼

の
姿
は
そ
の
ま
ま
修
竹

の
姿

に
重
ね
ら
れ

て
い
る
。
故
郷
蜀

の
梓
州
射
洪
県
で
過
ご
し
て
い
た
こ
ろ
の
陳

子
昂

の
姿
を
、
盧
藏
用
の
「陳
氏
別
傳
」
で
は
、
「
嗣
子
子
昂
、

奇
傑
過
人
、
姿
状
嶽
立
。
始
以
豪
家
子
、
馳
侠
使
氣
、
至
年
十

七
八
、
未
知
書
。
嘗
從
博
徒
入
郷
學
、
慨
然
立
志
、
因
謝
絶
門

客
、
専
精
墳
典
。
數
年
之
問
、
經
史
百
家

、
罔
不
該
覽
。
尤
善

屬
文
、
雅
有
相
如
子
雲
之
風
骨
。
(嗣
子
子

昂
、
奇
傑
人
に
過

ぎ
、
姿
状
嶽
立
す
。
始
め
豪
家

の
子
を
以

て
、
侠
を
馳
せ
気
を

使
ひ
、
年
十
七
入
に
至
る
ま
で
、
未
だ
書
を
知
ら
ず
。
嘗
て
博

徒
に
従
ひ
て
郷
学
に
入
り
、
慨
然
と
し
て
志
を
立
て
、
因
り
て

門
客
を
謝
絶
し
、
専
ら
墳
典
を
精
ら
か
に
す
。
数
年

の
間
、
経

史
百
家
、
該
覧
せ
ざ
る
罔
し
。
尤
も
善
く
文
を
属
り
、
雅
よ
り

相
如
子
雲
の
風
骨
有
り
。)」
と
描

い
て
い
る
。
文
才
に
溢
れ
、

自
負
心
の
強

い
若
き
陳
子
昂

の
姿
は
、
南
岳

で
む
さ
さ
び
の
叫

び
声
を
聞
き
、
流
れ
の
音
を
聞
い
て
い
る
孤
高
の
修
竹
の
イ
メ
ー

ジ
と
見
事

に

一
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
修
竹
が
伶
倫
に
見

い
だ

さ
れ
、
天
庭
に
お

い
て
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
陳
子
昂

が
則
天
武
后

の
朝
廷
に
入
り
、
活
躍
し
て

い
た
こ
と
を
た
と
え

て
い
よ
う
。
さ
ら
に
そ
の
修
竹
の
心
に
生
じ
た
仙
界

へ
の
憧
憬

は
、
官
吏
と
し
て
の
営
み
の
中
で
次
第
に
屈
折
し
、
帰
隠
の
思

い
を
抱
く
よ
う
に
な

っ
て
ゆ
く
陳
子
昂

の
姿
と
重
な
る
も

の
で
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あ
る
。

例
え
ば
、
「感
遇
」
三
十
八
首
の
其
五
に
は
、

市
人
矜
巧
智

於
道
若
童
蒙

傾
奪
相
誇
侈

不
知
身
所
終

曷
見
玄
眞
子

觀
世
玉
壼
中

杳
然
遺
天
地

乘
化
入
無
窮

市
人

巧
智
に
矜
り

道
に
お
い
て
は
童
蒙
の
若
し

傾
奪
し
て
相
誇
侈
し

身
の
終
る
所
を
知
ら
ず

曷
ぞ
見
ん

玄
真
子
の

世
を
玉
壷
の
申
に
観
る
を

杏
然
と
し
て
天
地
を
遺
れ

化
に
乗
じ
て
無
窮
に
入
る

の
よ
う
に
世
俗
と
そ
の
世
俗
を
超
越
し
た
存
在
で
あ
る
玄
真

子
の
姿
と
が
対
比
さ
れ
て
描
か
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
は
世
俗
に

