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二
四

こ
で
『
全
唐
詩
』『
宋
詩
紀
事
』
に
よ
り
詩
人
の
数
や
一
人
が
残
し
た
作
品

数
を
比
べ
て
み
る
と
、
宋
代
の
ほ
う
が
多
い
。
い
ず
れ
も
お
お
よ
そ
の
数
だ

が
、
詩
人
は
、
唐
が
二
，
二
〇
〇
人
で
あ
る
の
に
対
し
、
宋
は
三
，
八
〇
〇

人
、
一
人
当
た
り
の
詩
数
は
、
唐
で
は
白
居
易
が 

二
，
八
〇
〇
、
杜
甫 

一
，

五
〇
〇
、
李
白 
一
，
〇
〇
〇
余
で
あ
る
の
に
比
べ
、
北
宋
の
蘇
軾
は 

二
，

四
〇
〇
、
王
安
石 
一
，
四
〇
〇
、
南
宋
で
は
陸
游
が 

九
，
二
〇
〇
、
楊
万
里 

三
，
〇
〇
〇
以
上
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
宋
代
の
詩
は
、
唐
詩
に
比
べ
て
あ

ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
し
、
教
科
書
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
作
品
も
多
く
な
い
。

そ
れ
は
、
唐
代
に
は
近
体
詩
の
形
式
が
確
立
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
内

容
に
も
優
れ
た
も
の
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
一
六
世
紀
頃
の
明
代
に
古

文
辞
学
派
が
登
場
し
た
の
も
、
唐
代
以
後
そ
れ
ら
を
上
回
る
も
の
が
出
て
こ

な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

《
主
な
参
考
文
献
》

村
上
哲
見
著
『
漢
詩
と
日
本
人
』、
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
一
九
九
七
年
。

荘
司
格
一
・
小
野
四
平
・
小
川
陽
一
・
三
宝
政
美
著
『
中
国
文
学
入
門
』、

白
帝
社
、
二
〇
〇
二
年
。

吉
川
幸
次
郎
著
『
宋
詩
概
説
』、
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
六
年
。

石
川
忠
久
編
『
漢
詩
鑑
賞
事
典
』、
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
。

金
文
京
著
『
漢
文
と
東
ア
ジ
ア
』、
岩
波
新
書
、
二
〇
一
〇
年
。

［
附
記
］
本
稿
は
、「
漢
詩
文
を
読
む
」
と
題
し
て
開
い
た
教
員
免
許
状
更

新
講
習
（
二
〇
一
〇
～
一
六
年
）
の
う
ち
か
ら
、
韻
と
漢
詩
に
関
す
る
内

容
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
講
習
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
渡
昌
弘
「
教

員
免
許
状
更
新
講
習
実
施
報
告
」『
東
海
北
陸
教
師
教
育
研
究
』
第
二
十
九

号
、
二
〇
一
五
年
、
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　

渡　

昌
弘　

人
間
環
境
大
学
教
授
（
中
国
社
会
文
化
論
）
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二
三

え
て
い
る
。

後
半
は
さ
ら
に
気
宇
壮
大
で
あ
る
。
千
里
を
も
見
渡
す
眺
め
を
更
に
き
わ

め
よ
う
と
思
い
、
も
う
一
層
上
の
階
へ
上
っ
て
行
っ
た
。
前
半
二
句
で
十
分

な
景
色
だ
が
、
そ
れ
を
さ
ら
に
上
に
登
り
、
も
っ
と
広
々
と
し
た
大
き
な
景

色
を
見
渡
し
た
く
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
後
半
二
句
は
、
二
つ
の

句
が
意
味
の
上
で
は
一
つ
な
が
り
に
な
る
「
流
水
対
」
に
な
っ
て
い
る
。
こ

の
詩
は
「
全
対
格
」
の
形
だ
が
、
後
半
二
句
が
流
水
対
な
の
で
、
全
体
と
し

て
見
る
と
対
句
の
技
巧
の
あ
と
が
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
。
た
だ
細
か
く
見

る
と
、
色
の
対
比
、「
千
」
と
「
一
」
の
数
字
の
対
比
な
ど
、
詩
を
引
き
締
め

る
効
果
が
き
ち
ん
と
加
算
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
作
者
王
之
渙
は
辺
塞
詩
に
優
れ
る
が
、
現
在
六
首
し
か
残
っ
て
い

な
い
。
ま
た
官
僚
と
し
て
は
出
世
し
な
か
っ
た
。

さ
て
、中
唐
以
降
に
な
る
と
、著
名
な
詩
人
の
多
く
は
科
挙
官
僚
で
あ
っ
た
。

白
居
易
（
七
七
二
～
八
四
六
）
も
そ
の
一
人
で
、
科
挙
に
合
格
し
官
途
を
進

ん
だ
。
た
だ
政
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
な
ど
し
て
左
遷
と
出
世
を
繰
り
返
し
、「
香

炉
峰
下
、
新
卜
山
居
、
草
堂
初
成
、
偶
題
東
壁
」
は
左
遷
さ
れ
た
時
の
も
の

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
詩
に
対
す
る
評
価
は
、
杜
甫
や
李
白
の
作
品
で
は
亡
く
な
っ

て
か
ら
だ
が
、
白
居
易
の
作
品
は
存
命
中
か
ら
高
か
っ
た
。
白
居
易
は
自
身

の
作
品
を
区
分
し
て
詩
文
集
『
白
氏
文
集
』
を
出
版
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
平

