
源
順
の
詩
序
一
首

︱
︱
『
文
選
﹄
受
容
の
一
例
︱
︱

後

藤

昭

雄

一

平
安
朝
︑
特
に
そ
の
中
期
に
あ
っ
て
︑﹃
文
選
﹄
は
文
人
た
ち
に
ど
の
よ
う
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
た
か
︑
あ
る
い
は
さ
ほ
ど
受

容
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
か
︒
そ
の
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
︒

本
稿
で
は
︑
源
順
︵
九
一
一
︱
九
八
三
︶
が
書
い
た
詩
序
を
例
に
す
る
︒
取
り
上
げ
る
の
は
﹃
本
朝
文
粋
﹄︵
巻
十
︶
所
収
の
(�
)

307

﹁
暮
春
︑
上
州
大
王
の
池
亭
に
陪
り
て
︑
同
じ
く
﹁
水
を
渡
り
て
落
花
来
た
る
﹂
を
賦
す
︒
各
お
の
一
字
を
分
か
つ
︒
教
に
応
ふ
﹂

で
あ
る
︒
訓
読
文
は
論
述
の
便
宜
の
た
め
に
区
切
り
︑
番
号
を
付
す
︒

源順の詩序一首
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古
人
有
レ

言
︑
曰
︑
天
下
良
辰
美
景
︑
賞
心
楽
事
︑
此
四
者
難
レ

幷
︒
窈
見
二

大
王
今
日
之
遊
宴
一︑
可
レ

謂
二

七
者
相
幷
一

矣
︒
何
則

三
月
和
暖
︑
百
花
乱
飛
︒
是
所
謂
良
辰
美
景
也
︒
賓
友
畢
会
︑
笙
歌
相
随
︒
是
所
謂
賞
心
楽
事
也
︒
若
世
多
二

忌
諱
一︑
則
人
少
二

詩
興
一︒
而
今
聖
主
膺
レ

籙
以
来
︑
雉
有
二

越
裳
之
献
一レ

白
︑
馬
無
二

胡
人
之
牧
一レ

南
︒
所
謂
仁
威
共
行
︑
文
武
不
レ

堕
レ

地
之
秋
也
︒

与
二

前
四
一

幷
者
五
矣
︒
復
雖
レ

有
二

良
宴
嘉
会
一︑
而
座
無
二

其
人
一︑
詩
境
寂
寞
︒
大
王
以
下

与
二

翰
林
両
菅
学
士
一

通
家
上︑
人
中
得
レ

龍
︑
席
上
多
レ

珍
︒
与
二

前
五
一

幷
者
六
矣
︒
復
雖
レ

得
二

其
人
一︑
而
若
不
レ

遊
二

勝
地
一︑
則
似
レ

無
二

風
月
之
媒
一︒
今
大
王
所
レ

遊
者
︑

本
是
寛
平
太
上
所
レ

遊
也
︒
花
隔
二

一
代
一

而
再
発
二

其
栄
一︑
水
逢
二

二
主
一

以
重
澄
二

其
色
一︒
与
二

前
六
一

幷
者
七
矣
︒
況
復
花
随
レ

風

落
︑
葩
渡
レ

水
来
︒
初
混
二

彼
東
林
之
霞
一︑
後
残
二

此
西
岸
之
雪
一︒
過
二

月
浦
一

兮
漫
入
︑
巻
レ

簾
誰
待
二

一
葦
之
軽
一︑
払
二

春
波
一

兮

斜
飛
︑
張
レ

袖
亦
迎
二

雑
蕊
之
脆
一︒
於
レ

是
花
月
鮮
明
︑
盃
盤
狼
藉
︑
客
皆
酩
酊
︒
或
耳
語
曰
︑
昔
呉
王
好
二

剣
客
一︑
百
姓
多
二

瘢

瘡
一︑
今
大
王
好
二

風
客
一︑
群
賢
多
会
合
︒
人
情
之
美
悪
︑
彰
二

于
各
所
一レ

好
︑
於
レ

斯
見
矣
︒
但
有
二

好
レ

学
無
レ

益
者
一︒
前
泉
州
刺

史
順
也
︒
一
生
貧
而
楽
レ

道
︑
徒
継
二

原
憲
之
前
蹤
一︑
九
年
沈
二

於
散
班
一︑
空
添
二

嵆
含
之
左
鬢
一︒
対
二

暁
鏡
一

以
有
レ

恥
︑
腐
二

秋
毫
一

以
無
レ

詞
云
レ

爾
︒

⑴
古
人
言
へ
る
こ
と
有
り
︑
曰
く
︑﹁
天
下
の
良
辰
︑
美
景
︑
賞
心
︑
楽
事
︑
此
の
四
者
は
幷あ
わ

せ
難
し
﹂
と
︒
窈ひ
そ

か
に
大
王
の
今

日
の
遊
宴
を
見
る
に
︑
七
者
相
幷
せ
た
り
と
謂
ふ
べ
し
︒
何
と
な
れ
ば
則
ち
三
月
和
暖
に
し
て
︑
百
花
乱
れ
飛
ぶ
︒
是
れ
所い
わ

謂ゆ
る

良
辰
美
景
な
り
︒
賓
友
こ

畢と
ご

くと

会
し
︑
笙
歌
相
随
ふ
︒
是
れ
所
謂
賞
心
楽
事
な
り
︒

⑵
若
し
世
に
忌
諱
多
け
れ
ば
︑
則
ち
人
詩
興
少
な
し
︒
而し
か

る
に
今
聖
主
籙
に
膺あ

た
り
て
以
来
︑
雉
は
越
裳
の
白
を
献
ず
る
こ
と
有

り
︑
馬
は
胡
人
の
南
に
牧
す
る
こ
と
無
し
︒
所
謂
仁
威
共
に
行
は
れ
︑
文
武
地
に
堕
ち
ざ
る
秋と
き

な
り
︒
前
の
四
と
幷
す
れ
ば
五

一
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な
り
︒

⑶
ま
た
良
宴
嘉
会
有
り
と
雖
も
︑
而
れ
ど
も
座
に
其
の
人
無
け
れ
ば
︑
詩
境
寂
寞
た
り
︒
大
王
は
翰
林
両
菅
学
士
と
通
家
な
る
を

