
貢

晋
華

『唐
代
集
合
絶
集
輿
詩
人
群
研
究
』斎

藤

茂

大阪
市
立
大

挙

唐
代
文
学
は
､
中
囲
文
学
の
中
で
も
最
も
研
究
の
進
ん
だ
領
域
で

あ
る
が
'
し
か
し
そ
れ
ら
の
研
究
は
限
ら
れ
た
時
期
あ
る
い
は
特
定

の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
を
封
象
に
し
､
ま
た
個
々
の
詩
人
や
著
名
な
作
品

を
取
-
上
げ
る
も
の
が
大
半
を
占
め
て
き
た
｡
研
究
方
法
と
し
て
は

安
定
し
て
い
る
反
面
'
や
や
新
鮮
み
に
乏
し
い
印
象
を
受
け
る
嫌
い

が
な
い
で
は
な
か
っ
た
｡
そ
し
て
個
々
の
詩
人
の
個
性
を
重
視
す
る

あ
ま
り
､
集
圏
と
し
て
の
活
動
を
軽
視
し
が
ち
で
も
あ

っ
た
と
思
う
｡

集
園
で
の
文
学
活
動
は
'
ま
た
遊
戯
的
な
側
面
を
色
濃
-
持
つ
場
合

が
少
な
-
な
い
｡
文
学
的
な
完
成
度
を
追
求
し
'
そ
れ
を
尺
度
と
し

て
許
債
を
加
え
る
立
場
か
ら
は
､
遊
戯
的
な
文
学
作
品
が
あ
ま
-
歓

書

評

迎
さ
れ
な
い
と
い
う
傾
向
も
見
ら
れ
た
と
思
う
｡
し
か
し
た
と
え
ば

中
庸
元
和
期
の
韓
愈
'
自
居
易
を
そ
れ
ぞ
れ
中
心
と
し
た
二
つ
の
グ

ル
ー
プ
の
活
動
で
は
'
構
成
員
の
個
性
が
ぶ
つ
か
り
'
ま
た
文
学
の

遊
戯
性
が
巧
み
に
生
か
さ
れ
な
が
ら
､
様
々
な
試
み
が
な
さ
れ
て
い

る
｡
そ
し
て
そ
れ
は
個
々
の
研
究
に
お
い
て
も
'
ま
た
文
学
史
的
な

観
鮎
か
ら
も
､
極
め
て
大
き
な
意
味
を
持

つ
こ
と
が
従
来
か
ら
指
摘

さ
れ
て
お
-
'
そ
の
こ
と
は
む
し
ろ
こ
の
時
期
を
封
象
と
す
る
研
究

者
の
常
識
と
も
な
っ
て
い
る
｡
題
詠
'
唱
和
'
聯
句
な
ど
の
座
の
文

学
が
登
達
し
た
中
国
に
お
い
て
'
集
園
と
し
て
の
文
学
の
研
究
は
映

か
せ
な
い
も
の
で
あ
-
､
そ
れ
を
通
じ
て
個
々
の
作
家
や
作
品
に
戻

る
と
い
う
手
頼
き
が
､
今
後
よ
-

1
暦
求
め
ら
れ
て
ゆ
-
だ
ろ
う
｡

そ
の
意
味
で
'
｢集
合
絶
集
｣
と
い
う
概
念
を
打
ち
出
し
て
'
唐
代

の
各
時
期
の
集
圏
的
な
文
学
活
動
に
着
目
す
る
本
書
が
､
今
後
の
唐

代
文
学
研
究
に
果
た
す
貢
献
は
誠
に
大
き
い
｡
我
が
国
の
唐
代
研
究

に
新
た
な
視
座
を
開
-
端
緒
と
な
る
こ
と
を
願

っ
て
'
こ
の
場
を
お

倍
-
し
て
本
書
の
紹
介
を
志
し
た
次
第
で
あ
る
｡
な
お
本
書
に
封
し

て
は
､
中
国
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
に
二
篇
の
書
評
が
公
表
さ
れ
て
い

る
｡
『唐
研
究
』
第
七
巻

(北
京
大
学
出
版
赦
､
二
〇
〇
一
年

l
二
月
)
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に
掲
載
さ
れ
た
郁
賢
暗
'

胡
可
先
両
氏
の
も
の
と
'
『中
国
謹
書
報
』

(二
〇
〇
二
年

l
月
1
六
日
)
に
掲
載
さ
れ
た
方
隅
氏
の
も
の
で
あ
る
｡

評
者
は
現
在
前
者
し
か
目
隠
し
得
て
い
な
い
が
'
そ
こ
で
の
論
鮎
と

は
な
る
べ
-
重
複
し
な
い
よ
う
に
述
べ
て
ゆ
き
た
い
｡

二

評
に
先
立

っ
て
､
本
書
の
内
容
を
簡
革
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
｡

導
言
に
お
い
て
'
ま
ず

｢集
合
絶
集
｣
と
い
う
概
念
の
定
義
と
そ
れ

に
着
目
す
る
意
義
を
説
-
｡
氏
の
定
義
に
繰
れ
ば
'
｢集
合
線
集
｣

と
は
線
集
の
一
類
で
あ
る
唱
和
集
の
う
ち
'
参
輿
者
達
が

〓
疋
の
期

間

一
定
の
場
所
に
在

っ
て
行

っ
た
詩
歌
の
唱
和
及
び
そ
の
他
の
文
学

活
動
を
記
録
し
た
も
の
を
言
う
｡
白
居
易
'
元
積
'
崖
玄
亮
に
よ
る

『三
州
唱
和
集
』
の
よ
う
な
､
場
所
を
遠
-
隔
て
て
行
わ
れ
た
唱
和

集
や
'
蛋
徹
の

『倍
量
撤
酬
唱
集
』
の
よ
う
な
'