安
時
代
の
日
本
に
輸
入
さ
れ
好
ま
れ
た
。

さ
て
柳
宗
元
（
七
七
三
～
八
一
九
）
も
、
官
界
に
お
い
て
は
白
居
易
と
同

様
で
あ
っ
た
。
柳
宗
元
は
最
初
エ
リ
ー
ト
官
僚
と
し
て
順
調
に
出
世
コ
ー
ス

を
歩
ん
で
い
た
が
、
政
治
改
革
運
動
に
加
担
し
て
挫
折
し
、
左
遷
さ
れ
た
。

三
三
歳
か
ら
一
〇
年
間
、
永
州
（
湖
南
）
の
司
馬
と
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の

時
期
の
詩
に
、
自
然
描
写
の
中
に
自
身
の
孤
独
の
寂
寥
を
う
た
っ
た
も
の
が

多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
次
の
「
江
雪
」
は
、
あ
た
か
も
一
幅
の
墨
絵
を
前
に

し
て
い
る
か
の
よ
う
で
、
古
来
五
言
絶
句
の
名
作
と
評
さ
れ
て
い
る
。

千
山
鳥
飛
絶　
　

万
径
人
蹤
滅

孤
舟
蓑
笠
翁　
　

独
釣
寒
江
雪

前
半
の
二
句
は
対
句
で
、「
千
山
」「
万
径
」
の
対
語
は
、
大
き
な
数
字
で

眼
前
の
風
景
を
大
き
く
と
ら
え
て
い
る
。
上
方
に
な
が
め
や
る
山
々
も
、
下

方
に
見
え
る
す
べ
て
の
道
も
雪
に
お
お
わ
れ
、
一
望
す
べ
て
白
色
で
あ
る
こ

と
を
う
た
っ
て
い
る
。

後
半
の
二
句
は
、「
孤
舟
」「
独
釣
」「
寒
江
」
な
ど
の
孤
独
を
表
す
語
を

効
果
的
に
使
い
な
が
ら
、
視
線
を
漁
師
の
姿
へ
と
凝
集
さ
せ
て
い
く
。
雪
の

降
り
し
き
る
中
を
一
艘
の
小
舟
の
上
で
一
人
釣
り
を
し
て
い
る
漁
翁
の
姿
が
、

眼
前
に
迫
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
漁
翁
こ
そ
柳
宗
元
自
身
の
心
の
投

影
さ
れ
た
姿
な
の
で
あ
る
。

科
挙
に
詩
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
関
係
か
ら
か
、
自
然
の
ほ
か
、
自
分
の
感

情
を
詠
ん
だ
も
の
が
多
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に
は
当
時
の
社
会
の

様
子
を
詠
ん
だ
杜
甫
の
「
兵
車
行
」、
白
居
易
の
「
売
炭
翁
」
な
ど
が
あ
り
、

い
ず
れ
も
政
治
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
恋
愛
を
詠
ん
だ
も
の
は
、

晩
唐
の
李
商
隠
（
八
一
三
～
八
五
八
）
か
ら
で
あ
る
。

　
　

五
、 

お
わ
り
に

さ
て
一
〇
世
紀
、
唐
が
滅
亡
し
、
し
ば
ら
く
し
て
宋
が
成
立
し
た
。
こ



韻と唐詩の話

25

二
二

杜
甫
は
家
族
を
鄜
州
に
疎
開
さ
せ
、
新
た
に
即
位
し
た
粛
宗
の
も
と
に
駆
け

つ
け
よ
う
と
し
て
捕
虜
に
な
っ
た
。
そ
の
と
き
に
詠
ん
だ
の
が
「
春
望
」
で

あ
る
。

「
春
望
」
は
、
七
五
七
年
、
杜
甫
が
四
六
歳
、
長
安
に
幽
閉
さ
れ
て
二
年
目

の
春
の
作
で
、
荒
廃
し
た
都
に
も
ま
た
春
が
め
ぐ
っ
て
き
た
こ
と
を
詠
ん
で

い
る
。

国
破
山
河
在　
　

城
春
草
木
深

感
時
華
濺
涙　
　

恨
別
鳥
驚
心

烽
火
連
三
月　
　

家
書
抵
万
金

白
頭
掻
更
短　
　

渾
欲
不
勝
簪

一
・
二
句
は
対
句
で
、
第
一
句
は
遠
景
、
第
二
句
は
近
景
。
国
都
長
安
が
破

壊
さ
れ
、「
山
河
在
り
」
と
は
宮
殿
や
高
楼
が
建
ち
並
ん
で
い
た
こ
ろ
は
見
え

な
か
っ
た
山
が
く
っ
き
り
と
見
え
、
川
は
人
事
の
興
亡
を
知
ら
ぬ
げ
に
流
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
、
次
の
「
草
木
深
し
」
は
あ
た
り
に
誰
も
い
な
い
こ
と