対
す
る
冷
や
か
な
眼
差
し
と
仙
人
玄
真
子

へ
の
憧
憬
と

い
う
陳

子
昂
の
志
向
が
よ
く
伺
わ
れ
る
。

「修
竹
篇
」
は
興
寄

(比
興
)
と

い
う
手
法
を
用

い
な
が
ら

社

会
の
中
の
存
在
で
あ
る
自
ら
の
姿
と
意
識
と
を
吐
露
し
た
作

品
で
あ
る
。
先
の

「晩
次
樂
郷
県
」
な
ど
と
は
異
な

っ
た
表
現

の
位
相
を
持

っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
詩
は
東
方
乢
の

「詠
孤
桐
篇
」
に
あ
や
か

っ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
章
で
は
東
方
軋
の
文
学
に
つ
い
て

見
て
み
る
こ
と

に
し
た
い
。

三

東
方
軋
は
、
武
后
朝

の
左
史

(起
居
郎

)
で
あ

っ
た
こ
と
以

外
詳
し
い
事
跡
が
明
ら
か
で
は
な
い
。
左
史

は
、
従
六
品
で
、

天
子
の
起
居
注
を
司
ど
る
官
で
あ
り
、
彼
は
武
后

の
宴
に
侍
し

て
応
制

の
詩
を
作

っ
て
い
た
。

『
舊
唐
書

』

文
苑
伝

、
宋

之

問

の
項
に
は
、
「則
天
幸
洛
陽
龍
門
、
令
從

官
賦
詩
。
左
史
東

方
軋
詩
先
成
、
則
天
以
錦
袍
賜
之
。
及
之
問
詩
成
、
則
天
稱
其

詞
愈
高
、
奪
糺
錦
袍
以
賞
之
。
(則
天
洛
陽

の
竜
門
に
幸

し
、

従
官
を
し
て
詩
を
賦
せ
し
む
。
左
史
東
方
軋
詩
先
づ
成
り
、
則

天
錦
袍
を
以
て
之
に
賜
ふ
。
之
問
の
詩
成
る

に
及
び
て
、
則
天

其

の
詞
を
稱
す
る
こ
と
愈

い
よ
高
く
、
軋
が
錦
袍
を
奪
ひ
て
以

て
之
を
賞
す
。
)」
と

い
う
逸
話
を
載
せ
て

い
る
。

そ
の
作
品
は
、
詩
と
し
て
は

『全
唐
詩
』
に

「昭
君
怨
」
三

首
、
「春
雪
」

一
首
、
『全
唐
詩
外
篇
』
に

「
昭
君
怨
」

一
首

の

計
五
首
を
伝
え
る
の
み
で
あ
る
が
、
他
に

「
尺
蠖
賦
」

「蚯
蚓

賦
」
「蟾
蜍
賦
」
と

い
う
三
篇
の
賦
が
残

っ
て
い
る
。

「昭
君
怨
」
は
四
首
か
ら
な
る
連
作
詩
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ

る
が
、
そ
の
第

一
首
、
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漢
道
初
全
盛

漢
道
初
め
て
全
盛
に
し
て

朝
廷
足
武
臣

朝
廷
に
武
臣
足
る
に

何
須
薄
命
妾

何
ぞ
須
ゐ
ん

薄
命

の
妾
の

辛
苦
遠
和
親

辛
苦
し
て
遠
く
和
親
す
る
を

で
は
、
王
昭
君
を
降
嫁
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
漢
の
朝
廷

の
状
況
に
対
す
る
批
判
を
述
べ
る
。
歴
代

の
王
昭
君
に
関
す
る

楽
府

「昭
君
怨
」
「王
昭
君
」
に
お

い
て
は
、

こ
の
よ
う

に
朝

廷

の
あ
り
か
た
を
批
判
し
た
例
は
見
ら
れ
な

い
。
ま
た
第
二
首
、

搶
涙
辭
丹
鳳

涙
を
捻
ひ
て
丹
鳳
を
辞
し

銜
悲
向
白
龍

悲
し
み
を
銜
み
て
白
竜
に
向
か
ふ

單
于
浪
驚
喜

単
于
は
浪
り
に
驚
喜
し

無
復
舊
時
容

復
た
旧
時
の
容
無
し

で
は
、
悲
し
み
の
う
ち
に
白
竜
堆

の
か
な
た
に
向
か
う
王
昭

君
の
姿
が
描
か
れ
、
降
嫁
が
も
た
ら
し
た
和
睦
が
暗
示
さ
れ
る
。

続
く
第
三
、
四
首
で
は
、
降
嫁
し
た
後

の
王
昭
君
に
つ
い
て
歌

う
。
総
じ
て
そ

の
表
現
は
そ
れ
ま
で
の
楽
府
の
表
現
を
継
承
す

る
も

の
で
あ
り
、
第

一
首
の
朝
廷

へ
の
批
判
を
除

い
て
は
、
全

体
と
し
て
新
た
な
視
点
は
見
ら
れ
な

い
。

ま
た

「春
雪
」
は
、

春
雪
滿
空
來

春
雪

空
に
満
ち
て
来
り

觸
處
似
花
開

觸
る
る
処

花

の
開
く

に
似
る

不
知
園
裏
樹

知
ら
ず

園
裏

の
樹

若
箇
是
眞
梅

若
箇
れ
か
是
れ
真
梅
な

る
を

と
、
早
春

の
庭
に
咲

い
た
梅
花
と
春
雪
と
を
関
連
さ
せ
た
作

品
で
、
宮
廷
詩
人
ら
し
い
感
性
は
伺
わ
れ

る
が
、
こ
う
し
た
表

現
は
他
に
も
見
ら
れ
る
も

の
で
あ
り
、
こ
と
に
優
れ
て
い
る
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。

一
方
、
彼

の
賦
は
初
唐
期
に
お

い
て
は
独
自
の
地
位
を
占
め

る
も
の
で
あ
る
。
「
尺
蠖
」
「蚯
蚓
」
「蟾
蜍

」
と

い
う
美
的

で

は
な
い
小
存
在
を
対
象
と
し
た
詠
物
の
賦
は
、
初
唐
期
に
お

い

て
は
制
作
さ
れ
て
い
な

い
。
初
唐
期
で
は
例
え
ば

「白
鹿
賦
」

「馴
鳶
賦
」
「鶻
賦
」
な
ど
の
よ
う
な
生
物
を
対
象
と
し
て
称
賛

.し
た
詠
物

の
賦
の
例
が
あ
る
が
、
東
方
軋

の
作

の
よ
う
な
微
小

な
存
在
を
題
材
と
し
た
も
の
は
見
ら
れ
な

い
。
し
か
し
漢
魏
六

朝
時
代
に
は

「蚕
賦
」
「蝙
蝠
賦
」
「
蟋
蟀
賦
」
「
尺
蠖
賦
」

他

が
あ
り
、
東
方
軋
の
三
つ
の
賦
も
こ
う
し
た
先
行
作
品
の
影
響

の
も
と
に
書
か
れ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
し

て
彼

の
賦
に
は
詩
に

は
見
ら
れ
な

い
特
色
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
三
つ
の
賦
の
う
ち
、
例
え
ば