一
人
が
長
い
期
間

の
間
に
多
数
の
相
手
と
行
っ
た
唱
和
集
な
ど
は
'
｢非
集
合
絶
集
｣

と
し
て
置
別
さ
れ
て
い
る
.
さ
ら
に

｢詩
人
群
｣
と
い
う
概
念
に
つ

い
て
も
'
従
来
は
そ
れ
が

｢詩
歌
流
浪
｣
と
混
渚
さ
れ
る
傾
向
に

あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
'
時
間
と
場
所
を
共
有
し
っ
つ
緊
密

な
関
係
と
影
響
と
を
持
ち
合
い
'
上
記
の

｢集
合
絶
集
｣
を
成
-
立

た
せ
た
群
鰹
と
し
て

｢詩
人
群
｣
を
規
定
し
て
い
る
｡
そ
の
上
で
唐

代
の
集
曾
根
集
と
詩
人
群
を
個
別
に
取
-
上
げ
る
の
だ
が
'
全
髄
は

大
き
-
三
編
か
ら
成
-
立

っ
て
お
-
､
上
編
の

｢唐
代
集
合
線
集
輿

詩
人
群
考
論
｣
は
さ
ら
に
七
章
に
分
か
れ
て
い
る
｡
第

一
章
で
は

『翰
林
学
士
集
』
と

｢太
宗
朝
宮
廷
詩
人
群
｣
を
取
-
上
げ
る
が
､

こ
れ
は
許
敬
宗
の
詩
集
の
1
部
と
見
ら
れ
る

『翰
林
学
士
集
』
の
分

析
を
通
じ
て
､
貞
観
年
間
の
宮
廷
詩
人
達
の
活
動
を
明
ら
か
に
し
た

も
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
常
時
の
宮
廷
詩
壇
で
は
'
北
朝
と
南
朝
の
文

学
そ
れ
ぞ
れ
の
俸
続
を
受
け
継
ぐ
グ
ル
ー
プ
が
存
在
し
'
互
い
の
長

所
を
取
-
入
れ
よ
う
と
し
な
が
ら
'
な
お
相
互
に
融
合
さ
れ
る
に
は

到
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
｡
第
二
章
で
は
､

武
平

一
が
編
ん
だ

『景
龍
文
館
記
』
と
中
宗
朝
の
修
文
箱
学
士
達
の

活
動
を
取
り
上
げ
る
｡
『景
龍
文
館
記
』
は
散
逸
し
て
い
る
が
'
現

存
の
資
料
か
ら
可
能
な
限
-
の
復
元
を
試
み
'
修
文
箱
の
設
立
と
そ

こ
で
の
活
動
の
意
義
'
特
に
近
倦
詩
の
形
成
に
お
い
て
果
た
し
た
役

割
や
詩
風
の
特
徴
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
｡
第
三
'
四
章
で
は

大
暦
期
の
詩
人
群
を
取
-
上
げ
'
三
幸
で
は

『大
暦
年
折
衷
聯
唱

106



集
』
と

｢漸
東
詩
人
群
｣
'
四
章
で
は

『呉
輿
集
』
と

｢漸
西
詩
人

群
｣
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
｡
前
者
は
大
暦
五
年

(七
七
〇
)
に
漸

東
従
事
と
な
っ
た
飽
防
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
'
後
者
は

大
暦
八
年
か
ら
十
二
年
ま
で
湖
州
刺
史
を
務
め
た
顔
鼻
卿
お
よ
び
詩

恰
鮫
然
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
｡
と
も
に
散
逸
し
て
い
る

両
集
の
復
元
を
試
み
る
と
と
も
に
､
い
ず
れ
も
聯
句
作
品
を
含
む
鮎

で
注
目
さ
れ
る
､
双
方
の
活
動
の
特
徴
を
論
じ
て
い
る
｡
第
五
章
は

『汝
洛
集
』
『洛
中
集
』
『洛
下
遊
賞
宴
集
』
の
三
集
と
'
白
居
易
を

中
心
と
し
た

｢東
都
閑
適
詩
人
群
｣
を
取
り
上
げ
る
｡
三
つ
の
作
品

集
の
う
ち
､
前
二
集
は
と
も
に
劉
自
唱
和
集
の
一
部
を
形
成
す
る
も

の
で
あ
り
､
ま
た

『洛
下
遊
賞
宴
集
』
も
そ
の
大
半
は
白
居
易
の
作

品
で
あ
る
が
'
劉
南
錫
'
自
店
易
の
二
人
だ
け
で
な
-
､
裳
度
'
李

神
､
王
起
'
挑
合
等
の
参
加
が
あ
る
こ
と
か
ら
'
い
ず
れ
も
集
合
線

集
と
し
て
捉
え
'
自
店
易
の

｢中
隊
｣
説
が
い
か
に
賓
践
さ
れ
'
ま

た
周
囲
の
人
々
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
輿
え
た
か
と
い
う
鮎
を
中
心

に
論
じ
て
い
る
｡
第
六
章
は
段
成
式
の
編
ん
だ

『漠
上
題
襟
集
』
と
､

大
中
十
年

(八
五
六
)
か
ら
威
通
元
年

(八
六
〇
)
に
か
け
て
山
南
東

通
節
度
使
を
務
め
た
徐
商
の
幕
下
に
集
ま
っ
た

｢大
中
嚢
陽
詩
人

書

評

群
｣
を
取
-
上
げ
る
｡
『漢
上
題
襟
集
』
の
復
元
を
試
み
る
と
と
も

に
､
段
成
式
'
温
庭
箔
を
中
心
と
し
て
､
藷
諺
的
な
色
彩
の
濃
い
こ

の
詩
人
群
の
作
風
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
て
い
る
｡
第
七
章
は