以
て
︑
人
中
に
龍
を
得
て
︑
席
上
に
は
珍
多
し
︒
前
の
五
と
幷
す
れ
ば
六
な
り
︒

⑷
ま
た
其
の
人
を
得
た
り
と
雖
も
︑
而
れ
ど
も
若も

し
勝
地
に
遊
ば
ざ
れ
ば
︑
則
ち
風
月
の
媒
無
き
に
似
た
り
︒
今
大
王
の
遊
ぶ
所

は
本も
と

是
れ
寛
平
の
太
上
の
遊
び
た
ま
ひ
し
所
な
り
︒
花
は
一
代
を
隔
て
て
再
び
其
の
栄
を
発ひ
ら

く
︒
水
は
二
主
に
逢
ひ
て
以
て
重

ね
て
其
の
色
を
澄
ま
し
む
︒
前
の
六
と
幷
す
れ
ば
七
な
り
︒

⑸
況
ん
や
ま
た
︑
花
は
風
に
随
ひ
て
落
ち
︑
葩は
な

は
水
を
渡
り
て
来
た
る
︒
初
め
は
彼
の
東
林
の
霞
に
混
じ
り
て
︑
後
に
は
此
の
西

岸
の
雪
を
残
す
︒
月
浦
を
過
ぎ
て
漫み
だ

り
に
入
る
︑
簾
を
巻
き
て
誰
か
一
葦
の
軽
き
を
待
た
ん
や
︒
春
波
を
払
ひ
て
斜
め
に
飛
ぶ
︑

袖
を
張
り
て
ま
た
雑
蕊
の
脆
あ
や
う

き
を
迎
ふ
︒

⑹
是
に
於
い
て
︑
花
月
鮮
明
に
し
て
︑
盃
盤
狼
藉
た
り
︒
客
は
皆
酩
酊
す
︒
惑
る
ひ
と
耳
語
し
て
曰
く
︑
﹁
昔
︑
呉
王
剣
客
を
好

み
て
︑
百
姓
に
瘢
瘡
多
し
︒
今
︑
大
王
風
客
を
好
み
て
︑
群
賢
多
く
会
合
す
︒
人
情
の
美
悪
︑
各
お
の
好
む
所
に
彰あ
ら

は
る
る
こ

と
︑
斯こ
こ

に
見
る
﹂
と
︒

⑺
但
し
︑
学
を
好
み
て
益
無
き
者
有
り
︒
前
の
泉
州
刺
史
順
な
り
︒
一
生
貧
に
し
て
道
を
楽
し
み
︑
徒
ら
に
原
憲
の
前
蹤
に
継
ぐ
︒

九
年
散
班
に
沈
ん
で
︑
空
し
く
嵆
含
の
左
鬢
を
添
ふ
︒
暁
鏡
に
対
ひ
て
以
て
恥
有
り
︑
秋
毫
を
腐
し
て
以
て
詞
無
し
と
爾し
か

云
ふ
︒

ま
ず
表
題
に
つ
い
て
︒

詩
宴
の
主
宰
者
と
な
っ
た
﹁
上
州
大
王
﹂
は
誰
か
︑
ま
た
そ
れ
を
導
く
こ
と
と
し
て
︑
詩
宴
が
行
わ
れ
た
の
は
い
つ
か
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
は
︑
以
前
に
考
証
し
た
こ
と
が
あ
る
(�
)
の
で
︑
や
や
長
い
引
用
に
な
る
が
︑
旧
稿
を
そ
の
ま
ま
引
く
︒

源順の詩序一首
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こ
の
詩
宴
の
行
わ
れ
た
年
時
を
明
ら
か
に
す
る
手
懸
か
り
を
右
の
文
章
の
中
に
求
め
る
と
︑﹁
前
泉
州
刺
史
順
也
︒
⁝
⁝
︒

九
年
散
班
に
沈
む
﹂
の
言
葉
が
あ
る
︒
す
な
わ
ち
順
は
和
泉
守
の
官
を
解
か
れ
て
の
ち
九
年
間
︑
散
位
に
置
か
れ
た
ま
ま
で
あ

る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
こ
れ
を
﹃
三
十
六
人
歌
仙
伝
﹄
に
記
す
順
の
官
歴
と
引
き
合
わ
せ
て
み
る
と
︑
そ
れ
は
天
元
二
年
︵
九

七
九
︶
の
こ
と
と
な
る
︒

源
順
︒
⁝
⁝
康
保
四
年
正
月
任
二

和
泉
守
一

︒
⁝
⁝
天
元
二
[三
]
年
正
月
能
登
守
︒

な
お
﹃
歌
仙
伝
﹄
で
は
天
元
二
年
正
月
に
能
登
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
記
さ
れ
て
お
り
︑
先
の
推
定
と
矛
盾
す
る
こ
と
と
な
る

が
︑
二
年
が
三
年
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
︑﹃
本
朝
文
粋
﹄
巻
六
の
順
自
身
の
﹁
申
二

伊
賀
伊
勢
等
守
一

状
﹂
か
ら
明
ら
か
で
あ

る
︒
こ
の
奏
状
は
天
元
三﹅

年
正
月
二
十
三
日
の
日
付
を
も
ち
︑﹁
散﹅

位﹅

従
五
位
上
源
朝
臣
順
﹂
と
署
す
︒

従
っ
て
詩
題
に
い
う
﹁
上
州
大
王
﹂
は
︑
天
元
二
年
時
に
お
け
る
上
野
太
守
ま
た
は
上
総
太
守
で
あ
る
︒
こ
れ
に
当
た
る
親

王
と
し
て
︑﹃
天
祚
礼
祀
職
掌
録
﹄
に
︑
安
和
二
年
︵
九
六
九
︶
九
月
二
十
三
日
の
円
融
天
皇
の
即
位
の
儀
式
に
お
け
る
︑
侍

従
の
左
右
そ
れ
ぞ
れ
の
筆
頭
に
記
さ
れ
る
上
総
太
守
致
平
親
王
と
上
野
太
守
盛
明
親
王
が
あ
る
︒
さ
ら
に
そ
の
い
ず
れ
で
あ
る

か
を
決
め
る
の
は
︑
詩
序
の
﹁
大
王
︑
翰
林
両
菅
学
士
と
通
家
﹂
の
文
字
で
あ
る
︒﹁
上
州
大
王
﹂
は
二
人
の
文
章
博
士
菅
原

某
と
縁
戚
関
係
に
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
が
︑
致
平
︑
盛
明
両
親
王
の
う
ち
︑
盛
明
親
王
は
菅
原
在
躬
の
女
を
妻
と
し
て
い

る
︒
す
な
わ
ち
﹃
尊
卑
分
脈
﹄
に
︑
盛
明
親
王
の
子
則
忠
に
﹁
母
菅
原
在
躬
女
﹂
の
注
記
が
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑﹁
上
州

大
王
﹂
は
盛
明
親
王
と
比
定
さ
れ
る
︒
そ
う
し
て
﹁
翰
林
両
菅
学
士
﹂
と
は
︑
在
躬
の
子
輔
正
と
︑
文
時
と
の
二
人
で
あ
る
︒

そ
の
証
左
と
な
る
も
の
は
︑
輔
正
に
つ
い
て
は
︑﹃
公
卿
補
任
﹄
正
暦
三
年
条
の
輔
正
の
尻
付
の
﹁
天
禄
元
八
五
文
章
博
士
﹂

の
記
事
と
︑﹁
代
々
浴
殿
読
書
役
﹂︵﹃
大
日
本
史
料
﹄
第
一
篇
之
十
七
︑
天
元
三
年
六
月
一
日
条
所
引
︶
の
﹁
一
条
院
天
元
三
年
六