「尺
蠖
賦
」
は
次
の
様
な

作
品
で
あ
る
。
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六
氣
氤
憲

六
氣
氤
憲
と
し
て

四
時
平
分

天
道
恍
忽

是
生
萬
物

化
而
爲
鳥
兮

有
鳴
鳳
之
來
儀

化
而
爲
蟲
兮

有
尺
蠖
之
能
屈

原
夫
蠖
之
爲
生
也

不
飲
不
食

非
榮
非
利

無
欲
進
道

處
身
似
智

幸
稟
天
地
之
生

亦
承
雲
雨
之
施

哂
搏
撃
而
爭
疾

輕
爪
牙
而
自
致

其
勇
也

不
怯
雷
霆
之
聲

其
愼
也

四
時
平
分
す

天
道
恍
忽
と
し
て

是
に
万
物
を
生
ず

化
し
て
鳥
と
為
れ
ば

鳴
鳳
の
来
儀
有
り

化
し
て
虫
と
為
れ
ば

尺
蠖
の
能
く
屈
す
る
有
り

夫
の
蠖
の
生
為
る
を
原
ぬ
れ
ば

飲
ま
ず
食
は
ず

栄
と
す
る
に
非
ず

利
と
す
る
に
非
ず

道
を
進
ま
ん
と
欲
す
る
無
く

処
身

智
あ
る
に
似
た
り

幸
ひ
に
天
地
の
生
を
稟
け

亦
た
雲
雨
の
施
を
承
く

搏
撃
し
て
疾
き
こ
と
を
争
ふ
を
晒
ひ

爪
牙
し
て
自
ら
致
す
を
軽
ん
ず

其
の
勇
な
る
や

雷
霆
の
声
を
怯
れ
ず

其
の
慎
な
る
や

寧
勞
鷹
隼
之
鷙

浩
然
無
悶
之
境

獨
處
不
爭
之
地

多
其
順
時
而
出

就
暖
而
長

吐
微
絲
而
逍
遙

蹙
緩
歩
而
來
往

當
靜
泉
澄

遇
躁
風
興

屈
伸
進
退

翼
翼
縄
縄

同
吹
萬
而
生
養

體
抱

一
以
含
宏

聖
人
書
之
以
作
誡

君
子
行
之
而
足
徴

況
不
才
之
下
士

敢
求
伸
以
自
矜

寧
ぞ
鷹
隼

の
鷙
を
労
せ
ん
や

無
悶

の
境
に
浩
然

た
り
て

独
り
不
争

の
地
に
処
り

其

の
時
に
順
ひ
て
出
で

暖
に
就
き
て
長
し

微
絲
を
吐
き
て
逍

遙
し

蹙
と
し
て
緩
歩
し

て
来
往
す

静
泉

の
澄
め
る
に
当
り

躁
風
の
興
る
に
遇
ふ

屈
伸
し
て
進
退
す
る
こ
と

翼
翼
し
て
縄
縄
た
り

吹
万
に
し
て
生
養
す
る
に
同
じ
く
し
て

一
を
抱
き
て
以
て
含
宏
な
る
を
体
す

聖
人
は
之
を
書
し

て
以
て
誡
と
作
し

君
子
は
之
を
行
ひ

て
徴
と
す
る
に
足
る

況
ん
や
不
才

の
下
士

敢

へ
て
伸
ぶ
る
を
求
め
て
以
て
自
ら
矜

ら
ん
や

尺
蠖
は
、

『
易
経

』

繋
辞
伝

に

「尺
蠖

之
屈
、
以
求
信
也

。

(尺
蠖

の
屈
す
る
は
、
以

て
信
び
ん
こ
と
を
求
む
る
な
り
)」
と
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述
べ
ら
れ
て
い
る
尺
取
り
虫
の
こ
と
で
、
そ
の
屈
伸
に
自
然
界

に
お
け
る
変
化

の
様
態
や
人
事

に
お
け
る
窮
通
が
表
象
さ
れ
て

い
る
と
さ
れ
る
。
以
後
、
例
え
ば
曹
植
の

「長
歌
行
」
に

「
尺

蠖
知
屈
伸
、
體
道
識
窮
達
。
(尺
蠖
屈
伸
を
知
り

、
道
を
体
し

て
窮
達
を
識
る
)」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
作
品

の
中

で
は

窮
達
を
表
象
す
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

東
方
軋
の

「尺
蠖
賦
」
も

こ
う
し
た
尺
蠖
の
表
象
を
受
け
継

い
だ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
作
品
に
は
鬱
屈
し
た
不
遇
な
精
神

の
表
出
が
見
ら
れ
る
。
東
方
軋
は
尺
蠖
と

い
う
取
る
に
足
ら
ぬ

存
在
を
天
地
間
に
生
じ
た
万
物

の
な
か
で
も
鳳
凰
に
比
す
べ
き

す

ぐ
れ
た
も
の
と
し
て
称
揚
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
飲
む
こ
と

も
食
ら
う
こ
と
も
な
く
、
栄
誉
や
利
益
を
は
か
ろ
う
と
す
る
こ

と
も
な
く
、
身
の
処
し
か
た
に
は
智
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
ま