『松
陵
集
』
と
'
威
通
十
年

(八
六
九
)
か
ら
十
二
年
ま
で
蘇
州
刺

史
を
務
め
た
荏
僕
の
幕
下
に
集
ま
っ
た
皮
目
休
'
陸
亀
蒙
等
の

｢威

通
蘇
州
詩
人
群
｣
を
取
り
上
げ
る
｡
『松
陵
集
』
は
七
百
首
前
後
が

現
存
す
る
の
で
'
そ
れ
ら
の
作
品
の
検
討
を
通
じ
て
､
蘇
州
詩
人
群

の
参
集
の
過
程
と
彼
ら
の
文
学
活
動
の
特
徴
や
意
義
'
お
よ
び
皮
陸

の
文
学
観
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
｡

下
編
の

｢唐
代
集
曾
絶
集
七
種
輯
校
｣
は
､
上
に
挙
げ
ら
れ
た
集

音
線
集
の
う
ち
､
『景
龍
文
館
記
』
'
『大
暦
年
漸
東
聯
唱
集
』
'
『呉

興
集
』
'
『汝
洛
集
』
'
『洛
中
集
』
､
『洛
下
遊
賞
宴
集
』
'
『漠
上
題
襟

集
』
に
つ
い
て
'
個
別
の
資
料
お
よ
び

『全
唐
詩
』
な
ど
か
ら
作
品

を
輯
め
'
校
訂
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
う
ち

『汝
洛
集
』
'

『洛
中
集
』
は
'
劉
白
唱
和
集
の
一
部
と
し
て
'
我
が
国
の
花
房
英

樹
'
柴
格
朗
両
氏
に
よ
る
整
理
が
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
が
'
『景

能
文
館
記
』
､
『大
暦
年
漸
東
聯
唱
集
』
'
『具
興
集
』
､
『洛
下
遊
賞
宴

集
』
､
『漠
上
題
襟
集
』
は
､
こ
れ
ま
で
輯
本
と
し
て
は
公
表
さ
れ
て
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い
な
か
っ
た
も
の
で
あ
-
､

こ
こ
で
整
理
が
な
さ
れ
た
意
義
は
大
き

'
0

し

そ
し
て
最
後
の
附
編

｢惰
唐
五
代
其
他
作
家
群
研
究
｣
で
は
'
上

編
で
取
-
上
げ
た
七
つ
の
グ
ル
ー
プ
以
外
の
五
つ
の
詩
人
群
に
つ
い

て
'
五
章
に
分
け
て
論
じ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
第

一
章
で
は
'
惰
唐

交
代
期
の

｢河
扮
作
家
群
｣
と
し
て
'
王
通
の
1
族
と
陳
叔
達
､
蒔

収
ら
の
活
動
を
取
-
上
げ
'
集
合
に
到
る
過
程
や
作
品
の
特
色
な
ど

を
分
析
し
て
い
る
｡
と
-
に
王
績
の
詩
風
と
そ
れ
が
盛
唐
詩
に
輿
え

た
影
響
に
つ
い
て
重
鮎
が
置
か
れ
て
い
る
｡
第
二
章
で
は
高
宗
'
則

夫
武
后
期
に
絶
集
､
類
書
の
編
纂
に
関
わ
っ
た

｢高
宗
武
后
時
期
三

大
修
書
学
士
群
｣
を
取
-
上
げ
る
が
'
こ
こ
で
は
上
編
第

1
章
で
扱

わ
れ
た
許
敬
宗
等
の
修
文
能
学
士
群
の
み
な
ら
ず
'
則
天
武
后
期
に

お
け
る
元
高
頃
ら
の
北
門
学
士
群
'
李
晴
､
閤
朝
隙
ら
の
珠
英
学
士

群
を
も
含
め
､
彼
ら
が
撰
述
し
た

『古
今
詩
人
秀
句
集
』
､
『珠
英
学

士
集
』
な
ど
の
類
書
､
絶
集
に
特
に
着
目
し
て
､
彼
ら
の
活
動
が
詩

の
聾
律
や
作
法
に
輿
え
た
影
響
を
中
心
に
分
析
し
て
い
る
｡
第
三
章

で
は
中
庸
期
の
韓
愈
'
孟
郊
ら
の

｢韓
孟
詩
人
群
｣
を
取
り
上
げ
'

貞
元
年
間
後
半
の
汗
州
'
徐
州
に
お
け
る
集
合
と
'
元
和
年
間
前
半

の
長
安
'
洛
陽
に
お
け
る
集
合
の
二
回
に
分
け
て
､
そ
れ
ぞ
れ
の
集

合
の
情
況
を
ま
ず
検
討
し
､
そ
の
上
で
韓
孟
の
交
流
と
相
互
に
輿
え

合

っ
た
影
響
'
お
よ
び
両
者
が
張
籍
､
慮
仝
'
貢
島
ら
に
及
ぼ
し
た

影
響
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
｡
第
四
章
で
は
奔
己
ら
の

｢唐
末

五
代
塩
山
詩
人
群
｣
を
取
-
上
げ
､
唐
末
の
戦
乱
を
避
け
て
庭
山
に

逃
れ
､
あ
る
い
は
自
鹿
洞
書
院
で
学
ん
だ
人
々
の
活
動
を
'
前
後
二

期
に
分
け
､
詩
歌
を
中
心
に
検
討
し
て
い
る
｡
そ
し
て
､
そ
こ
で
は

貢
島
､
鄭
谷
が
模
範
と
さ
れ
た
こ
と
､
彼
ら
の
活
動
が
宋
初
ま
で
績

い
て
い
っ
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
｡
さ
ら
に
第
五
章
で

は
､
徐
魚
ら
の

｢唐
末
五
代
泉
州
詩
人
群
｣
を
取
-
上
げ
'
中
原
に

比
べ
て
安
定
し
て
い
た
福
建
の
地
で
'
閏
王
の
庇
護
の
も
と
に
繰
-

贋
げ
ら
れ
た
文
学
活
動
に
つ
い
て
'
そ
の
性
格
や
特
徴
を
論
じ
て
い

る
｡集

合
線
集
'
詩
人
群
の
い
ず
れ
も
､
そ
の
す
べ
て
を
取
-
上
げ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
が
'
し
か
し
主
要
な
も
の
は
網
羅
し
て
お
-
'