一
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月
一
日

従
四
位
上
左
中
弁
東
宮
学
士
兼
文
章
博
士
菅
輔
正
﹂
の
記
録
︑
文
時
に
つ
い
て
は
︑﹃
本
朝
文
粋
﹄
巻
六
所
収
の
︑
天
元

三
年
正
月
五
日
の
日
付
の
あ
る
﹁
申
二

従
三
位
一

状
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
奏
状
に
﹁
文
章
博
士
労
二
十
五
年
﹂
の
一
文
が
あ
る
︒
そ

れ
ぞ
れ
の
資
料
か
ら
︑
天
元
二
年
時
に
お
い
て
︑
文
章
博
士
は
菅
原
氏
の
文
時
・
輔
正
の
二
人
に
占
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明

ら
か
と
な
る
︒

以
上
を
要
す
る
に
︑
上
野
太
守
盛
明
親
王
は
︑
天
元
二
月
三
月
︑
自
邸
に
文
時
・
輔
正
・
順
等
多
く
の
人
々
を
招
き
詩
宴
を

催
し
た
の
で
あ
る
︒

盛
明
親
王
は
村
上
天
皇
の
第
十
五
皇
子
︒
初
め
臣
籍
に
下
っ
て
源
氏
と
な
り
︑
大
蔵
卿
の
官
に
在
っ
た
が
︑
康
保
四
年
︵
九
六

七
︶
六
月
二
十
二
日
︑
親
王
に
復
し
︵﹃
日
本
紀
略
﹄︶︑
上
野
太
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
︒

本
文
に
つ
い
て
︑
最
少
限
必
要
な
説
明
を
加
え
て
お
こ
う
︒

⑴
の
﹁
天
下
の
良
辰
︑
美
景
︑
賞
心
︑
楽
事
︑
此
の
四
者
は
幷
せ
難
し
﹂
と
い
う
古
人
の
言
と
は
︑
謝
霊
運
の
詩
序
︵
﹃
文
選
﹄

巻
三
十
一
︶
に
あ
る
一
文
で
あ
る
が
︑
後
に
改
め
て
詳
し
く
見
る
︒

⑵
︑
﹁
聖
主
﹂
は
︑
前
述
の
よ
う
に
こ
の
詩
序
は
天
元
二
年
の
作
で
あ
る
か
ら
︑
円
融
天
皇
で
あ
る
︒
そ
の
天
皇
が
位
に
即
い
て

以
来
︑
﹁
雉
は
越
裳
の
白
を
献
ず
る
こ
と
有
り
﹂
と
い
う
が
︑﹁
越
裳
﹂
は
周
の
時
代
︑
中
国
の
南
に
在
っ
た
国
で
︑
今
の
ベ
ト
ナ
ム

に
当
た
り
︑
そ
の
国
か
ら
白
い
雉き
じ

が
献
上
さ
れ
た
︒﹃
後
漢
書
﹄
巻
八
十
六
︑
南
蛮
伝
に
﹁
交
阯
の
南
に
越
裳
国
有
り
︒
周
公
摂
に

居
る
こ
と
六
年
︑
礼
を
制つ
く

り
楽
を
作
り
て
天
下
和
平
な
り
︒
越
裳
三
象
を
以
て
訳
を
重
ね
て
白
雉
を
献
ず
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
﹁
馬
は

胡
人
の
南
に
牧
す
る
こ
と
無
し
﹂
は
賈
誼
の
﹁
過
秦
論
﹂︵﹃
文
選
﹄
巻
五
十
一
︶
に
﹁
蒙
恬
を
し
て
北
の
か
た
長
城
を
築
い
て
蕃
籬

源順の詩序一首
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を
守
ら
し
む
︒
匈
奴
を
却
く
る
こ
と
七
百
余
里
︑
胡
人
敢
へ
て
南
下
し
て
馬
を
牧
せ
ず
︑
士
敢
へ
て
弓
を
彎ひ

い
て
怨
み
に
報
い
ず
﹂

と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
︒
辺
境
の
地
か
ら
は
瑞
祥
が
献
上
さ
れ
︑
外
国
が
領
土
を
犯
す
こ
と
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
︒
次
の
文
に

い
う
﹁
仁
と
威
﹂
が
共
に
行
わ
れ
た
結
果
で
あ
る
︒

⑶
︑
﹁
大
王
は
翰
林
両
菅
学
士
と
通
家
﹂
に
つ
い
て
は
︑
先
に
﹁
上
州
大
王
﹂
と
は
誰
か
を
明
ら
か
に
す
る
際
に
︑
そ
の
論
拠
と

し
た
︒
す
な
わ
ち
盛
明
親
王
の
妻
は
文
章
博
士
菅
原
輔
正
の
姉
妹
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
も
う
一
人
の
文
章
博
士
で
あ
る
菅
原
文
時
と

親
王
と
が
ど
の
よ
う
な
縁
戚
関
係
に
あ
る
の
か
は
未
詳
で
あ
る
︒

⑷
︑
﹁
寛
平
の
太
上
﹂
は
宇
多
上
皇
で
︑
盛
明
親
王
に
は
祖
父
に
当
た
る
︒
詩
宴
が
行
わ
れ
る
親
王
の
こ
の
池
亭
は
祖
父
上
皇
の

曽
遊
の
地
で
あ
る
と
い
う
︒
そ
う
し
た
所
縁
の
あ
る
場
所
だ
と
い
う
が
︑
そ
の
邸
宅
は
具
体
的
に
は
分
か
ら
な
い
︒

⑸
︑
﹁
一
葦
﹂
は
小
舟
を
い
う
︒

⑹
︑
﹁
呉
王
剣
客
を
好
み
て
︑
百
姓
に
瘢
瘡
多
し
﹂
は
﹃
後
漢
書
﹄
巻
二
十
四
︑
馬
廖
伝
に
引
く
﹁
伝
﹂
の
な
か
の
語
で
︑
君
主

の
気
ま
ぐ
れ
が
民
衆
を
苦
し
め
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
︒

⑺
︑
﹁
原
憲
﹂
は
孔
子
の
弟
子
で
︑
清
貧
で
知
ら
れ
た
︒﹁
嵆
含
﹂
は
晋
の
人
で
﹃
晋
書
﹄︵
巻
八
十
九
︶
に
伝
が
あ
る
︒
こ
こ
は

そ
の
﹁
白
首
賦
﹂
の
序
に
︑﹁
余
︑
年
二
十
七
︑
始
め
て
白
髪
有
り
て
左
鬢
に
生
ず
﹂
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
︒

二

詩
序
は
古
人
の
言
の
引
用
を
以
て
書
き
起
こ
し
て
い
る
が
︑
先
に
触
れ
た
よ
う
に
︑
そ
れ
は
﹃
文
選
﹄
所
収
の
謝
霊
運
の
詩
序
中

一
〇
八



の
一
文
で
あ
る
︒﹁
魏
の
太
子
の
鄴
中
の
集
い
の
詩
に
擬
す
八
首
﹂
の
序
で
あ
る
が
︑
こ
の
八
首
の
詩
は
擬
詩
で
あ
る
︒
﹁
擬
﹂
と
は