た
互

い
に
攻
撃
し
な
が
ら
早
さ
を
争
う
こ
と
を
笑

い
、
爪
と
牙

で
自
ら
を
守
る
こ
と
を
軽
ん
じ
る
。
雷
の
音
を
畏
れ
ず
、
猛
禽

に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
も
な

い
。
ゆ

っ
た
り
と
憂
い
な
き
独

居の
境
に
お
り
、
常
に
慎
み
敬

い
つ
つ
過
ご
し
て
い
る
。
東
方
軋

は
、
聖
人
や
君
子
で
さ
え
こ
の
尺
蠖
を
戒
め
と
す
る
の
で
あ
る

か

ら
、
不
才
の
下
士
は
な
お
さ
ら
こ
の
尺
蠖
を
戒
め
と
し
て
、

栄
達
を
求
め
、
そ
れ
を
ほ
こ

っ
て
は
な
ら
な

い
、
と
述
べ
て
こ

の
賦
を
結
ん
で
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ

の
作
品
は
直
接

に
は
次

に
挙
げ
る
鮑
照

の

「尺
蠖
賦
」
を
踏
ま
え
た
も

の
で
あ
る
。

智
哉
尺
蠖

觀
機
而
作

伸
非
向
厚

屈
非
向
薄

當
靜
泉
渟

遇
躁
風
驚

起
軒
躯
以
曠
跨

伏
累
氣
而
併
形

冰
炭
弗
觸

鋒
刃
靡
迚

逢
險
蹙
蹐

値
夷
舒
歩

忌
好
退
之
見
猜

哀
必
進
而
爲
蠧

毎
驤
首
以
瞰
途

常
駐
景
而
翻
露

智
な
る
か
な

尺
蠖

機
を
観
て
作
す

伸
ぶ
る
も
厚
き
に
向
か
ふ
に
非
ず

屈
す
る
も
薄
き
に
向
か
ふ
に
非
ず

静
泉
の
渟
ま
る
に
当
た
り

躁
風
の
驚
く
に
遇
ふ

起
ち
て
躯
を
軒
げ
て
以
て
曠
跨
し

伏
し
て
気
を
累
ね
て
形
を
併
す

冰
炭
も
触
れ
ず

鋒
刃
も
遑
ふ
靡
し

険
に
逢
ひ
て
蹙
蹐
し

夷
に
値
ひ
て
舒
歩
す

好
み
て
退
く
の
猜
は
る
る
を
忌
み

必
ず
進
み
て
蠧
と
為
る
を
哀
し
む

毎
に
首
を
驤
げ
て
以
て
途
を
瞰

常
に
景
に
駐
ま
り
て
露
に
翻
る

一193一
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故
身
不
豫
託

地
無
前
期

動
靜
必
觀
於
物

消
息
各
隨
乎
時

從
方
而
應

何
慮
何
思

是
以
軍
算
慕
其
權

國
容
擬
其
變

高
賢
圖
之
以
隠
淪

智
士
以
之
而
藏
見

故
に
身
豫
託
せ
ず

地
に
前
に
期
す
る
無
し

動
静
す
る
に
必
ず
物
を
観

消
息
す
る
に
各
時
に
随
ふ

方
に
従
ひ
て
応
じ

何
を
か
慮
り
何
を
か
思
は
ん

是
を
以
て
軍
算
は
其
の
権
を
慕
ひ

国
容
は
其
の
変
に
擬
す

高
賢
は
之
を
図
り
て
以
て
隠
淪
し

智
士
は
之
を
以
て
し
て
見
を
蔵
す

鮑
照

の
作
品
と
東
方
軋
の
作
品
を
比
較
す
る
と
、
両
者
の
尺

蠖

の
描
写
は
極
め
て
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し

東
方
乢

の
作
品
に
お
い
て
は
尺
蠖
が
鳳
凰
と
等
し
い
存
在
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
、
称
賛
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
鮑

照

の
作
で
は

「高
賢
」
と

「智
士
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
に

対

し
、
東
方
扎
の
作

で
は

「
聖
人
」
と

「君
子
」

に
加
え

、

「
不
才
之
下
士
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
点

に
も
特
徴
が
あ
る
。

さ
ら
に

「其
勇
也
、
不
怯
雷
霆
之
聲

(其
の
勇
な
る
や
、
雷
霆

の
声
を
怯
れ
ず
)」
と
、
尺
蠖
の
勇
気
を
指
摘
す
る

の
も
鮑
照

の
作
に
は
見
ら
れ
な

い
部
分
で
あ
る
。

こ
の
東
方
軋

の

「尺
蠖
賦
」
は
、
作
者
が
望
ま
し
い
と
す
る

生
き
か
た
を
尺
蠖
に
託
し
て
表
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
悠
然
と