唐
代
の
情
況
を
知
る
に
は
十
分
な
内
容
と
言
え
よ
う
｡
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三

次
に
評
者
の
関
心
に
従
っ
て
'
論
評
を
加
え
た
い
｡
各
章
と
も
内

容
豊
か
で
あ
-
'
本
来
す
べ
て
を
論
じ
る
べ
き
で
は
あ
る
が
'
そ
れ

で
は
散
漫
に
陥
る
虞
が
有
る
の
で
'
あ
え
て
論
鮎
を
絞
る
こ
と
に
さ

せ
て
戴
-
｡
こ
こ
で
は
上
編
第
三
㌧
四
章
の
大
暦
期
の
漸
東
､
漸
西

の
詩
人
群
と
､
附
編
第
二
章
の
三
大
修
書
学
士
群
､
そ
し
て
第
三
章

の
韓
孟
詩
人
群
を
取
-
上
げ
る
こ
と
と
L
t
本
書
の
章
立
て
の
順
序

に
従
っ
て
見
て
ゆ
-
0

ま
ず
大
暦
期
の
二
つ
の
詩
人
群
に
つ
い
て
で
あ
る
が
'
こ
の
二
幸

は
貢
氏
の
敷
編
の
論
文
が
基
礎
と
な
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
｡
す
な

わ
ち

｢吹
然
論
大
暦
江
南
詩
人
耕
析
｣
(文
学
評
論
叢
刊
､
二
二
輯
､

一
九
八
四
)
｢大
暦
年
漸
東
聯
唱
集
考
述
｣
(文
学
遺
産
増
刊
､
一
八
覇
､

1
九
八
九
)
｢大
暦
年
折
東
聯
唱
集
補
考
｣
(江
海
草
刊
t
l
五
三
期
､

l
九
九
l
)
｢大
暦
年
祈
西
聯
唱
-

呉
興
集
考
論
｣
(寧
波
大
学
学
報
､

四
巻
一
期
､
一
九
九
一
)
な
ど
で
あ
-
'
『較
然
年
譜
』
(産
門
大
学
出

版
社
､
一
九
九
二
)
と
合
わ
せ
て
､
氏
が
こ
れ
ま
で
最
も
力
を
注
い

で
来
ら
れ
た
研
究
分
野
の
一
つ
と
言
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
｡
大
暦
期

書

評

の
こ
の
二
つ
の
詩
人
群
を
め
ぐ
る
従
来
の
研
究
と
し
て
は
､
た
と
え

ば
落
寅
氏
の

『大
暦
詩
人
研
究
』
(中
華
書
局
'
一
九
九
五
)
が
有
-
'

そ
の
上
編
の
第

一
章
の
九
で
は

｢飽
防
､
顔
賞
卿
輿
大
暦
南
新
聯
唱

話
合
｣
の
項
目
が
挙
げ
ら
れ
て
､
聯
句
を
中
心
に
双
方
の
活
動
が
検

討
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た

『大
暦
年
漸
東
聯
唱
集
』
に
つ
い
て
は
､
陳

侍
君
氏
の

『全
唐
詩
頼
拾
』
(中
華
書
局

『全
唐
詩
補
編
』
(
一
九
九

二

二

〇
)
所
収
)
巻
十
七
で
､
『全
唐
詩
』
『全
唐
詩
外
編
』
に
漏

れ
て
い
る
分
の
整
理
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
本
書
で
示
さ
れ
た

二
つ
の
詩
人
群
に
野
す
る
分
析
と
各
集
の
輯
校
は
､
い
ず
れ
も
従
来

の
研
究
を
越
え
た
新
し
さ
を
持
っ
て
い
る
｡
先
に
輯
枚
に
つ
い
て
言

え
ば
､
『大
暦
年
漸
東
聯
唱
集
』
で
は
現
存
の
作
品
を
網
羅
し
て
校

勘
を
加
え
て
お
-
'
全
貌
を
窺
う
に
便
利
で
あ
る
だ
け
で
な
-
､
依

接
し
う
る
テ
キ
ス
ト
を
提
供
す
る
役
割
も
果
た
し
て
い
る
｡
『呉
興

集
』
の
方
は
'
復
元
の
試
み
が
そ
も
そ
も
初
め
て
の
こ
と
で
あ
る
｡

個
々
の
作
品
は
各
詩
人
の
別
集
や

『全
唐
詩
』
な
ど
に
収
め
ら
れ
て

い
る
が
､
こ
れ
を
精
査
し
て
そ
の
原
形
を
示
し
た
意
義
は
大
き
い
｡

次
に
二
つ
の
詩
人
群
に
封
す
る
分
析
で
は
'
双
方
に
見
ら
れ
る
聯
句

の
制
作
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
の
他
､
漸
東
に
つ
い
て
は

｢憶
長
安
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十
二
詠
｣
｢状
江
南
十
二
詠
｣
の
二
作
が
酒
令
及
び
詞
と
関
連
す
る