を
暗
示
し
て
い
る
。
都
が
栄
え
て
い
れ
ば
雑
草
が
生
い
茂
る
こ
と
も
な
い
、

人
影
も
ま
ば
ら
な
廃
墟
。
こ
の
二
句
は
何
げ
な
い
表
現
だ
が
、
都
の
荒
廃
し

た
様
子
を
立
体
的
に
表
現
し
て
い
る
。

杜
甫
の
詩
に
は
、
天
下
国
家
（
公
）
の
こ
と
と
自
分
や
家
族
（
私
）
の
こ

と
が
よ
り
合
わ
さ
る
特
色
が
あ
る
。
こ
の
詩
も
三
句
以
下
で
、
時
に
感
じ
て

悲
し
み
（
公
）、
家
族
や
友
人
と
の
別
れ
を
恨
み
（
私
）、
戦
火
が
続
き
（
公
）、

家
書
も
な
い
（
私
）
と
歌
い
、年
を
取
り
（
私
）、お
役
に
立
て
そ
う
も
な
い
（
公
）

と
結
ぶ
、
整
然
と
し
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

ほ
か
に
も
、
自
己
の
悲
傷
か
ら
発
し
て
天
下
国
家
に
及
ぶ
と
い
う
構
成
の

も
の
に
「
登
岳
陽
楼
」
が
あ
る
。
杜
甫
の
詩
で
は
、
公
と
私
、
何
れ
の
こ
と

を
詠
ん
で
い
る
句
か
に
着
目
す
る
と
良
い
か
も
し
れ
な
い
。

杜
甫
は
、
そ
の
あ
と
賊
軍
か
ら
逃
れ
、
粛
宗
の
も
と
で
官
僚
に
な
る
。
し

か
し
、
ま
も
な
く
自
ら
官
僚
を
や
め
、
家
族
を
連
れ
て
四
川
に
向
か
う
。
有

名
な
「
絶
句
」
は
成
都
で
の
作
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
唐
詩
は
四
つ
の
時
期
（
初
唐
、
盛
唐
、
中
唐
、
晩
唐
）
に
分

け
ら
れ
る
が
、
以
上
で
取
り
上
げ
た
の
は
盛
唐
の
人
た
ち
で
あ
る
。
初
唐
は

約
一
〇
〇
年
、
盛
唐
は
約
五
〇
年
、
中
唐
と
晩
唐
は
そ
れ
ぞ
れ
約
七
〇
年
ほ

ど
と
さ
れ
て
い
る
。
短
い
盛
唐
の
時
期
に
著
名
な
詩
人
が
輩
出
し
て
い
る
の

は
、
青
年
期
を
繁
栄
の
中
に
暮
ら
し
な
が
ら
、
安
禄
山
の
乱
に
よ
り
一
気
に

凋
落
を
味
わ
っ
た
か
ら
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
盛
唐
の
時
期
か
ら
も
う
一
首
、
王
之
渙
（
六
八
八
～
七
四
二
）
の
「
登

鸛
鵲
楼
」
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
五
言
絶
句
の
最
高
傑
作
の
一
つ
で
あ
る
。

白
日
依
山
尽　
　

黄
河
入
海
流

欲
窮
千
里
目　
　

更
上
一
層
楼

前
半
二
句
で
は
、第
一
句
が
遠
景
、第
二
句
は
近
景
で
あ
る
。
第
一
句
で
は
、

山
に
添
い
つ
つ
沈
む
太
陽
、
西
方
の
山
並
み
は
う
し
ろ
に
太
陽
が
沈
む
の
で
、

黒
い
シ
ル
エ
ッ
ト
に
な
る
。
真
っ
赤
な
夕
陽
が
黒
い
稜
線
に
寄
り
添
い
な
が

ら
沈
ん
で
い
く
の
で
あ
り
、
夕
陽
の
赤
と
山
の
黒
の
対
比
が
強
烈
な
印
象
を

与
え
る
。
つ
づ
く
第
二
句
で
は
、
眼
下
に
、
北
か
ら
流
れ
て
き
た
黄
河
が
こ

の
あ
た
り
で
屈
曲
し
、
お
よ
そ
九
〇
度
向
き
を
か
え
て
東
へ
流
れ
て
い
く
の

が
見
え
る
。
す
さ
ま
じ
い
勢
い
の
流
れ
で
、そ
の
様
子
を
「
海
に
入
り
て
流
る
」

と
表
現
し
た
。
こ
こ
は
河
口
か
ら
二
千
キ
ロ
も
あ
り
、実
際
に
海
は
見
え
な
い
。

そ
れ
を
あ
え
て
「
海
に
入
り
て
」
と
い
っ
て
、
黄
河
の
流
れ
の
勢
い
を
表
そ

う
と
し
た
。
ま
た
、
白
日
と
黄
河
が
色
の
対
比
に
な
っ
て
鮮
明
な
印
象
を
与
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二
一

「
竹
里
館
」
も
そ
の
別
荘
を
詠
ん
だ
も
の
だ
が
、
ほ
か
に
安
西
都
護
府
に
使

い
す
る
親
友
の
元
二
を
見
送
っ
た
「
送
元
二
使
安
西
」
も
あ
る
。

順
調
に
暮
ら
し
て
き
た
王
維
で
あ
っ
た
が
、
晩
年
、
安
禄
山
の
乱
に
際
し

て
賊
軍
に
つ
か
ま
り
、
強
制
さ
れ
て
反
乱
側
の
官
僚
と
な
っ
た
。

さ
て
、
則
天
武
后
の
と
き
の
科
挙
合
格
者
に
賀
知
章
（
六
五
九
～
七
四
四
）

が
い
る
。
約
半
世
紀
の
宮
仕
え
を
や
め
て
故
郷
へ
帰
り
、八
〇
余
歳
の
作
に「
回

郷
偶
書
」
が
あ
る
。
こ
れ
を
載
せ
て
い
る
教
科
書
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も

か
く
彼
は
李
白
を
見
出
だ
し
た
人
物
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。