無
悶
の
境
に
居
て
お
の
が
栄
達
を
望
む
こ
と
も
な
く
、
常
に
慎

み
深
く
生
き
、
そ
し
て

一
方
で
は
天
子
の
威
光
を
畏
れ
る
こ
と

の
な

い
勇
気
を
持
ち
、
猛
禽

に
例
え
ら
れ
る
権
力
者
に
患
わ
さ

れ
る
こ
と
の
な

い
慎
重
さ
を
そ
な
え

て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
微

小
な
る
存
在
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
武
后
期

に
お
け
る

一
介

の

左
史
で
あ

っ
た
東
方
軋
の
存
在
そ
の
も
の
の
表
象

で
は
な
か
ろ

う
か
。
し
か
し

「
不
才
之
下
士
」
と
い
う
こ
と
ば
が
端
的
に
示

卜
D

し
て
い
る
よ
う
に
・
こ
う
し
た
生
き
か
た
は
お
そ
ら
く
現
実
と

O
q

の
軋
轢

の
な
か
で
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も

の
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
っ

た
も

の
で
あ
ろ
う
。

尺
蠖
と
い
う
微
小
な
存
在
に
託
し
て
自
ら

の
生
き
方
を
述
べ

た
と

い
う
点
で
、
こ
の
賦
は
詠
物
の
賦
で
あ

り
な
が
ら
、
ま
さ

し
く
比
興
の
作
品
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に

「蚯
蚓
賦
」
を
見
て
み
よ
う
。

惟
陰
陽
之
播
氣

惟
れ
陰
陽
の
気
を
播

き

實
萬
類
以
呈
形

実
に
万
類
以
て
形
を

呈
す

有
微
蟲
之
稟
質

微
虫

の
質
を
稟
く
る
有
り
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應
甲
子
而
濕
生

雨
欲
垂
而
乃
見

暑
既
至
而
先
鳴

乍
逶
迄
而
繕
屈

或
宛
轉
而
蛇
行
.

内
乏
筋
骨

外
無
手
足

任
性
行
止

物
撃
便
曲

徒
進
退
而
皓
首

竟
不
知
其
所
欲

東
西
詰
屈

南
北
責
縁

上
食
塵
塊

下
飲
淵
泉

應
軒
轅
土
徳
之
王

入
蔡
琶
勸
學
之
篇

其
體
甚
微

其
用
至
専

瑾
泥
塗
以
自
保

甲
子
に
應
じ
て
湿
生
す

雨
垂
れ
ん
と
欲
し
て
乃
ち
見
れ

暑
既
に
至
り
て
先
づ
鳴
く

乍
ち
逶
迄
と
し
て
鰭
屈
し

或
は
宛
転
と
し
て
蛇
行
す

内
に
筋
骨
乏
し
く

外
に
手
足
無
し

性
に
任
せ
て
行
止
し

物
撃
ち
て
便
ち
曲
る

徒
ら
に
進
退
し
て
皓
首
を
あ
げ

竟
に
其
の
欲
す
る
所
を
知
ら
ず

東
西
に
詰
屈
し

南
北
に
責
縁
す

上
は
塵
塊
を
食
ひ

下
は
淵
泉
に
飲
む

軒
轅
土
徳
の
王
な
る
に
応
じ

蔡
琶
勧
学
の
篇
に
入
る

其
の
体
は
甚
だ
微
な
る
に

其
の
用
は
至
り
て
専
ら
な
り

泥
塗
に
瑾
り
て
以
て
自
ら
保
ち

觸
鹽
滋
而
罔
全

塩
滋
に
触
れ
て
全
き
罔
し

豈
造
化
之
賦
命

豈
に
造
化

の
命
を
賦

し

信
歸
之
於
自
然

信
に
之
を
自
然
に
帰
す
る
な
ら
ん
か

蚯
蚓
す
な
わ
ち
み
み
ず
は
、

『
呂
氏
春
秋

』

應
同
に

「黄

帝
時
、
天
先
見
大
蚊
大
螻
。
(黄
帝

の
時
、

天
先
づ
大
螻
大
螻

を
見
す
)」
と
述
べ
ら
れ
、
ま
た

『
大
戴
禮

』

勸
學

に

「夫

蚊
無
爪
牙
之
利
、
筋
脈
之
強
、
上
食
晞
土
、
下
飲
黄
泉
者
、
用

心

一
也
。
(夫
れ
蚊
に
爪
牙
の
利
き
、
筋
脈

の
強
き
無
き

に
、

上
は
晞
土
を
食
ひ
、
下
は
黄
泉
に
飲
む
は
、
心
を
用
ふ
る
こ
と

一
な
れ
ば
な
り
。
)」
と
言
及
さ
れ
る
虫
で
、
土
徳
に
応
じ
、
専

一
さ
を
備
え
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の

「蚯
蚓
賦
」
に
お

い
て
も
、
性
の
ま

ま
に
動
き
、
塩
気

に
触
れ
て
消
滅
し
て
ゆ
く

「微
虫
」
の
専

一
さ
が
称
賛
さ
れ
て

い
る
。
こ
の

「微
虫
」
の
姿
は
、
尺
蠖
と
同

じ
く
、
微
小
な
存

在
で
あ
る
自
己

の
表
象
な
の
で
あ
る
。

東
方
軋
の

「尺
蠖
賦
」
「蚯
蚓
賦
」
と
陳
子
昂
の

「修
竹
篇
」

と

の
表
現
の
差
異
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
陳
子
昂
の

修
竹
は
人
間
に
と

っ
て
の
価
値
と
い
う
自
己
を
損
う
要
素
を
内

包
し
た
存
在
で
あ
る
の
に
対
し
、
東
方
軋
の
尺
蠖
や
蚯
蚓
に
は

こ
う
し
た
矛
盾
す
る
構
造
は
見
ら
れ
な

い
。
彼

の
賦
に
お
い
て
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は
こ
れ
ら
の
存
在
が
称
賛

の
対
象
と
な

っ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

し
か
し
、
蚯
蚓
や
尺
蠖
と

い
っ
た
微
虫
に
注
目
す
る
と
い
う
営

み
は
、
社
会
に
お
け
る
自
ら
の
存
在

へ
の
凝
視
を
前
提
と
せ
ず

に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
武
后
朝

の
左
史
で
あ
る
自
分
が

ま
さ
に
微
虫
に
等
し
い
も

の
で
あ
る
こ
と
に
思

い
至

っ
た
時
、

こ
の
二

つ
の
賦
は
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
微
虫
を
称
賛
す
る
こ

と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
自
ら
の
存
在
を
肯
定
す
る
こ
と
に
他