と
い
う
指
摘
'
祈
西
に
つ
い
て
は
詩
倉
の
持
つ
意
義
が
自
覚
さ
れ
た

こ
と
'
ま
た
そ
こ
で
飲
茶
な
ど
後
世
の
文
人
趣
味
に
繋
が
る
側
面
が

認
め
ら
れ
る
こ
と
な
ど
の
指
摘
が
t
と
-
に
評
者
の
関
心
を
引
い
た
｡

聯
句
に
つ
い
て
は
､
奔
梁
期
以
来
再
び
そ
の
文
学
的
魅
力
に
着
目
L
t

新
た
な
試
み
を
加
え
て
､
元
和
期
の
韓
愈
､
孟
郊
及
び
白
居
易
'
劉

丙
錫
ら
の
聯
句
を
導
い
た
こ
と
が
こ
の
二
つ
の
詩
人
群
の
功
績
と
言

え
'
氏
の
検
討
も
そ
こ
に
重
鮎
が
置
か
れ
て
い
る
｡
但
し
こ
の
鮎
に

つ
い
て
は
､
後
に
韓
孟
詩
人
群
を
取
り
上
げ
る
の
で
'
そ
こ
で
合
わ

せ
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
｡
こ
こ
で
は
後
に
挙
げ
た
鮎
を
'
興
味
深

い
指
摘
と
し
て
注
目
し
て
お
き
た
い
｡
飽
防
ら
が
行

っ
た

｢憶
長
安

十
二
詠
｣
と

｢状
江
南
十
二
詠
｣
の
二
作
は
'
い
ず
れ
も
四
時
十
二

月
の
長
安
と
江
南
を
テ
ー
マ
と
し
て

1
人

一
首
ず
つ
交
替
で
詠
ず
る

形
式
で
あ
-
'
そ
の
鮎
を
見
れ
ば
酒
令
歌
辞
の
性
格
を
帯
び
て
い
る

と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
か
つ

｢三
三
'
六
㌧
六
六
､
六
六
｣
と

い
う
句
法
を
持
つ

｢憶
長
安
十
二
詠
｣
と
､
句
法
は
五
言
四
句
で
あ

-
な
が
ら
江
南
の
美
景
を
措
-
こ
と
を
テ
ー
マ
と
す
る

｢状
江
南
十

二
詠
｣
と
に
'
氏
は
敦
燈
文
書
に
残
る

｢憶
長
安
｣
詞
や
'
張
志
和

の

｢漁
父
｣
詞
'
自
店
易
の

｢憶
江
南
｣
詞
な
ど
'
初
期
の
詞
作
品

と
の
類
縁
性
を
認
め
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
鮎
は
'
任
半
塘
'
王
小
盾

両
氏
の
説
を
受
け
て
展
開
さ
れ
た
も
の
だ
が
'
漸
東
詩
人
群
の
活
動

の
中
に
位
置
づ
け
た
上
で
の
議
論
で
あ
-
'
そ
の
意
味
で
許
慣
で
き

る
｡
酒
令
と
詞
の
関
連
に
つ
い
て
は
任
'
王
両
氏
が
夙
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
が
､
な
お
定
説
と
な
る
に
は
到

っ
て
い
な
い
｡
貢
氏
の
指
摘

は
こ
の
間
題
に
踏
み
込
ん
だ
も
の
で
は
な
い
が
'
問
題
鮎
の
多
い
初

期
の
詞
を
め
ぐ
る
議
論
に

l
石
を
投
じ
る
も
の
と
言
え
よ
う
.

1
万

漸
西
詩
人
群
の
活
動
に
お
い
て
'
話
合
の
持
つ
意
義
が
参
曾
者
に
自

覚
さ
れ
て
い
た
と
い
う
指
摘
は
'
本
章
で
は
必
ず
し
も
十
分
に
説
明

さ
れ
て
い
な
い
が
'
吸
然
に
関
す
る
氏
の
研
究
を
合
わ
せ
見
れ
ば
首

肯
し
う
る
｡
氏
が
引
用
す
る

｢曾
異
永
和
年
'
才
同
建
安
作
｣
(｢水

堂
蓬
諸
文
士
戯
贈
播
丞
聯
句
｣
で
の
陸
羽
の
聯
)
な
ど
'
彼
ら
の
聯
句
や

唱
和
詩
に
は
'
過
去
の
文
宴
に
模
し
っ
つ
詩
倉
の
意
義
を
詠
う
例
が

少
な
-
な
い
｡
共
に
詩
文
を
作
る
と
こ
ろ
に
宴
集
の
喜
び
が
有
-
､

詩
に
よ
っ
て
友
と
曾
す
る
と
い
う
認
識
は
'
後
世
の
文
人
達
の
雅
宴

と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
｡
ま
た
陸
羽
に
代
表
さ
れ
る
飲
茶
の
風
習

の
贋
が
-
も
'
文
人
趣
味
と
い
う
澱
で
注
目
さ
れ
よ
う
｡
貫
氏
が
引
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か
れ
て
い
る
映
然
の

｢晦
夜
李
侍
御
讐
宅
集
招
播
述
湯
衡
海
上
人
飲

茶
賦
｣
詩
に
は
'
琴

･
詩

･
薯

･
花

･
陰

･
借
が
盛
-
込
ま
れ
て
い

る
だ
け
で
な
-
'
中
に

｢薯
愛
博
花
飲
｣
と

｢俸
花
飲
酒
｣
な
ら
ぬ

｢俸
花
飲
薯
｣
の
風
趣
が
措
か
れ
て
い
る
｡
生
活
態
度
の
上
か
ら

｢文
人
｣
と
見
な
し
う
る
の
は
'
元
和
期
の
白
居
易
ら
か
ら
で
あ
ろ

う
が
'
文
人
意
識
と
呼
べ
る
も
の
は
'
瞭
然
ら
漸
西
詩
人
群
の
中
に

も
す
で
に
簾
-
存
在
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡
聯
句
の
み
な
ら

ず
こ
れ
ら
の
鮎
で
も
'
大
暦
の
詩
人
群
は
元
和
期
の
詩
人
達
の
先
駆

け
と
な
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
認
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
｡
な