李
白
（
七
〇
一
～
七
六
二
）
は
科
挙
に
合
格
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、

賀
知
章
の
働
き
か
け
も
あ
り
、
玄
宗
の
も
と
で
宮
廷
詩
人
と
し
て
活
躍
し
た
。

た
だ
次
に
あ
げ
た
「
黄
鶴
楼
送
孟
浩
然
之
広
陵
」
は
、
宮
廷
詩
人
と
な
る
前

の
作
品
で
あ
る
。

故
人
西
辞
黄
鶴
楼　
　

煙
花
三
月
下
揚
州

孤
帆
遠
影
碧
空
尽　
　

唯
見
長
江
天
際
流

前
述
の
孟
浩
然
と
交
流
し
た
う
ち
の
一
人
が
李
白
だ
が
、
こ
の
詩
は
親
友

孟
浩
然
が
長
江
を
下
っ
て
い
く
の
を
見
送
っ
た
も
の
で
、
年
代
に
は
諸
説
あ

る
。
孟
浩
然
が
下
っ
て
い
く
揚
州
（
広
陵
）
は
長
江
下
流
域
の
中
心
を
な
す

繁
華
な
町
、
米
と
塩
の
集
散
地
で
、
一
生
の
う
ち
一
度
は
訪
れ
た
い
と
い
う

の
が
当
時
の
人
々
の
願
い
で
あ
っ
た
。

前
半
は
、
春
の
花
が
す
み
の
三
月
に
華
や
か
な
町
へ
向
か
っ
て
い
く
の
だ

か
ら
、
何
や
ら
浮
き
立
つ
よ
う
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
後

半
は
、
去
り
ゆ
く
孤
帆
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
、
そ
れ
が
青
空
の
彼
方
へ
消

え
る
瞬
間
を
と
ら
え
て
い
る
。
前
半
の
明
る
く
華
や
か
な
雰
囲
気
と
は
う
ら

は
ら
に
、
寂
寥
感
・
孤
独
感
が
迫
っ
て
く
る
。

孟
浩
然
は
五
〇
歳
近
く
で
仕
官
の
当
て
も
な
く
、
見
送
る
李
白
も
三
〇
代

半
ば
を
過
ぎ
て
い
な
が
ら
、
ま
だ
放
浪
の
身
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
送
る
者

も
送
ら
れ
る
者
も
不
遇
な
身
の
上
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
黄
鶴
楼
の
上
か
ら
い

つ
ま
で
も
見
送
り
、
後
に
流
れ
る
の
は
長
江
ば
か
り
と
結
ん
で
お
り
、
無
限

の
惜
別
の
情
を
尽
き
る
こ
と
の
な
い
長
江
の
流
れ
に
託
し
て
い
る
。
景
と
情

が
み
ご
と
に
融
け
あ
っ
た
作
品
で
あ
る
。
な
お
長
江
は
大
河
で
あ
る
が
、
黄

鶴
楼
の
あ
る
武
漢
あ
た
り
で
は
川
幅
が
一
，
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
も
あ
っ
た
と

の
こ
と
で
、
あ
た
か
も
小
舟
が
大
海
に
出
て
い
く
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
だ
ろ

う
。李

白
は
、
こ
の
あ
と
宮
廷
詩
人
と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
足
か

け
三
年
ほ
ど
で
長
安
を
去
る
。
そ
の
ご
杜
甫（
七
一
二
～
七
七
〇
）と
出
会
い
、

し
ば
ら
く
一
緒
に
旅
を
す
る
。
杜
甫
も
仕
官
を
目
指
し
て
い
た
が
、
科
挙
に

合
格
し
な
い
た
め
有
力
者
の
推
薦
に
よ
っ
て
官
僚
に
な
ろ
う
と
、
李
白
と
別

れ
た
あ
と
長
安
に
向
か
っ
た
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
科
挙
に
詩
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
作
詩
は

言
わ
ば
就
職
活
動
の
一
手
段
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
杜
甫
に
限
ら
な
い
が
、

作
っ
た
詩
を
有
力
者
に
披
露
し
て
能
力
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
回
っ
た
の
で

あ
る
。
杜
甫
の
場
合
、
長
安
の
街
に
人
を
訪
ね
て
は
門
前
払
い
を
食
わ
さ
れ
、

思
い
は
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
彼
の
「
貧
交
行
」
に
は
腹
か
ら
出
た
よ
う
な

叫
び
が
あ
る
。

そ
の
後
、
や
っ
と
の
思
い
で
下
級
だ
が
官
僚
に
就
け
る
ま
で
に
な
る
。
し

か
し
、
七
五
五
年
、
不
幸
に
も
安
禄
山
の
乱
が
お
こ
り
、
賊
軍
に
捕
え
ら
れ

て
し
ま
う
。
そ
の
年
の
一
〇
月
に
任
用
が
決
ま
っ
た
が
、
一
一
月
に
反
乱
が

勃
発
、
翌
年
六
月
に
長
安
が
陥
落
し
て
玄
宗
は
蜀
（
四
川
）
へ
逃
げ
、
退
位
。
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二
〇

し
事
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
神
助
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
た
。

な
お
、
唐
代
の
科
挙
は
い
わ
ゆ
る
資
格
試
験
で
、
合
格
が
そ
の
ま
ま
官
僚

へ
の
採
用
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
科
挙
合
格
後
に
採
用
の
た
め
の
試

験
を
受
け
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
。

　
　