ま
ね
る
︑
似
せ
る
と
い
う
こ
と
で
︑
先
行
の
詩
の
形
式
と
内
容
を
模
し
つ
つ
︑
自
己
の
思
い
を
詠
む
も
の
で
︑
一
つ
の
方
法
と
し
て

定
着
︑
流
布
し
︑﹃
文
選
﹄
に
お
い
て
は
﹁
雑
擬
﹂
の
類
題
の
も
と
に
そ
れ
ら
擬
詩
を
選
録
す
る
︒
巻
三
十
・
三
十
一
︒

こ
の
詩
の
﹁
魏
の
太
子
﹂
と
は
曹
丕
す
な
わ
ち
文
帝
で
あ
る
︒﹁
鄴
中
の
集
い
﹂
の
鄴
は
魏
の
都
︒﹃
初
学
記
﹄
巻
十
︑
皇
太
子
の

条
の
事
対
﹁
西
池

東
閣
﹂
の
注
に
引
く
﹁
魏
文
帝
集
﹂
に
﹁
太
子
為
り
し
時
︑
北
園
及
び
東
閣
の
講
堂
に
て
︑
並
び
に
詩
を
賦
す
︒

王
粲
︑
劉
楨
︑
阮
瑀
︑
応
瑒
等
に
命
じ
て
同と
も

に
作
ら
し
む
﹂
と
あ
る
の
が
﹁
鄴
中
の
集
い
﹂
の
詩
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒

詩
そ
し
て
詩
序
は
宋
の
謝
霊
運
︵
三
八
五
︱
四
三
三
︶
の
作
で
あ
る
が
︑
魏
の
曹
丕
︵
一
八
七
︱
二
二
六
︶
の
立
場
で
︑
す
な
わ

ち
曹
丕
に
擬
な
ぞ
ら

え
て
詠
ま
れ
て
い
る
︒

そ
の
詩
序
に
次
の
よ
う
に
い
う
︒

建
安
の
末
︑
余
︑
時
に
鄴
宮
に
在
り
︒
朝
に
遊
び
夕
べ
に
讌
う
た
げ

し
︑
歓
愉
の
極
を
究
む
︒
天
下
の
良
辰
︑
美
景
︑
賞
心
︑
楽
事
︑

四
つ
の
者
は
幷
せ
難
し
︒
今
昆
弟
友
朋
︑
二
三
の
諸
彦
︑
共
に
之こ

れ
を
尽
く
せ
り
︒

建
安
は
後
漢
の
い
よ
い
よ
終
り
︑
献
帝
の
年
号
で
あ
る
︒
一
九
六
︱
二
一
九
年
︒
二
二
〇
年
に
曹
丕
は
献
帝
を
廃
し
て
魏
を
立
て

る
こ
と
に
な
る
︒
良
い
時
節
と
美
し
い
風
景
︑
ま
た
︑
自
分
の
心
を
知
っ
て
く
れ
る
友
人
(#
)
と
楽
し
い
こ
と
ど
も
︑
こ
れ
ら
を
併
せ
享

受
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
に
難
し
い
こ
と
で
あ
る
が
︑
私
は
弟
や
友
人
た
ち
と
も
ど
も
︑
こ
の
四
つ
を
十
分
に
堪
能
す
る
こ
と
が
で

き
た
と
い
う
︒
弟
と
は
か
の
曹
植
で
あ
る
︒
八
首
の
最
後
に
﹁
平
原
侯
植
﹂
の
詩
が
あ
る
︒
ま
た
友
人
と
は
王
粲
︑
劉
楨
ら
で
あ
る
︒

源順の詩序一首
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三

源
順
の
詩
序
は
謝
霊
運
の
詩
序
の
こ
の
記
述
を
基
礎
と
し
て
踏
ま
え
て
い
る
︒
改
め
て
順
の
序
を
見
て
い
こ
う
︒

第
�
段
落
か
ら
第
$
段
落
ま
で
は
︑
こ
れ
に
基
づ
い
て
︑
さ
ら
に
展
開
さ
せ
て
い
る
︒

第
�
段
落
︒
今
日
の
﹁
上
州
大
王
﹂
の
主
宰
す
る
遊
宴
は
古
人
の
い
う
四
者
ど
こ
ろ
か
七
者
を
も
相
幷
せ
て
い
る
と
い
う
︒

ま
ず
は
︑
三
月
と
い
う
穏
や
か
な
季
節
と
乱
れ
散
る
花
々
︑
こ
れ
は
﹁
良
辰
・
美
景
﹂
で
あ
り
︑
会
す
る
賓
客
友
人
と
奏
さ
れ
る

音
楽
︑
こ
れ
は
と
り
も
直
さ
ず
﹁
賞
心
・
楽
事
﹂
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
こ
こ
に
す
で
に
﹁
四
者
﹂
が
備
わ
っ
て
い
る
︒

以
下
︑
五
︑
六
︑
七
を
数
え
上
げ
て
い
く
︒

第
�
段
落
︒
今
は
聖
帝
の
御
代
で
あ
り
︑
仁
と
威
と
が
併
び
行
わ
れ
て
い
て
︑
﹁
文
武
地
に
堕
ち
ざ
る
秋と
き

﹂
と
称
し
て
よ
い
︒﹁
文

武
地
に
堕
ち
ず
﹂
は
﹃
論
語
﹄
子
張
の
﹁
文
武
の
道
︑
未
だ
地
に
墜
ち
ず
﹂
を
わ
ず
か
に
言
い
換
え
た
も
の
で
あ
る
︒
要
す
る
に
︑

時
を
得
て
い
る
と
い
い
う
る
︒
こ
れ
が
五
つ
目
で
あ
る
︒

第
#
段
落
︒
す
ば
ら
し
い
詩
宴
が
開
か
れ
た
と
し
て
も
︑
そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
人
材
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
寂
し
い
も
の
と
な
っ

て
し
ま
う
︒
し
か
し
︑
今
日
は
主
宰
者
の
皇
子
が
二
人
の
文
章
博
士
と
縁
戚
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
︑
す
ぐ
れ
た
儒
家
が
多
く
参
加

し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
人
を
得
て
い
る
と
い
い
う
る
︒
こ
れ
が
六
つ
目
で
あ
る
︒

第
$
段
落
︒
人
を
得
た
と
し
て
も
︑
景
色
に
優
れ
た
場
所
で
な
け
れ
ば
詩
興
を
か
き
立
て
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
が
︑
こ

の
池
亭
は
皇
子
の
祖
父
君
で
あ
る
宇
多
上
皇
曽
遊
の
地
と
い
う
由
緒
あ
る
第
邸
で
あ
り
︑
花
も
水
も
再
び
の
光
栄
に
浴
し
た
の
で
あ

一
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る
︒
つ
ま
り
場
を
得
た
と
い
い
う
る
︒
こ
れ
が
七
つ
目
で
あ
る
︒