お
頁
氏
は
折
西
詩
人
群
の
活
動
に
お
け
る
注
目
鮎
と
し
て
､
も
う

一

つ

『韻
海
鏡
源
』
の
編
纂
を
奉
げ
て
い
る
が
､
こ
の
鮎
は
次
項
で
合

わ

せ
て
梱
れ
た
い
｡

次
に
附
編
第
二
章
の
三
大
修
書
学
士
群
に
つ
い
て
見
た
い
｡
上
編

第

一
章
で
許
敬
宗
ら
太
宗
朝
の
宮
廷
詩
人
群
の
活
動
を
'
圭
と
し
て

そ
の
構
成
員
の
詩
風
の
違
い
か
ら
分
析
し
た
の
を
受
け
て
､
こ
の
章

で
は
高
宗
'
則
天
武
后
朝
の
類
書
､
練
集
の
編
纂
と
'
そ
れ
に
携

わ
っ
た
学
士
群
の
活
動
が
､
初
唐
期
の
詩
の
蓉
達
に
ど
の
よ
う
に
関

わ
っ
た
の
か
と
い
う
鮎
を
検
討
し
て
い
る
｡
類
書
や
絶
集
の
編
纂
と

書

評

初
唐
期
の
詩
の
蓉
展
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
'
聞

一
多
氏
の

｢類
書

輿
詩
｣
(全
集
第
三
冊

｢唐
詩
雑
論
｣
所
収
)
を
始
め
と
し
て
従
来
か
ら

指
摘
が
あ
る
｡
類
書
や
線
集
は

一
面
で
詩
文
を
作
る
た
め
の
工
具
書

と
い
う
性
格
を
持

っ
て
お
り
'
そ
れ
故
そ
の
編
纂
は
新
た
な
作
詩
人

口
を
呼
び
込
む
こ
と
で
詩
作
の
隆
盛
を
導
-

一
万
㌧
結
果
と
し
て
詩

の
大
衆
化
を
招
来
す
る
と
い
う
側
面
を
合
わ
せ
持
つ
｡
聞
氏
の
言
わ

れ
る
よ
う
に
'
類
書
の
贋
が
り
が

｢事
を
用
い
て
意
を
忘
る
｣
よ
う

な

｢類
書
式
｣
の
詩
を
大
量
生
産
さ
せ
る
側
面
が
有
る
こ
と
は
確
か

だ

が

､
し
か
し

一
方
で
聾
律
､
作
法
'
規
範
的
な
詩
語
な
ど
に
封
す

る
意

識
の
高
ま
-
が
､
新
し
い
形
式
を
完
成
さ
せ
る
力
に
な
る
こ
と

も
'
決
し
て
無
税
で
き
な
い
｡
類
書
の
功
罪
の
う
ち
､
貫
氏
は
功
の

側
面
を
重
視
さ
れ
て
お
-
'
本
章
で
の
三
大
修
書
学
士
群
に
野
す
る

考
察
も
､
類
書
や
線
集
の
編
纂
が
律
詩
の
定
格
の
形
成
と
重
な
る
鮎

に

一
番
の
力
鮎
が
置
か
れ
て
い
る
｡
最
初
に
高
宗
'
則
夫
武
后
朝
に

お
け
る

『文
館
詞
林
』

l
百
巻
'
『三
数
珠
英
』

1
千
二
百
巻
な
ど

十
三
種
'
総
計
四
千
五
百
七
十
九
巻
に
及
ぶ
類
書
'
絶
集
の
編
纂
の

情
況
が
表
の
形
で
示
さ
れ
､
修
撰
者
､
時
期
､
奉
勅
撰
か
私
撰
か
の

別
な
ど
が
'
先
行
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
整
理
さ
れ
て
い
る
｡

-111-



中
国
文
学
報

第
六
十
四
竹

こ
れ
に
よ
り
'

編
纂
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
昔
時
の
情
況
が

1
日
瞭
然

で
あ
る
が
'
と
-
に
注
目
さ
れ
る
の
は
'
律
詩
の
定
格
の
普
及
に
関

す
る
氏
の
仮
説
で
あ
る
｡
ま
ず
元
就
､
上
官
儀
ら
高
宗
朝
の
学
士
達

の
著
述
を
通
じ
て
聾
律
'
封
偶
､
表
現
技
巧
の
三
部
に
人
々
の
関
心

が
集
ま

っ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
上
で
､
『珠
英
学
士
集
』
の
残
巻

を
事
例
に
賓
作
の
情
況
を
確
認
し
､
そ
の
時
黙

(七
〇
f
年
)
で
は

律
詩
の
定
格
に
合
致
す
る
度
合
い
は
高
-
な
-
､
こ
れ
が
必
ず
し
も

自
覚
的
'
普
遍
的
に
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
｡
そ
し
て
定
格
の
普
及
に
は
む
し
ろ
進
士
科
の
試
験
に
詩
賦
が
課

せ
ら
れ
た
こ
と
が
大
き
な
意
味
を
持

っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
説
-
0

そ
こ
で
氏
は
'
共
に
珠
英
学
士
群
の

一
員
で
あ
-
､
律
詩
の
定
格
の

完
成
に
力
が
有

っ
た
と
さ
れ
る
沈
偉
期
と
宋
之
間
が
'
そ
れ
ぞ
れ
長

安
二
年

(七
〇
二
)
と
景
龍
二
年

(七
〇
八
)
と
に
知
貢
撃
を
務
め
て

い
る
こ
と
に
着
目
し
'
こ
の
時
期
に
詩
歌
が
試
雑
文
の

一
つ
に
加
え

ら
れ
t
か
つ
聾
律
'
封
偶
､
作
法
に
関
す
る
理
論
を
賓
桟
に
移
し
た

格
式
を
定
め
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
｡
律
詩
の
名
も
'

こ
の
格
式
に
則

っ
た
詩
で
あ
る
が
故
に
そ
う
呼
ば
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
言
う
｡
説
の
首
否
は
即
断
で
き
な
い
が
､
興
味
深
い
催
説
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
｡
ま
た
珠
英
学
士
群
の
一
人
で
あ
る
荏
融
の
撰
述
で