四
、 

唐
詩
と
詩
人

試
験
で
あ
る
か
ら
科
挙
に
は
合
格
者
と
不
合
格
者
が
い
た
が
、
何
れ
も
作

詩
の
能
力
に
は
優
れ
て
い
た
。
詩
人
と
し
て
名
を
残
し
て
い
る
人
物
の
多
く

は
官
僚
で
あ
る
が
、
官
僚
に
な
れ
な
か
っ
た
者
も
い
る
。
こ
の
点
に
留
意
し

つ
つ
、
以
下
で
は
中
学
・
高
校
の
教
科
書
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
詩
か
ら
六
首

ほ
ど
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

最
初
に
取
り
上
げ
る
孟
浩
然
（
六
八
九
～
七
四
〇
）
と
王
維
（
七
〇
一
？

～
七
六
一
）
の
二
人
は
、
と
も
に
盛
唐
の
詩
人
と
し
て
名
を
残
し
て
い
る
が
、

人
生
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
孟
浩
然
は
生
涯
官
僚
に
な
れ
な
か
っ
た
の

だ
が
、
王
維
は
エ
リ
ー
ト
官
僚
で
あ
っ
た
。

孟
浩
然
の
「
春
暁
」
は
、

春
眠
不
覚
暁　
　

処
々
聞
啼
鳥

夜
来
風
雨
声　
　

花
落
知
多
少

で
、全
体
の
構
成
は
「
起
承
転
結
」
の
模
範
と
し
て
常
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
、

春
の
朝
の
心
地
よ
さ
が
理
屈
抜
き
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
鑑
賞
は
そ
れ
で
良
い

と
し
て
、
孟
浩
然
の
生
き
方
も
見
え
て
く
る
。
つ
ま
り
「
春
眠
暁
を
覚
え
ず

…
」
と
は
、悠
々
と
い
つ
ま
で
も
朝
寝
を
貪
っ
て
い
る
さ
ま
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

宮
仕
え
の
人
た
ち
は
、
朝
ま
だ
暗
い
時
分
か
ら
役
所
に
出
掛
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
に
引
き
か
え
、
自
分
は
の
う
の
う
と
春
の
朝
寝
を
楽
し
ん
で
い
る
、

と
嘯
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
後
半
の
情
景
も
、
花
び
ら
の
散
る
に
ま
か
せ
て
自

然
に
浸
り
こ
ん
で
い
る
光
景
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
生
き
方

を
高
し
と
し
て
詠
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
陶
淵
明
（
東
晋
）
の
よ

う
な
姿
が
見
え
る
と
も
言
え
よ
う
。

他
方
、
王
維
は
二
一
歳
の
若
さ
で
科
挙
に
合
格
し
た
エ
リ
ー
ト
官
僚
で
、

彼
は
官
僚
生
活
の
合
間
に
心
を
休
め
る
別
荘
を
、
都
長
安
の
東
南
、
藍
田
山

の
麓
に
求
め
た
。
そ
こ
を
「
輞
川
荘
」
と
名
付
け
、
気
の
合
う
友
人
た
ち
と

閑
適
の
暮
ら
し
を
楽
し
ん
だ
。
こ
う
い
っ
た
生
活
を
「
半
官
半
隠
」
と
い
う
。

そ
こ
は
山
も
森
も
谷
川
も
湖
も
あ
り
、
そ
の
間
に
い
く
つ
も
館
が
点
在
す
る

広
大
な
別
荘
で
あ
っ
た
。
そ
の
別
荘
を
詠
ん
だ
「
鹿
柴
」
は
、

空
山
不
見
人　
　

但
聞
人
語
響

返
景
入
深
林　
　

復
照
青
苔
上

で
、
前
半
は
静
け
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
第
一
句
の
人
影
が
見
え
な
い
と
し

た
静
け
さ
は
、
第
二
句
の
人
の
話
し
声
だ
け
が
聞
こ
え
る
こ
と
で
一
層
強
調

さ
れ
る
。
何
も
な
い
、
何
も
物
音
が
し
な
い
と
す
る
よ
り
も
僅
か
に
声
だ
け

聞
こ
え
る
と
い
っ
た
方
が
深
閑
と
し
た
様
子
が
際
立
つ
。
六
朝
時
代
の
詩
よ

り
ヒ
ン
ト
を
得
た
表
現
で
あ
る
。

こ
の
詩
は
後
半
が
素
晴
ら
し
く
、
夕
日
と
苔
と
の
瞬
時
の
出
会
い
に
美
の

発
見
が
あ
る
。
夕
陽
の
赤
と
苔
の
青（
深
緑
色
）が
互
い
に
照
り
映
え
あ
っ
て
、

絵
の
よ
う
な
情
景
で
あ
る
。
王
維
の
詩
は「
詩
中
に
画
あ
り
」と
評
さ
れ
る
が
、

こ
の
色
の
対
比
も
彼
の
画
才
を
示
し
て
い
る
。
な
お
彼
は
画
の
ほ
か
に
琴
も

よ
く
し
、
ま
た
熱
心
な
仏
教
信
者
で
詩
仏
と
称
さ
れ
る
。
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一
九

　
　

三
、
科
挙
社
会
と
詩
文

「
漢
文
・
唐
詩
・
宋
詞
・
元
曲
」
と
い
う
語
が
示
す
よ
う
に
、
詩
は
唐
代
に

完
成
し
た
と
言
え
る
の
だ
が
、
そ
の
背
景
に
は
科
挙
で
の
詩
の
重
視
が
あ
っ

た
。科

挙
は
学
科
試
験
に
よ
っ
て
官
吏
を
採
用
す
る
制
度
で
あ
る
。
貴
族
中
心

の
隋
・
唐
時
代
に
は
仕
官
コ
ー
ス
の
一
つ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
貴
族
が
消