な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う

に
東
方
軋
の
尺
蠖
や
蚯
蚓
は
自
ら
の
存

在
と
緊
密
に
関
わ

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う

に
、
陳

子
昂
に
お
け
る
修
竹
も
や
は
り
同
様
で
あ
る
。
対
象
の
描
き
方
、

詩
と
賦
と
い
う
ジ

ャ
ン
ル
の
差
異
は
あ

っ
て
も
、
想
定
さ
れ
た

対
象
と
自
己
と
の
関
係

に
お

い
て
は
こ
の
両
者
は
軌
を

一
に
す

る
と

い
っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

散
佚
し
た

「詠
孤
桐
篇
」
が
ど
の
よ
う
な
作
品
で
あ

っ
た
か

は
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
現
存
し
て
い
る
東
方
軋
の
作
品
か
ら

す
る
と
、
比
興

の
表
現
を
と

っ
た
、
詩
よ
り
は
む
し
ろ
賦
に
近

い
内
容
を
持

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
お
そ

ら
く

「孤
桐
」
に
託
し
て
、
「不
才
之
下
士
」
で
あ
り

「微
虫
」

で
あ
る
自
己

の
感
懐
を
吐
露
し
た
作
品

で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。

四

陳
子
昂
の
賦

の
作
品
と
し
て
は

「塵
尾
賦
」

一
篇
が
伝
わ
る

の
み
で
あ
る
。

天
之
浩
浩
兮
物
亦
云
云

天
の
浩
浩
た
り

物
も
亦
た
云
云
た
り

性
命
變
化
兮
如
絲
之
林分

性
命

の
変
化
す
る
こ
と
絲
の
林分
た
る
が
ご

と
し

或
以
神
好
正
直

天
蓋
默
默

或
以
道
悪
彊
梁

天
亦
茫
茫

此
先
都
之
靈
獸

固
何
負
而
罹
殃

始
居
幽
山
之
藪

食
乎
豊
草
之
郷

不
害
物
而
利
己

毎
營
道
而
同
方

何
忘
情
而
委
代

或
は
以
て
神
好
く
正
直
な
る
に

天
は
蓋
し
默
默
た
り

或
は
以
て
道
悪
し
く
彊
梁
な
る
に

天
亦
た
茫
茫
た
り

此
れ
先
都
の
霊
獣
な
る
に

固
よ
り
何
に
か
負
き
て
殃
に
罹
れ
る

始
め
幽
山
の
薮
に
居
り

豊
草
の
郷
に
食
ふ

物
を
害
ひ
て
己
を
利
せ
ず

毎
に
道
を
営
み
て
方
を
同
じ
く
す

何
ぞ
情
を
忘
れ
て
代
に
委
ぬ
る
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何
代
情
之
不
忘