あ
る

『唐
朝
新
走
詩
格
』
が
'
現
在
は
侠
書
と
な

っ
て
い
て
確
認
で

き
な
い
も
の
の
'
あ
る
い
は
そ
の
定
式
を
示
し
た
書
で
あ

っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
と
推
測
さ
れ
る
鮎
も
興
味
深
い
｡
と
こ
ろ
で
上
編
第
四

章
の
斬
西
詩
人
群
の
活
動
で
も
'
顔
異
郷
に
よ
る

『韻
海
鏡
源
』
の

編
纂
が
'
詩
人
達
に
集
合
の
機
合
を
輿
え
'
新
た
な
関
心
を
呼
び
起

こ
し
て
'
湖
州
を
中
心
と
す
る
詩
壇
の
形
成
に
寄
興
し
た
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
た
｡
大
規
模
な
編
纂
事
業
が
'
そ
れ
に
携
わ
っ
た
人
々

を
始
め
と
し
て
､
そ
の
時
期
の
文
化
に
大
き
な
影
響
力
を
持

つ
こ
と

は
'
初
唐
期
に
止
ま
ら
な
い
1
般
的
な
事
象
と
言
え
よ
う
｡
そ
れ
に

関
連
し
て
'
論
旨
か
ら
は
や
や
外
れ
る
こ
と
で
あ
る
が

三
日
付
け
加

え
た
い
｡
評
者
は
本
年
四
月
中
旬
に
安
徴
師
範
大
学
で
開
催
さ
れ
た

第
六
回
李
商
陰
国
際
学
舎
に
参
加
し
た
が
､
そ
こ
で
の
饗
表
に
査
犀

球
氏
の

｢李
商
隙

《
金
鎗
》
考
述
｣
が
あ

っ
た
｡
『金
鎗
』
は

『新

唐
書
』
の
本
俸
や
重
文
志
な
ど
に
は
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
､
『通
志
』

｢重
文
志
略
｣
や

『直
密
書
錬
解
題
』
な
ど
､
末
代
の
目
録
に
至

っ

て
李
商
隙
の
著
述
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
類
書
で
あ
る
.
す
で
に

供
し
て
お
-
'
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
知
-
得
な
い
が
､
査
氏
は
類
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書
の
編
纂
と

｢猟
祭
魚
｣
と
稀
さ
れ
る
李
商
隙
の
作
詩
法
t
と
-
に

そ
の
用
典
の
精
妙
さ
と
が
関
連
す
る
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡

こ
れ
も
興
味
深
い
論
鮎
と
言
え
よ
う
｡
こ
の
よ
う
に
類
書
と
詩
の
関

わ
-
は
'
な
お
様
々
な
事
例
を
通
じ
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
問
題
黙
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
｡

最
後
に
附
編
第
三
章
の
韓
孟
詩
人
群
に
つ
い
て
で
あ
る
が
'
こ
こ

で
は
貞
元
十
二
年

(七
九
六
)
か
ら
十
六
年
に
か
け
て
の
汗
州
'
徐

州
に
お
け
る
集
合
と
､
元
和
元
年

(八
〇
六
)
か
ら
六
年
に
か
け
て

の
長
安
'
洛
陽
で
の
集
合
の
前
後
二
回
に
分
け
て
'
圭
と
し
て
韓
愈
､

孟
郊
両
者
の
詩
風
の
奨
蓮
と
相
互
の
影
響
関
係
を
説
い
て
い
る
｡

｢集
合
線
集
｣
と

｢詩
人
群
｣
と
い
う
テ
ー
マ
の
元
に
纏
め
ら
れ
た

本
書
の
1
章
で
あ
る
か
ら
､
首
然
の
立
論
で
は
あ
ろ
う
が
'
前
後
二

回
の
集
合
を
軸
に
韓
孟
の
文
学
を
論
じ
る
試
み
は
目
新
し
い
｡
そ
し

て
前
期
は

｢醇
留
東
野
｣
詩
の

｢低
頭
拝
東
野
｣
の
句
を
借
り
て
'

韓
愈
が
孟
郊
か
ら
多
-
を
撃
ん
だ
と
見
､
後
期
に
は
陽
山
へ
の
定
論

を
経
て
詩
風
を
襲
化
さ
せ
た
韓
愈
が
'
孟
郊
を
も
含
め
て
グ
ル
ー
プ

を
リ
ー
ド
し
た
と
見
る
そ
の
論
旨
も
明
快
で
あ
る
｡
｢詩
人
群
｣
を

構
成
し
た
李
朝
'
張
籍
'
張
徹
'
慮
仝
'
劉
叉
､
貢
島
ら
の
活
動
と
'

書

評

彼
ら
が
韓
孟
か
ら
受
け
た
影
響
に
つ
い
て
も
'
先
行
研
究
を
踏
ま
え

て
論
及
さ
れ
て
い
る
｡
全
健
と
し
て
'
韓
孟
の
グ
ル
ー
プ
の
文
学
活

動
と
交
流
に
つ
い
て
新
た
な
税
鮎
か
ら
纏
め
直
し
た
も
の
と
評
債
で

き
る
｡
た
だ
韓
孟
の
二
人
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば
､
前
期
の
集
合
が

特
筆
さ
れ
る
理
由
は
や
や
唆
味
で
あ
る
と
思
う
｡
両
者
は
貞
元
八
年

の
科
拳
で
明
暗
を
分
け
て
い
る
よ
う
に
t
よ
り
早
い
時
期
に
出
逢
っ

て
い
た
｡
ま
た
徐
州
で
の
集
合
に
は
､
孟
郊
は
加
わ
っ
て
い
な
い
｡

韓
孟
に
限
定
す
れ
ば
'
長
安
で
の
出
逢
い
か
ら
､
汗
州
で
の

｢遠
遊

聯
句
｣
ま
で
を

一
括
-
と
す
べ
き
だ
っ
た
ろ
う
｡
こ
れ
は
､
敢
え
て

新
し
い
観
鮎
を
示
す
た
め
に
生
じ
た
暇
蓬
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
｡