滅
し
た
宋
代
以
降
は
官
僚
採
用
の
中
心
と
な
り
、
二
〇
世
紀
初
め
ま
で
続
い

た
。
ふ
つ
う
儒
教
的
教
養
が
試
験
さ
れ
、
地
方
と
中
央
で
何
段
階
も
の
試
験

を
う
け
、
そ
の
最
終
試
験
は
三
年
に
一
度
お
こ
な
わ
れ
て
、
毎
回
数
百
人
が

合
格
し
た
。

科
挙
の
概
要
は
以
上
の
よ
う
だ
が
、
唐
代
に
は
、
則
天
武
后
の
時
代
（
第

三
代
高
宗
の
皇
后
で
、
の
ち
皇
帝
に
）
よ
り
、
貴
族
勢
力
を
打
破
す
る
必
要

か
ら
科
挙
出
身
者
が
積
極
的
に
登
用
さ
れ
た
。
そ
の
こ
ろ
の
科
挙
の
出
題
内

容
は
、
儒
教
の
知
識
、
策
な
ど
の
小
論
文
の
ほ
か
に
、
詩
の
作
成
が
課
せ
ら

れ
た
。
そ
の
た
め
科
挙
合
格
を
目
指
す
者
た
ち
は
作
文
・
作
詩
の
能
力
を
も

身
に
つ
け
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
詩
の
盛
行
に
つ
な
が
っ
た
。

科
挙
で
課
さ
れ
る
詩
は
、
通
常
は
六
韻
以
上
の
五
言
排
律
で
あ
っ
た
。
六

韻
と
は
押
韻
が
六
箇
所
、
す
な
わ
ち
十
二
句
の
五
言
排
律
の
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
合
格
答
案
と
し
て
の
詩
に
は
優
れ
た
も
の
が
な
い
と
さ
れ
、

ほ
ぼ
廃
棄
さ
れ
た
の
だ
が
、
例
外
は
あ
る
も
の
で
、
次
の
銭
起
（
七
一
〇
？

～
七
八
二
？
）
の
五
言
排
律
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
　
「
湘
霊
鼓
瑟
」（
天
宝
十
二
年
（
七
五
三
）
試
帖
詩
）

善
鼓
雲
和
瑟　
　
　
　

善
く
雲
和
の
瑟
を
鼓
す
る
は

常
聞
帝
子
霊　
　
　
　

常
に
聞
く 

帝
子
の
霊
な
り
と

馮
夷
空
自
舞　
　
　
　

馮
夷 

空
し
く
自
ら
舞
い

楚
客
不
堪
聴　
　
　
　

楚
客 

聴
く
に
堪
え
ず

苦
調
凄
金
石　
　
　
　

苦
調 

金
石
に
凄
た
り

清
音
入
杳
冥　
　
　
　

清
音 

杳
冥
に
入
る

蒼
梧
来
怨
慕　
　
　
　

蒼
梧 

来
り
て
怨
慕
し

白
芷
動
芳
馨　
　
　
　

白
芷 

芳
馨
を
動
か
す

流
水
伝
湘
浦　
　
　
　

流
水 

湘
浦
に
伝
え

悲
風
過
洞
庭　
　
　
　

悲
風 

洞
庭
を
過
ぐ

曲
終
人
不
見　
　
　
　

曲
終
り
て
人
は
見
え
ず

江
上
数
峰
青　
　
　
　

江
上
に
数
峰
青
し

科
挙
の
詩
題
は
古
典
か
ら
語
句
を
採
る
の
が
通
例
で
、「
湘
霊
鼓
瑟
」
の
四

字
は
『
楚
辞
』
か
ら
の
出
題
で
あ
る
。
そ
し
て
出
題
の
な
か
の
平
声
の
字
に

韻
を
そ
ろ
え
て
作
る
の
が
き
ま
り
だ
が
、
こ
の
四
字
の
な
か
で
は
「
湘
」
か

「
霊
」
に
そ
ろ
え
る
こ
と
に
な
る
。
右
の
詩
で
は
太
字
で
示
し
た
よ
う
に
「
霊
」

に
そ
ろ
え
て
あ
る
。

こ
の
銭
起
の
答
案
と
し
て
の
詩
は
、
有
名
な
逸
話
と
と
も
に
伝
え
ら
れ
て

い
る
。
彼
が
受
験
の
た
め
に
長
安
に
向
か
う
途
中
、
月
夜
に
宿
を
出
て
散
歩

し
て
い
る
と
「
曲
終
人
不
見
」「
江
上
数
峰
青
」
と
い
う
二
句
を
吟
詠
す
る
の

が
聞
こ
え
た
が
、
人
影
は
な
か
っ
た
。
長
安
に
着
い
て
試
験
を
受
け
る
と
、

詩
題
は
「
湘
霊
鼓
瑟
」
と
い
う
四
字
だ
っ
た
の
で
月
の
夜
に
聞
い
た
二
句
を

結
び
に
す
え
て
見
事
な
詩
を
作
り
、
上
位
合
格
を
果
た
し
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
詩
は
結
び
が
難
し
い
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
逸
話
の
ミ
ソ
は
二
句
の
最