以
上
を
要
す
る
に
︑
今
日
の
詩
宴
は
︑
謝
霊
運
の
序
に
い
う
四
者
に
合
わ
せ
て
︑
優
れ
た
時
と
人
と
場
と
い
う
三
つ
を
も
兼
有
し

て
い
る
︒
つ
ま
り
七
者
を
相
幷
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

な
お
︑
論
述
の
便
宜
の
た
め
に
四
つ
の
小
段
落
に
分
け
た
が
︑
本
来
は
こ
こ
ま
で
が
第
一
段
落
で
あ
る
︒
つ
い
で
に
言
え
ば
︑
第

一
節
に
掲
げ
た
本
文
︵
訓
読
文
︶
で
︑
⑸
⑹
と
し
た
の
が
第
二
段
落
︑
⑺
が
第
三
段
落
と
な
り
︑
こ
の
詩
序
は
三
つ
に
分
か
れ
る
︒

順
は
措
辞
に
お
い
て
も
﹃
文
選
﹄
の
用
語
を
摂
取
し
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
は
す
で
に
柿
村
重
松
﹃
本
朝
文
粋
註
釈
﹄
に
指
摘
が
あ

り
︑
そ
れ
を
借
用
す
る
の
で
あ
る
が
︑
こ
の
詩
序
が
結
構
の
み
な
ら
ず
︑
表
現
の
う
え
で
も
﹃
文
選
﹄
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
を
併
せ

見
て
お
こ
う
︒

第
�
段
落
︒﹁
聖
主
籙
に
膺
た
り
て
﹂︑
天
皇
が
位
に
即
い
た
こ
と
を
い
う
が
︑
張
衡
の
﹁
東
京
賦
﹂︵
巻
一
︶
の
﹁
高
祖
籙
に
膺

た
り
て
図
を
受
け
︑
天
に
順
ひ
誅
を
行
ふ
﹂
に
拠
る
︒﹁
馬
は
胡
人
の
南
に
牧
す
る
こ
と
無
し
﹂
は
賈
誼
の
﹁
過
秦
論
﹂︵
巻
五
十

一
︶
の
﹁
胡
人
敢
へ
て
南
下
し
て
馬
を
牧
せ
ず
﹂
に
拠
る
こ
と
︑
第
一
節
に
述
べ
た
︒

第
#
段
落
︒﹁
良
宴
嘉
会
有
り
と
雖
も
﹂
の
﹁
良
宴
嘉
会
﹂
は
﹁
古
詩
十
九
首
︵
そ
の
四
︶﹂
︵
巻
二
十
九
︶
に
﹁
今
日
の
良
宴
会
︑

歓
楽
具
さ
に
は
陳
べ
難
し
﹂︑
ま
た
陸
機
の
﹁
大
将
軍
の
讌
会
に
命
ぜ
ら
れ
て
作
る
詩
﹂
︵
巻
二
十
︶
に
﹁
王
は
華
堂
に
在
り
て
︑
式も
つ

て
嘉
会
を
宴
す
﹂
と
あ
る
の
を
用
い
る
︒

第
$
段
落
の
﹁
勝
地
﹂︑
王
巾
の
﹁
頭
陀
寺
碑
文
﹂︵
巻
五
十
九
︶
に
﹁
頭
陀
寺
は
沙
門
釈
慧
宗
の
立
つ
る
所
な
り
︒
南
は
則
ち

⁝
⁝
︑
北
は
則
ち
⁝
⁝
︑
西
の
か
た
城
邑
を
眺
む
れ
ば
百
雉
紆
余
な
り
︒
東
の
か
た
平
皐
を
望
め
ば
千
里
超
忽
た
り
︒
信
ま
こ
と

に
楚
都
の

源順の詩序一首
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勝
地
な
り
﹂
と
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
表
現
上
の
受
容
︑
そ
の
語
彙
の
使
用
は
︑
大
き
く
捉
え
て
の
第
二
・
三
段
落
に
は
見
ら
れ
な
い
︒
こ
の
こ
と
は
︑

翻
っ
て
第
一
段
落
が
そ
の
結
構
と
併
せ
て
措
辞
に
お
い
て
も
︑﹃
文
選
﹄
を
規
範
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
︒

上
述
の
よ
う
に
︑
第
一
段
落
︵
⑴
︱
⑷
︶
は
謝
霊
運
の
序
の
引
用
を
出
発
点
と
し
て
︑
そ
れ
を
展
開
さ
せ
る
か
た
ち
で
叙
述
が
な

さ
れ
て
お
り
︑
順
の
詩
序
の
前
半
の
構
成
は
謝
霊
運
の
序
に
拠
っ
て
い
る
︒
そ
う
し
て
そ
れ
は
︑
表
層
的
な
措
辞
の
レ
ベ
ル
に
止
ま

ら
ず
︑
基
本
的
な
骨
組
み
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
︒

順
が
こ
の
よ
う
な
方
法
を
取
っ
た
の
に
は
十
分
な
意
図
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
順
の
詩
序
が
親
王
の
主
宰
す
る
詩
宴

の
序
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
︒
第
二
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
︑
謝
霊
運
の
詩
序
は
擬
作
で
あ
り
︑
表
現
の
上
で
は
魏

の
太
子
曹
丕
が
行
っ
た
宴
で
作
ら
れ
た
詩
の
序
で
あ
っ
た
︒
彼
も
こ
れ
も
王
が
主
宰
す
る
詩
作
の
場
に
お
け
る
詩
序
で
あ
る
︒
順
は

両
者
の
身
分
の
類
似
性
に
着
目
し
た
の
で
あ
る
︒

順
は
盛
明
親
王
の
池
亭
で
催
さ
れ
た
詩
宴
の
序
を
書
く
に
当
た
っ
て
︑
同
じ
王
で
あ
る
︵
た
だ
し
こ
ち
ら
は
太
子
で
あ
る
が
︶
曹

丕
が
側
近
の
詩
人
た
ち
と
共
に
詠
ん
だ
詩
会
の
序
の
叙
述
に
着
目
し
︑
こ
れ
を
序
の
構
成
の
基
点
に
置
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

そ
う
し
て
︑
曹
丕
が
催
し
た
詩
会
が
﹁
良
心
︑
美
景
︑
賞
心
︑
楽
事
﹂
の
四
者
を
相
い
幷
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
︑
と
い
う
の
に
対

し
て
︑
盛
明
親
王
主
宰
の
そ
れ
は
四
者
に
止
ま
ら
ず
︑
さ
ら
に
時
と
人
と
場
の
三
者
を
も
加
え
︑
七
者
を
兼
具
す
る
も
の
で
あ
っ
た

と
い
う
︒
曹
丕
主
宰
の
詩
作
の
場
を
凌
駕
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
こ
の
詩
宴
が
い
か
に
す
ば
ら
し
い
も
の
で
あ
る
か

を
述
べ
よ
う
と
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
︒

こ
の
叙
述
の
か
た
ち
は
詩
序
の
方
法
と
し
て
注
目
し
て
よ
い
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
こ
う
︒