何
の
代
情
か
之
れ
忘
れ
ざ
ら
ん
や

卒
梁
網
以
見
逼

卒
に
梁
網
以
て
逼
ら
る

愛
庖
割
而
罹
傷

庖
割
を
愛
め
ど
も
傷
に
罹
る

豈
不
以
斯
尾
之
有
用豈

に
斯
の
尾
の
有
用
な
る
を
以
て
し
て

而
殺
身
於
此
堂

爲
君
雕
俎
之
羞

廁
君
金
盤
之
實

承
正
人
之
嘉
慶

對
象
筵
與
寳
瑟

雖
信
美
於
茲
辰

詛
同
歡
於
畴
日

客
有
感
而
嘆
者

日
命
不
可
思

神
亦
難
測

吉
凶
悔
吝

未
始
有
極

借
如
天
道
之
用

莫
神
於
龍

受
戮
爲
醢

身
を
此

の
堂
に
殺
す
な
ら
ざ
ら
ん
や

君
が
雕
俎
の
羞
と
為
り

君
が
金
盤

の
実
に
廁
る

正
人
の
嘉
慶
を
承
け

象
筵
と
宝
瑟
と
に
対
す

信
に
茲

の
辰
に
美
し
と
雖
も

蘢
ぞ
歓
を
躊
日
に
同
じ
く
せ
ん
や

客
に
感
じ
て
嘆
ず
る
者
有
り

曰
く

命
は
思
ふ
べ
か
ら
ず

神
も
亦
た
測
り
難
し

吉
凶
と
悔
吝
と

未
だ
始
め
よ
り
極
ま
り
有
ら
ず

借
如
天
道
の
用
な
ら
ば

竜
よ
り
も
神
な
る
は
莫
き
も

戮
を
受
け
醢
と
爲
り

不
如
其
凶

王
者
之
瑞

莫
聖
於
麟

遇
害
於
野

不
知
其
仁

神
既
不
能
自
智

聖
亦
不
能
自
知

況
林
棲
而
谷
走

及
山
鹿
與
野
麋

古
人
有
言

天
地
之
心

其
間
無
巧

冥
之
則
順

動
之
則
夭

其
の
凶
を
知
ら
ず

王
者
の
瑞
は

麟
よ
り
も
聖
な
る
は
莫
き
も

害
に
野
に
遇
ひ

其

の
仁
を
知
ら
ず

神
な
る
も
既
に
自
ら
智
る
能
は
ず

聖
な
る
も
亦
た
自
ら
知
る
能
は
ず

況
ん
や
林
棲
し
て
谷

走
し

山
鹿
と
野
麋

に
及
ぶ
に
お
い
て
を
や

古
人
に
言
有
り

天
地
の
心

其

の
問
巧
無
し

冥

の
順
に
則
り

動
の
夭
に
則
る

諒
物
情
之
不
異
我
心物

情
の
我
が
心
に
異
な
ら
ざ
る
を
諒
す
れ

ば

又
何
兢
於
猜
矯

又
た
何
ぞ
猜
矯
に
兢
せ
ん
や

故
日

故
に
日
く

天
之
神
明

天
の
神
明
な
る
こ
と

一189一
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與
物
推
移

不
爲
事
先

動
而
輙
隨

是
以
至
人
無
己

聖
人
不
知

物
と
推
移
す

事
先
と
為
さ
ず

動
き
て
輙
ち
随
ふ

是
を
以
て
至
人
は
己
無
く

聖
人
は
知
ら
ず

予
欲
全
身
而
遠
害

予
身
を
全
く
し
て
害
よ
り
遠
ざ
か
ら
ん
と

欲
す
れ
ば

曽
是
浩
然
而
順
斯

曽
ち
是
れ
浩
然
と
し
て
斯
に
順
は
ん

こ
の
賦
に
は

「甲
申
歳
、
天
子
在
洛
陽
。
余
始
解
褐
、
守
麟

臺

正
字
。
太
子
司
直
宗
秦
客
置
酒
金
谷
亭
、
大
集
賓
客
。
酒
酣
、

共
賦
座
上
食
物
。
命
余
爲
塵
尾
賦
焉
。
(
甲
申

の
歳

、
天
子
洛

陽
に
在
り
。
余
始
め
て
解
褐
し
、
麟
台
正
字
に
守
た
り
。
太
子

司

直
宗
秦
客
金
谷
亭
に
置
酒
し
、
大

い
に
賓
客
を
集
む
。
酒
酣

に
し
て
、
共
に
座
上

の
食
物
を
賦
す
。
余
に
命
じ
て
塵
尾

の
賦

を
為
ら
し
む
。
)」
と

い
う
序
が
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る

と
、
こ
れ
は
陳
子
昂
が
文
明
元
年

(六
八
四
)
に
麟
台
正
字
を

拝
し
て
い
た
折
、
宗
秦
客

の
宴
席
で
作
ら
れ
た
詠
物
の
賦
で
あ

る
。
そ
の
尾
が
払
子
に
な
る
と
い
う
お
お
し
か
が
、
人
間
に
と

っ

て
価
値
を
有
す
る
た
め
に
自
ら
の
生
を
損

っ
て
し
ま
う
こ
と
を

述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
陳
子
昂
は
こ
の
霊
獸

の
運
命
に
思
い
を

致
し
、
天
道
は
測
り
知
れ
ぬ
も

の
で
あ
り

、
自
ら
は
で
き
る
か

ぎ
り
害
よ
り
遠
ざ
か
り
た
い
も
の
で
あ
る
と

い
う
思

い
を
激
し

　
ぬ

　

　

い
調
子
で
吐
露
し
て
い
る
。

先

の

「修
竹
篇
」

の
修
竹
も
、
そ
の
価
値
故
に
簫
に
作
り
か

え
ら
れ
珍
重
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
修
竹
本
来
の
生
と

相
乖
く
も

の
で
あ
る
と

い
う
構
造
を
持

っ
て
お
り
、
そ
れ
は

「塵
尾
賦
」
に
等
し

い
。
「修
竹
篇
」
と
こ
の

「塵
尾
賦
」
と
は
、

詩
と
賦
と

い
う
様
式
上

の
差
は
あ
る
も
の
の
、
天
道

に
つ
い
て

餅
5ー

言
及
す
る
説
理
の
部
分
を
除
け
ば
・
対
象

の
表
現
・
比
興
の
方

O
q

法
に
お
い
て
は
同

一
の
も

の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

「感
遇
詩
」
三
十
八
首
を
中
心
と
し
た
陳
子
昂

の
文
学
の
源

は
、
い
う
ま
で
も
な
く
阮
籍
で
あ
る
。
本
稿

で
考
察
し
て
き
た

比
興
の
手
法
に
つ
い
て
も
、
阮
籍
の
詠
懐
詩

の
中
に
は
、
其
四

十
三
、
其
四
十
六
、
其
四
十
八
、
其
七
十
九

、
其
八
十
二
な
ど

の
例
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
其
七
十
九
で
は
、
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林
中
有
奇
鳥

自
言
是
鳳
凰

清
朝
飲
醴
泉

日
夕
栖
山
岡

高
鳴
徹
九
州

延
頸
望
八
荒

適
逢
商
風
起

羽
翼
自
摧
藏

一
去
崑
崙
西

何
時
復
廻
翔

但
恨
處
非
位

愴
恨
使
心
傷

林
中
に
奇
鳥
有
り

自
ら
言
ふ

是
れ
鳳
凰
な
り
と

清
朝

醴
泉
に
飲
み

日
夕

山
岡
に
栖
む

高
鳴

九
州
に
徹
り

頸
を
延
ば
し
八
荒
を
望
む

適
た
ま
商
風
の
起
る
に
逢

へ
ば

羽
翼
自
ら
摧
蔵
す

一
た
び
崑
崙
の
西
に
去
れ
ば

何
れ
の
時
に
か
復
た
廻
翔
せ
ん

但
だ
恨
む

処
る
こ
と
の
位
に
非
ざ
る
を

愴
恨
し
て
心
を
し
て
傷
ま
し
む

と
、
鳳
凰
に
託
し
て
自
ら
の
感
懐
を
吐
露
し
て
い
る
。
ま
た

「修
竹
篇
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
竹
を
素
材
と
し
た
作
品
は
、