後
の
文
字
「
青
」
と
「
霊
」
の
字
の
韻
が
合
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
も
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一
八

表
漢
字
に
す
る
。
同
じ
よ
う
に
平
声
で
「
冬
」
と
同
じ
韻
母
を
も
つ
漢
字
を

グ
ル
ー
プ
に
し
、「
冬
」
を
代
表
漢
字
と
す
る
。

グ
ル
ー
プ
の
代
表
に
し
た
漢
字
を
「
韻
目
」
と
い
い
、
韻
目
を
一
覧
で
き

る
よ
う
に
し
た
も
の
を
「
韻
目
表
」
と
い
う
。
韻
目
表
で
は
、
平
声
の
漢
字

が
最
も
多
い
の
で
、
さ
ら
に
「
上
平
声
」
と
「
下
平
声
」
に
分
け
て
い
る
。

韻
目
に
は
四
声
と
韻
母
の
同
じ
漢
字
が
属
し
て
い
る
。
そ
の
漢
字
を
「
韻
字
」

と
い
い
、韻
字
を
一
覧
で
き
る
よ
う
に
し
た
も
の
を
「
韻
字
表
」
と
い
う
。（
こ

こ
で
の
表
の
提
示
は
省
略
す
る
）

と
こ
ろ
で
詩
な
ど
を
学
習
す
る
際
に
、「
押
韻
」
も
し
く
は
「
韻
を
踏
む
」

と
い
う
の
が
出
て
く
る
が
、
そ
れ
は
同
じ
よ
う
な
響
き
の
韻
母
で
そ
ろ
え
る

こ
と
で
あ
る
。
杜
牧
の
「
江
南
春
」
を
例
に
挙
げ
よ
う
。

千
里
鶯
啼
緑
映
紅　
　

水
村
山
郭
酒
旗
風

南
朝
四
百
八
十
寺　
　

多
少
楼
台
烟
雨
中

七
言
詩
な
の
で
第
一
句
末
と
偶
数
句
末
で
押
韻
す
る
規
則
だ
が
、
該
当
す

る
「
紅
」「
風
」「
中
」
の
三
字
を
見
る
と
、
何
れ
も
韻
字
表
の
な
か
で
「
東
」

を
代
表
漢
字
と
し
た
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
い
る
。
つ
ま
り
規
則
通
り
押
韻
し

て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

こ
の
押
韻
に
つ
い
て
、
日
本
の
漢
字
の
音
読
み
を
参
考
に
見
つ
け
る
よ
う

に
と
説
明
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
正
確
で
は
な
い
。

例
え
ば
、
李
白
の
「
秋
浦
歌
」。

白
髪
三
千
丈　
　

縁
愁
似
個
長

不
知
明
鏡
裏　
　

何
處
得
秋
霜

こ
の
詩
で
は
「
丈
」「
長
」「
霜
」
の
音
読
み
が
「
ジ
ョ
ウ
」「
チ
ョ
ウ
」「
ソ

ウ
」
な
の
で
、
押
韻
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
実
際
は
「
長
」「
霜
」

だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
各
字
の
韻
を
調
べ
る
と
確
認
で
き
る
が
、
こ
の
よ
う

に
日
本
の
漢
字
の
音
読
み
と
は
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

五
言
詩
は
偶
数
句
末
で
押
韻
す
る
（
第
一
句
末
は
押
韻
し
な
い
）
と
説
明

す
れ
ば
足
り
る
が
、「
踏
み
落
と
し
」
も
あ
る
た
め
、
や
は
り
音
読
み
に
頼
っ

て
い
る
と
間
違
え
て
し
ま
う
例
と
し
て
挙
げ
て
お
き
た
い
。
た
だ
学
習
指
導

要
領
の
範
囲
外
で
あ
る
た
め
、
中
学
・
高
校
で
の
取
り
上
げ
は
必
要
な
い
か

も
し
れ
な
い
。

詩
は
も
と
も
と
声
に
出
し
て
歌
う
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
歌
う
時
の
響
き

が
美
し
く
な
る
よ
う
に
韻
を
そ
ろ
え
た
の
だ
が
、
ほ
か
に
も
工
夫
を
凝
ら
し

た
。
そ
れ
が
平
仄
で
あ
る
。
平
仄
と
は
四
声
を
平
声
と
そ
の
他
（
仄
声
）
に

区
分
し
た
も
の
で
、
平
声
と
仄
声
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
や
は
り
朗
誦

し
た
時
の
韻
律
の
美
し
さ
を
追
求
し
た
も
の
で
あ
る
。

詩
は
『
詩
経
』
に
見
え
る
も
の
が
現
存
最
古
と
さ
れ
る
。
歌
わ
れ
た
場
所

は
北
方
の
黄
河
中
流
域
で
あ
り
、
四
言
詩
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
続
い
て
は
『
楚

辞
』
に
収
め
ら
れ
た
南
方
の
雑
言
詩
が
あ
る
。
北
方
と
南
方
で
発
達
の
仕
方

は
異
な
っ
て
い
た
の
だ
が
、
秦
の
始
皇
帝
に
よ
る
統
一
以
降
、
詩
の
形
式
に

も
変
化
が
現
れ
た
。
融
合
し
た
結
果
、
五
言
詩
、
六
言
詩
、
七
言
詩
が
生
ま

れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
う
ち
の
六
言
詩
は
発
達
し
な
か
っ
た
。
そ