一
一
二



詩
序
の
叙
述
の
方
法
と
し
て
︑
詩
宴
︱
広
く
言
え
ば
場
︑
あ
る
い
は
人
︑
ま
た
物
な
ど
を
褒
め
称
え
る
の
に
︑
中
国
の
故
事
︑
先

例
を
持
ち
出
し
て
︑
そ
れ
と
比
較
し
て
こ
れ
の
優
秀
さ
を
言
う
の
は
︑
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
常
套
は
︑
そ

の
中
国
の
先
例
を
貶
め
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
︒

同
じ
﹃
本
朝
文
粋
﹄
中
の
作
品
を
例
に
取
る
と
︑
藤
原
惟
成
の
﹁
秋
日
︑
河
原
院
に
於
い
て
同
じ
く
﹁
山
晴
れ
て
秋
望
多
し
﹂
を

賦
す
﹂
詩
序
︵
巻
八
・

︶
に
︑
次
の
よ
う
な
叙
述
が
あ
る
︒

228

彼
の
孔
宣
父
の
程
子
に
逢
へ
る
︑
蔓
草
を
路
頭
に
歌
ひ
し
を
咲わ
ら

ふ
べ
し
︒
陳
太
丘
の
荀
君
に
遇
へ
る
︑
誰
か
英
華
を
風
思
に
争

ふ
と
称
せ
し
︒
於あ

戯あ

︑
古
人
の
希ま
れ

と
す
る
所
︑
今
日
の
会
な
る
か
︒

こ
の
詩
序
は
﹁
藤
十
一
大
夫
﹂
が
﹁
門
客
﹂
数
人
と
共
に
河
原
院
に
遊
ん
だ
折
に
行
わ
れ
た
詩
宴
の
序
で
あ
る
︒
こ
の
部
分
で
は
︑

そ
の
詩
会
は
め
っ
た
に
あ
り
え
な
い
︑
す
ば
ら
し
い
も
の
で
あ
る
と
称
え
る
の
で
あ
る
が
︑
中
国
の
二
つ
の
故
事
を
用
い
て
︑
こ
の

よ
う
に
い
う
︒

一
つ
は
︑
孔
子
が
郯た
ん

に
赴
く
途
中
︑
程
本
と
出
会
い
︑
天
下
の
賢
士
に
め
ぐ
り
逢
え
た
と
い
う
思
い
を
﹃
詩
経
﹄
鄭
風
の
﹁
野
有

蔓
草
﹂
の
詩
に
托
し
て
歌
っ
た
と
い
う
故
事
︵﹃
孔
子
家
語
﹄
致
思
︶
で
あ
る
が
︑
そ
れ
を
﹁
咲わ
ら

ふ
べ
し
﹂
と
い
う
︒
そ
れ
も
こ
の

人
び
と
の
集
ま
り
に
比
べ
れ
ば
問
題
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
︒

後
者
は
太
丘
県
令
の
陳ち
ん

寔
し
ょ
く

が
一
族
を
引
き
つ
れ
て
荀
淑
父
子
の
許
を
訪
れ
た
時
︑﹁
五
百
里
の
賢
人
集
ま
る
﹂
と
称
さ
れ
た
と
い

う
逸
話
︵﹃
世
説
新
語
﹄
徳
行
注
所
引
﹃
続
晋
陽
秋
﹄︶
で
あ
る
が
︑
こ
れ
を
挙
げ
て
︑
し
か
し
︑
そ
の
場
で
詩
文
が
作
ら
れ
た
と
い

う
こ
と
は
話
に
聞
い
て
い
な
い
と
い
う
︒
つ
ま
り
賢
人
が
会
し
た
場
で
は
あ
っ
て
も
︑
風
雅
に
欠
け
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
類
似
の
中
国
の
先
例
故
事
を
持
ち
来
た
っ
た
う
え
で
︑
そ
の
欠
点
を
あ
げ
つ
ら
う
︑
あ
る
い
は
否
定
す
る
︒
そ
う
す

源順の詩序一首
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る
こ
と
で
相
対
的
に
今
の
詩
宴
の
価
値
を
高
め
る
︒
こ
れ
が
詩
序
の
一
般
的
方
法
で
あ
る
︒
こ
の
順
の
詩
序
は
そ
う
し
た
類
型
を
脱

し
て
い
る
︒
そ
れ
を
な
し
え
た
の
も
︑
見
た
よ
う
に
︑
こ
の
詩
序
が
謝
霊
運
の
序
を
基
点
に
置
い
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
︒

四

順
は
こ
の
詩
序
の
執
筆
と
同
じ
頃
($
)

︑
よ
く
似
た
詩
序
を
書
い
て
い
る
︒
や
は
り
﹃
本
朝
文
粋
﹄
に
入
る
﹁
七
月
三
日
︑
第
七
親
王

の
読
書
閣
に
陪
り
て
同
じ
く
﹁
弓
勢
は
月
の
初
三
﹂
を
賦
す
︒
教
に
応
ふ
﹂
︵
巻
八
・

︶
で
あ
る
︒﹁
第
七
親
王
﹂
は
村
上
天
皇
の

204

皇
子
︑
具
平
親
王
で
あ
る
が
︑
親
王
と
彼
に
侍
す
る
側
近
の
文
人
に
よ
る
少
人
数
の
詩
作
の
場
が
あ
っ
た
︒
そ
の
折
の
序
で
あ
る
︒

訓
読
し
て
引
用
す
る
︒

㈠
先
朝
の
第
七
親
王
の
読
書
閣
︑
去
年
以
来
︑
筆 Ａ

硯
塵
を
生
ぜ
り
︒
匣
中
の
水
亀
︑
冬
氷
を
含
み
て
従
ら
に
咽
び
︑
簾
外
の
華
鳥
︑

春
風
を
恨
み
て
空
し
く
帰
る
︒
人
物
相
傷
む
︑
蓋
し
以ゆ
え

有
り
︒

㈡
是
に
於
い
て
︑
侍
読
の
工
部
橘
郎
中
正
通
︑
江
州
慶
司
馬
保
胤
等
︑
縦
容
と
し
て
進
み
て
曰
く
︑﹁
昔
︑
斉
の
黄
門
侍
郎
顔
之

推
︑
言
ふ
こ
と
有
り
て
曰
く
︑﹁
経
書
を
誦
す
る
こ
と
︑
一
月
廃
置
す
れ
ば
︑
便
ち
荒
蕪
す
﹂
と
︒
誦
読
の
間
も
︑
既
に
其
れ

此
く
の
如
し
︒
況
ん
や
飛
文
奮
藻
︑
何
ぞ
該
練
せ
ざ
ら
ん
や
︒
我
が
王
︑
誠
に
天
才
秀
逸
に
し
て
︑
風
藻
清
繁
な
り
と
雖
も
︑

然
れ
ど
も
な
ほ
︑
十
二
月
に
及
ぶ
ま
で
︑
久
し
く
其
の
文
を
廃
す
︒
三
百
篇
を
味
は
ふ
こ
と
︑
恐
ら
く
は
其
の
義
を
忘
れ
た
ら