し
か
し
な
が
ら
評
者
に
と
っ
て
些
か
不
満
で
あ
る
の
は
'
後
期
の
文

学
活
動
の
中
心
と
な
る
聯
句
に
つ
い
て
の
議
論
が
甚
だ
不
十
分
な
こ

と
で
あ
る
｡
大
暦
期
の
南
新
の
詩
人
群
に
よ
っ
て
そ
の
魅
力
が
再
認

識
さ
れ
'
新
た
な
展
開
を
見
せ
た
聯
句
は
'
元
和
期
の
詩
人
達
に
も

積
極
的
に
受
け
継
が
れ
た
｡
そ
し
て
よ
-
直
接
的
に
裾
承
し
た
白
居

易
､
劉
南
錫
ら
の
聯
句
に
封
L
t
韓
愈
'
孟
郊
ら
の
聯
句
は
従
来
に

無
い
新
し
い
魅
力
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
韓
孟
聯
句
の
持
つ

特
徴
と
意
義
に
つ
い
て
は
す
で
に
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
来
て
い
る
が
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六
十
四
竹

(川
合
康
三
氏

｢韓
愈

･
孟
郊

(城
南
聯
句
)
初
探
｣
-
中
国
文
学
報
六
十

一
冊

-
な
ど
)
､
や
は
り
本
章
に
お
い
て
貢
氏
の
見
解
を
詳
し
-
聞
き

た
か
っ
た
｡
元
和
元
年
の
秋
に
集
中
的
に
作
ら
れ
た
彼
ら
の
作
品
は
'

聯
句
が
本
来
的
に
持

つ
遊
戯
性
を
越
え
て
'
文
学
的
な
賓
験
と
い
う

趣
を
持

っ
て
い
た
｡
｢城
南
聯
句
｣
を
筆
頭
と
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
作

品
は
､
ほ
ぼ
作
品
毎
に
形
式
が
異
な
っ
て
い
る
他
､
表
現
面
で
も

様
々
な
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
聯
句
が
正
統
的
な
ジ
ャ
ン
ル
で
は

な
い
こ
と
を
い
わ
ば
逆
手
に
と
っ
て
'
常
識
に
と
ら
わ
れ
ず
に
試
み

ら
れ
た
'
大
勝
な
賛
験
で
あ
っ
た
と
思
う
｡
韓
愈
と
孟
郊
は
聯
句
制

作
を
通
じ
て
互
い
に
技
量
を
競
い
'
刺
激
し
合

っ
て
お
-
'
そ
れ
ぞ

れ
が
果
た
し
た
役
割
に
射
し
て
単
純
に
甲
乙
を
つ
け
る
こ
と
は
で
き

な
い
だ
ろ
う
｡
普
然
の
こ
と
な
が
ら
'
個
々
に
分
析
を
加
え
た
上
で

の
立
論
で
な
い
と
十
分
な
説
得
力
は
持
ち
得
な
い
｡
本
章
の
論
述
に

は
作
品
の
検
討
が
省
略
さ
れ
て
い
る
た
め
'
韓
愈
が
主
導
L
t
孟
郊

も
そ
の
後
を
つ
い
て
行
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
断
ず
る
貢
氏
の
見

解
に
封
し
て
は
'
直
ち
に
同
意
し
が
た
い
｡
｢城
南
聯
句
｣
に
代
表

さ
れ
る
韓
孟
聯
句
は
､
座
の
文
学
が
本
来
的
に
持
つ
遊
戯
性
が
､
新

た
な
文
学
の
可
能
性
を
開
-
契
機
と
も
な
-
う
る
こ
と
を
示
す
顕
著

な
事
例
で
あ
る
か
ら
'
｢集
合
線
集
｣
と

｢詩
人
群
｣
を
テ
ー
マ
と

す
る
本
書
で
は
t
よ
り
大
き
-
敬
-
上
げ
ら
れ
て
然
る
べ
き
だ

っ
た

と
EEa
,つ
｡

最
後
で
些
か
不
満
を
述
べ
る
こ
と
に
な

っ
た
が
､
こ
れ
は
評
者
の

望
菊
の
論
で
あ
-
､
本
書
の
債
値
を
減
ず
る
も
の
で
は
な
い
｡
｢集

合
絶
集
｣
と

｢詩
人
群
｣
と
い
う
新
し
い
視
座
を
提
供
し
た
だ
け
で

な
-
､

一
方
で
は
書
誌
的
研
究
を
基
礎
と
す
る
中
囲
撃
の
良
き
博
続

を
守

っ
て
い
る
こ
と
も
'
本
書
の
優
れ
る
鮎
と
言
え
る
｡
題
詠
'
唱

和
､
聯
句
な
ど
の
座
の
文
学
'
及
び
こ
れ
に
加
わ

っ
た
詩
人
達
の
交

流
な
ど
に
封
す
る
研
究
は
'
我
が
国
で
も
す
で
に
少
な
か
ら
ぬ
成
果

を
挙
げ
て
い
る
が
'
今
後
は
そ
の
基
礎
に
立

っ
て
'
同
時
代
の
異
な

る
グ
ル
ー
プ
相
互
の
関
係
'
あ
る
い
は
時
代
を
越
え
た
影
響
'
継
承

関
係
な
ど
､
よ
-
大
き
な
視
野
か
ら
検
討
を
進
め
て
行
-
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
｡
本
書
は
そ
の
際
の

1
つ
の
楳
-
所
と
な
る
と
思
わ
れ
る
｡

(北
京
大
学
出
版
社
､
二
〇
〇
1
年
六
月
へ
五
七
l二
頁
)
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