同
時
代
で
言
え
ば
王
績
の

「古
意
」
其
二
に
見
る
こ
と
が
で
き

る
。竹

生
大
夏
溪

竹

大
夏
の
溪
に
生
じ

蒼
蒼
富
奇
質

蒼
蒼
と
し
て
奇
質
に
富
む

緑
葉
吟
風
勁

緑
葉

風
に
吟
じ
て
勁
く

翠
莖
犯
雪
密

翠
莖

雪
を
犯
し
て
密
な
り

霜
霰
封
其
柯

鴛
鸞
食
其
實

寧
知
軒
轅
後

更
有
伶
倫
出

刀
斧
俄
見
尋

根
株
坐
相
失

裁
爲
十
二
管

吹
作
雄
雌
律

有
用
雖
自
傷

無
心
復
招
疾

不
如
山
上
草

離
離
保
終
吉

霜
霰

其
の
柯
を
封
じ

鴛
鸞

其
の
実
を
食
ふ

寧
ぞ
知
ら
ん

軒
轅
の
後

更
に
伶
倫
の
出
つ
る
有
り
と
は

刀
斧

俄
に
尋
ね
ら
れ

根
株

坐
う
に
相
失
ふ

裁
ち
て
十
二
管
と
為
し

吹
き
て
雄
雌
の
律
を
作
す

有
用
は
自
ら
傷
る
と
雖
も

無
心
も
復
た
疾
を
招
く

如
か
ず

山
上
の
草
の

離
離
と
し
て
終
吉
を
保
つ
に
は

こ
れ
ら
の
作
品
が
陳
子
昂

の
文
学
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ

と
は
否
め
な

い
。
し
か
し
東
方
軋
の
賦
と

「修
竹
篇
」
、
「麈
尾

賦
」
に
見
ら
れ
る
比
興
の
手
法
を
考
慮
す
る
と
、
両
者
は
極
め

て
近

い
距
離
に
あ

っ
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
殊
に

「修
竹

篇
」
は
、
東
方
乢
の
賦
及
び
そ
れ
と
ほ
ぼ
軌
を

一
に
し
て
い
た

で
あ
ろ
う

「詠
孤
桐
篇
」
の
影
響

の
下
に
成
立
し
た
作
品
と
し

て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
比
興
の
文
学
は
東
方
軋
ら
に

お

い
て
は
、
賦
を
作
る
と

い
う
営
み
の
う

ち
に
、
む
し
ろ
容
易

一187一
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に
実
現
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

注
1

『中
国
文
化
』
(第
2
期

一
九
九
〇
年
春
季
号
)

一
〇
五
ー

一
一
五
ペ
ー
ジ

注
2

趙
昌
平
氏

の
挙
げ
て
い
る
の
は
以
下
の
作
品
で
あ
る
。

王
珪

「詠
漢
高
祖
」
「詠
淮
陰
侯
」
、
陳
叔
達

「聽
鄰
人
琵

琶
」
「自
君
之
出
矣
」
、
袁
朗

「秋
夜
獨
坐
」
、
長
孫
無
忌

「
濡
橋
待
李
將
軍
」
、
魏
徴

「述
懷
」
「暮
秋
言
懐
」
、
劉
孝

孫

「詠
笛
」
、
陸
敬

「巫
山
高
」
、
楊
師
道

「
還
山
宅
」
、

鄭
世
翼

「過
嚴
君
平
古
井
」
「巫
山
高
」
、
孔
紹
安

「結
客

少
年
場
行
」
、
杜
之
松

「和
衛
尉
寺
柳
」
、
崔
善
爲

「答
王

無
功
」
、
朱
仲
晦

「答
王
無
功
九
日
」
、
陳
子
良

「於
塞

北

鹽

春
日
思
歸
」
、
馬
周

「凌
朝
浮
江
旅
思
」
、
來
濟

「出
玉
關
」
、

李
百
藥

「晩
秋
登
古
城
」
「晩
渡
江
津
」
「送
別
」

注

3

例
え
ば

『陳
子
昂
詩
注
』
(彭
慶
生
著

四
川
人
民
出

版
社

一
九
八

一
)
は
、
調
露
元
年

の
作
品
と
し
て
い
る
。

注

4

高
木
正

一
氏

「陳
子
昂
と
詩
の
革
新
」
(『吉
川
博
士
退

休
記
念
中
国
文
学
論
集
』
)

注

5

高
木
正

一
氏

同
論
稿
。

注

6

馬
積
高
氏
は

『賦
史
』
(上
海
古
籍
出
版
社

一
九
八

七
)
に
お
い
て
、
「此
賦
基
本
上
是
説
理
、其
旨
意
亦
不
過

安
時
處
順
的
常
言
。
…
然
其
行
文
之
中

、
充
滿
着
對
禍
福

無
常
的
憤
慨
、
筆
力
遒
勁
、
…
」
と
指
摘

し
て
い
る
。
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