ん
︒
頻
り
に
燕
弗
を
献
じ
︑
陳
篇
に
継
が
し
め
ん
﹂
と
︒

㈢
大 Ｂ

王
曰
く
︑﹁
善
し
︒
当
に
何
事
を
か
賦
す
べ
き
﹂
と
︒
正 Ｃ

通
等
︑
ま
た
跪
き
て
曰
く
︑
﹁
初
三
夜
の
月
︑
一
張
の
弓
に
似
た
り
︒

一
一
四



兎
影
の
細
く
懸
か
れ
る
を
望
み
て
︑
烏
号
の
高
く
挿
ま
れ
た
る
か
と
迷
ふ
︒
桂
を
生
ぜ
ず
し
て
纔わ
ず

か
に
魄
を
生
ず
︒
誰
か
疑
ひ

を
控
弦
の
流
れ
に
断
た
ん
︒
柳
を
穿
た
ず
し
て
た
だ
雲
を
穿
つ
︑
な
ほ
心
を
射
的
の
嶺
に
栖す

ま
し
む
︒
満
て
り
と
雖
も
虧か

け
た

り
と
雖
も
︑
賞
す
べ
く
翫
ぶ
べ
き
も
の
な
り
﹂
と
︒
大
王
其
の
言
に
感
じ
て
賦
し
︑
老
吏
其
の
教
に
応
へ
て
序
す
と
爾し
か

云
ふ
︒

第
一
段
落
は
︑
親
王
が
長
い
間
︑
詩
の
詠
作
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
を
い
う
︒

第
二
段
落
︒
二
人
の
侍
読
︱
橘
正
通
と
慶
滋
保
胤
が
︑﹁﹃
顔
氏
家
訓
﹄
に
も
﹁
経
書
を
読
む
こ
と
を
一
箇
月
怠
る
と
だ
め
に
な

る
﹂
と
あ
り
ま
す
︒
皇
子
は
卓
抜
し
た
詩
文
の
才
を
お
持
ち
で
す
が
︑
書
を
読
む
こ
と
で
さ
え
︑
こ
う
な
の
で
す
︒
制
作
に
つ
い
て

は
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
す
︒
ど
う
か
詩
作
を
お
続
け
に
な
る
よ
う
に
﹂
と
進
言
す
る
︒

第
三
段
落
︒
親
王
は
忠
告
を
受
け
入
れ
︑
で
は
何
を
題
と
し
て
詩
を
詠
め
ば
よ
か
ろ
う
か
と
助
言
を
求
め
る
︒
そ
こ
で
正
通
ら
は

三
日
月
を
題
材
と
し
て
詠
む
べ
き
だ
と
勧
め
︑
親
王
は
そ
れ
に
従
っ
て
詩
を
賦
す
︒

以
上
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
が
︑
こ
の
詩
序
は
﹃
文
選
﹄︵
巻
十
三
︶
所
収
の
﹁
月
賦
﹂
の
大
き
な
影
響
の
も
と
に
作
ら
れ
て
い

る
(%
)
︒｢

月
賦
﹂
は
宋
の
謝
荘
︵
四
二
一
︱
四
六
六
︶
の
作
で
あ
る
が
︑
仮
構
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
︒
賦
の
叙
述
の
な
か
で
は
王
粲
︵
一

七
七
︱
二
一
七
︶
が
賦
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
初
め
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
制
作
に
至
る
経
緯
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒

陳
思
王
曹
植
︵
一
九
二
︱
二
三
二
︶
は
詩
文
を
通
し
て
親
し
く
交
わ
っ
た
応
瑒
︑
劉
楨
の
二
人
を
失
い
︵
二
一
七
年
没
︶︑
憂
い

の
思
い
で
為
す
こ
と
も
な
く
過
ご
す
な
か
で
︑
秋
の
日
︑
山
に
登
り
︑
改
め
て
亡
き
二
人
を
傷
む
︒
そ
う
し
て
︑
天
に
懸
か
る
月
を

見
て
︑
こ
れ
を
賦
に
詠
む
こ
と
を
王
粲
に
命
じ
︑
彼
は
そ
れ
に
応
え
て
賦
を
作
る
︒

こ
う
い
う
体
裁
の
作
品
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
実
際
の
作
者
︑
謝
荘
か
ら
す
れ
ば
︑
二
百
年
ほ
ど
遡
っ
た
曹
植
と
眤
近
し
た
詩
人
た

源順の詩序一首
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ち
と
の
交
友
と
い
う
場
を
仮
り
て
︑
こ
れ
に
托
し
て
賦
し
た
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

順
の
詩
序
は
こ
の
﹁
月
賦
﹂
の
結
構
︑
表
現
を
踏
ま
え
て
い
る
︒

ま
ず
措
辞
に
つ
い
て
は
︑
傍
線
を
付
し
た
﹁
陳
篇
﹂﹁
兎
影
﹂﹁
魄
﹂﹁
流
﹂
は
﹁
月
賦
﹂
お
よ
び
そ
の
李
善
注
に
拠
る
こ
と
︑
早

く
柿
村
重
松
﹃
本
朝
文
粋
註
釈
﹄
に
指
摘
す
る
︒

そ
れ
と
共
に
︑
よ
り
重
要
な
こ
と
は
︑
詩
序
は
﹁
月
賦
﹂
の
基
本
的
な
枠
組
み
を
襲
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

｢
月
賦
﹂
の
冒
頭
に
﹁
緑
苔
閣
に
生
ひ
︑
芳
塵
榭
に
凝つ

も
る
﹂
と
あ
る
︒
陳
王
が
詩
友
を
失
っ
て
悲
し
み
に
沈
ん
で
い
る
う
ち
に
︑

建
物
に
は
苔
が
生
え
︑
高
殿
に
は
塵
も
積
も
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
︑
前
引
の
詩
序
の
傍
線
部
Ａ
の
﹁
筆
硯
塵
を
生
ぜ
り
﹂
は
こ

れ
を
承
け
た
表
現
で
あ
る
︒
共
に
主
人
で
あ
る
王
が
憂
い
に
心
を
閉
ざ
し
︑
無
為
の
う
ち
に
時
間
が
流
れ
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
︒

ま
た
賦
で
は
最
後
の
部
分
に
な
る
が
︑
陳
王
が
帰
還
を
促
さ
れ
︑
了
承
す
る
と
こ
ろ
で
﹁
陳
王
曰
く
︑
善
し
と
﹂
と
い
う
表
現
が

あ
る
が
︑
そ
れ
を
用
い
る
の
が
詩
序
の
Ｂ
﹁
大
王
曰
く
︑
善
し
﹂
で
あ
る
︒
ど
ち
ら
も
臣
下
の
進
言
に
対
す
る
応
諾
で
あ
る
︒

さ
ら
に
︑
陳
王
が
王
粲
に
賦
を
作
る
よ
う
命
じ
る
場
面
で
︑﹁
仲
宣
︵
王
粲
のあ

字ざ
な

︶
跪
き
て
称
し
て
曰
く
﹂
と
い
う
叙
述
が
あ
る

が
︑
そ
れ
が
詩
序
の
Ｃ
﹁
正
通
等
︑
ま
た
跪
き
て
曰
く
﹂
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
︒