し
て
唐
代
に
は
平
仄
と
押
韻
を
中
心
に
形
式
上
の
規
則
が
確
立
し
、
絶
句
・

律
詩
な
ど
の
近
体
詩
が
成
立
し
た
。

他
方
、
こ
の
平
仄
と
押
韻
は
文
章
に
も
持
ち
込
ま
れ
、
駢
文
と
し
て
成
立

し
た
。
し
か
し
、
中
唐
以
降
の
古
文
復
興
運
動
に
よ
り
衰
え
た
。
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一
七

韻
と
唐
詩
の
話

渡　

昌
弘

　
　

一
、
は
じ
め
に

現
在
、
身
近
な
と
こ
ろ
に
漢
詩
漢
文
は
見
当
た
ら
な
い
。
お
寺
の
入
り
口

に
「
下
馬
」「
不
許
葷
酒
入
山
門
」
と
刻
ま
れ
た
碑
を
見
る
こ
と
も
あ
る
が
、

ほ
か
に
は
、
お
寺
あ
る
い
は
テ
ー
マ
パ
ー
ク
な
ど
に
建
て
ら
れ
て
い
る
由
緒

書
き
く
ら
い
で
あ
ろ
う
。
で
あ
る
の
に
、
国
語
科
の
古
典
に
な
ぜ
古
文
と
漢

文
の
両
方
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
。
は
じ
め
に
、
こ
の
理
由
を
確
認
し
て
お

こ
う
。

中
国
に
お
け
る
文
字
文
化
の
発
達
は
異
常
に
早
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
わ

が
日
本
で
は
み
ず
か
ら
の
文
字
を
考
え
る
よ
り
も
先
に
漢
字
が
入
っ
て
来
て
、

固
有
の
文
字
を
作
り
出
す
の
は
あ
と
の
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
日
本
に
限

ら
ず
、
周
辺
の
諸
民
族
に
と
っ
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
漢
字
を
習
得

す
る
こ
と
は
同
時
に
中
国
語
を
習
得
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
れ
は
必
然
的

に
漢
字
文
化
を
吸
収
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。

ま
た
、
漢
字
が
入
っ
て
来
る
ま
で
日
本
に
は
文
献
と
い
う
も
の
が
な
か
っ

た
か
ら
、
当
初
か
ら
中
国
の
古
典
に
対
し
、
み
ず
か
ら
の
古
典
で
あ
る
か
の

よ
う
に
接
し
た
と
思
わ
れ
、
和
語
の
文
芸
が
成
熟
し
て
の
ち
も
、
日
本
の
知

識
人
は
和
語
系
の
韻
文
散
文
と
並
行
し
て
漢
詩
漢
文
を
読
み
習
っ
て
き
た
。

漢
文
学
が
日
本
文
学
（
国
文
学
）
の
一
角
を
占
め
て
い
た
り
、
中
学
や
高
校

の
国
語
科
の
古
典
に
古
文
（
日
本
の
古
典
）
と
漢
文
の
両
方
が
含
ま
れ
て
い

た
り
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
歴
史
的
経
緯
を
ふ
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。

以
下
で
は
漢
字
の
韻
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
く
が
、
ま
ず
漢
文
の
も
と
と

な
る
中
国
語
の
特
質
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
　

二
、
中
国
語
の
特
質
と
韻

中
国
語
は
、
単
音
節
語
で
語
形
変
化
が
な
く
、
お
も
に
語
順
に
よ
っ
て
意

味
を
あ
ら
わ
す
、
い
わ
ゆ
る
孤
立
語
で
あ
る
。
漢
字
一
字
が
一
音
、
一
義
を

原
則
と
す
る
単
音
節
語
で
は
、
発
音
の
総
数
が
制
限
さ
れ
る
た
め
、
同
音
異

字
が
多
く
な
り
、
発
音
に
よ
っ
て
意
味
を
分
別
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
声
調
に
よ
る
分
別
が
つ
く
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
四
声
が
お
こ
な
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
分
別
は
意
図
的
に
行
わ
れ
て
き
た
の
で
は
な
く
、

自
然
発
生
的
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
こ
と
に
気
付
く
の
は
南
北
朝
時
代
の

南
朝
に
お
い
て
で
あ
る
。

さ
て
、漢
字
の
発
音
は
、「
声
母
」（
音
節
の
初
め
に
く
る
子
音
）
と
「
韻
母
」

（
声
母
に
続
く
音
節
の
残
り
の
部
分
）
の
組
み
合
わ
せ
で
で
き
て
い
る
。

韻
と
は
「
韻
母
」
の
「
韻
」
で
あ
る
が
、
そ
の
数
は
時
代
に
よ
り
変
動
し
、

ま
た
実
際
の
発
音
と
一
致
し
な
い
場
合
も
あ
っ
た
。
現
在
は
便
宜
上
、
総
数 

一
〇
六
（
平
水
韻
）
と
し
て
い
る
。

こ
の
韻
の
分
類
を
す
る
に
は
、
ま
ず
漢
字
を
声
調
に
よ
り
、
平
声
・
上
声
・

去
声
・
入
声
の
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
。
次
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
声
調
ご

と
に
、
同
じ
韻
母
を
も
つ
漢
字
を
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
ま
と
め
る
。
例
え
ば
、

平
声
で
「
東
」
と
同
じ
韻
母
を
も
つ
漢
字
を
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
す
る
。
そ

の
ま
ま
で
は
何
の
グ
ル
ー
プ
か
分
か
ら
な
い
の
で
、「
東
」
を
グ
ル
ー
プ
の
代