以
上
の
例
は
作
品
の
枠
組
み
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
︒
一
は
作
品
が
形
成
さ
れ
る
に
至
る
要
因
を
象
徴
的
に
表
現
し
て
い
る
︒
あ

と
の
二
つ
は
作
品
の
構
造
に
関
わ
っ
て
い
る
︒﹁
大
王
曰
く
︑
善
し
﹂
ま
た
﹁
正
通
等
︑
ま
た
跪
き
て
曰
く
﹂
と
い
う
よ
う
な
叙
述

が
な
さ
れ
る
の
は
︑
こ
の
詩
序
が
王
と
近
侍
の
文
人
と
の
会
話
で
構
成
さ
れ
︑
そ
の
引
用
が
大
半
を
占
め
て
い
る
と
い
う
︑
こ
の
作

品
の
詩
序
と
し
て
の
特
殊
性
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
﹁
月
賦
﹂
の
構
成
に
倣
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
︒

一
一
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五

こ
の
よ
う
に
具
平
親
王
の
読
書
閣
に
お
け
る
順
の
詩
序
は
﹃
文
選
﹄
所
収
の
﹁
月
賦
﹂
を
そ
の
基
本
的
枠
組
み
と
し
て
受
容
し
た

作
品
で
あ
る
︒
そ
の
点
に
お
い
て
︑
本
論
で
取
り
上
げ
た
盛
明
親
王
の
池
亭
に
お
け
る
詩
序
と
相
似
す
る
︒

本
論
の
趣
旨
と
し
て
は
こ
の
こ
と
を
述
べ
れ
ば
よ
い
︒
た
だ
し
︑
両
篇
は
他
に
も
類
似
性
を
有
し
て
い
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
に
説
い
て

き
た
こ
と
で
あ
る
が
︑
改
め
て
整
理
し
て
お
こ
う
︒

ま
ず
直
ち
に
看
て
取
れ
る
こ
と
は
︑
共
に
親
王
が
主
宰
す
る
︵
親
王
を
中
心
と
す
る
︶
詩
会
に
お
い
て
作
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
こ

と
で
あ
る
︒

そ
れ
が
次
の
こ
と
を
導
く
︒

盛
明
親
王
池
亭
の
詩
序
に
お
い
て
は
︑
順
が
典
拠
と
し
て
選
ん
だ
﹃
文
選
﹄
の
作
品
は
︑
王
︵
曹
丕
︶
を
中
心
と
す
る
詩
会
の
序

で
あ
る
︒
具
平
親
王
読
書
閣
の
序
も
ま
た
王
︵
曹
植
︶
と
そ
の
周
囲
に
在
っ
た
詩
人
の
世
界
で
作
ら
れ
た
作
品
を
典
拠
と
し
て
用
い

て
い
る
︒
曹
丕
と
曹
植
は
兄
弟
で
あ
り
︑
周
囲
の
詩
人
た
ち
も
王
粲
︑
劉
楨
︑
応
瑒
ら
で
あ
り
︑
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
︒
す
な
わ

ち
︑
順
は
そ
れ
ぞ
れ
の
親
王
邸
に
お
け
る
詩
序
を
書
く
に
当
た
っ
て
︑
曹
丕
︑
曹
植
を
中
心
と
し
て
形
作
ら
れ
て
い
た
︑
い
わ
ゆ
る

建
安
の
文
学
の
世
界
を
想
い
描
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒

さ
ら
に
︑
こ
の
建
安
の
文
学
の
世
界
は
仮
構
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
点
も
一
致
す
る
︒
盛
明
親
王
池
亭
の
詩
序
に
お
い
て

順
が
典
拠
と
し
た
詩
序
は
擬
作
で
あ
る
︒
謝
霊
運
が
曹
丕
の
立
場
に
立
っ
て
作
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
具
平
親
王
読
書
閣
の
詩
序
に
つ

源順の詩序一首

一
一
七



い
て
も
同
じ
で
あ
る
︒
典
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
た
﹁
月
賦
﹂
は
い
わ
ば
︿
擬
賦
﹀
で
あ
る
︒
謝
荘
が
建
安
の
七
子
の
一
人
︑
王
粲
に

仮
託
し
て
作
っ
た
作
品
で
あ
る
︒
こ
れ
は
あ
る
い
は
偶
然
の
一
致
か
も
し
れ
な
い
が
︑
興
味
深
い
一
致
で
あ
る
︒

本
論
で
読
ん
だ
盛
明
親
王
池
亭
に
お
け
る
詩
序
は
︑
先
に
論
じ
た
具
平
親
王
読
書
閣
で
の
詩
序
と
と
も
に
︑
源
順
の
作
品
に
お
け

る
﹃
文
選
﹄
の
受
容
を
明
示
す
る
例
で
あ
る
︒

注(�
)

新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
作
品
番
号
︒

(�
)

拙
稿
﹁﹁
属
文
の
王
卿
﹂
︱
醍
醐
系
皇
親
︱
﹂︵﹃
平
安
朝
漢
文
学
論
考
﹄︑
桜
楓
社
︑
一
九
八
一
年
︒
補
訂
版
︑
勉
誠
出
版
︑
二
〇
〇

五
年
︶

(#
)

謝
霊
運
の
詩
文
に
お
け
る
﹁
賞
心
﹂
の
語
は
︑
一
般
的
な
︿
自
然
を
賞
で
る
心
﹀
と
い
う
意
味
で
は
な
く
︑﹃
文
選
﹄
五
臣
注
の
李

周
翰
の
説
に
従
っ
て
︿
心
に
か
な
う
友
﹀
の
意
に
解
す
べ
き
こ
と
︑
林
田
愼
之
助
﹃
六
朝
の
文
学

覚
書
﹄︵
創
文
社
︑
二
〇
一
〇
年
︶

第
八
章
﹁
謝
霊
運
の
﹁
賞
心
﹂
に
つ
い
て
﹂
に
説
く
︒
順
も
第
⑴
段
落
に
﹁
賓
友
畢
く
会
し
︑
笙
歌
相
随
ふ
︒
是
れ
所
謂
賞
心
楽
事
な

り
﹂
と
述
べ
て
お
り
︑
同
じ
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
︒

($
)

こ
の
詩
序
は
第
一
節
所
引
の
旧
稿
に
い
う
よ
う
に
天
元
二
年
︵
九
七
九
︶
の
作
︒
以
下
に
述
べ
る
詩
序
は
貞
元
二
年
︵
九
七
七
︶
前

後
の
作
で
あ
る
︒
注
%
の
拙
稿
参
照
︒

(%
)

拙
稿
﹁
平
安
朝
に
お
け
る
﹃
文
選
﹄
の
受
容
︱
︱
中
期
を
中
心
に
﹂︵﹃
文
学
﹄
隔
月
刊
一
〇
巻
三
号
︑
二
〇
〇
九
年
︶︒

一
一
八


