
四
五

愁
い
と
賦

は
じ
め
に

後
漢
後
期
に
抒
情
的
な
小
賦
が
現
れ
る
と
、
都
や
宮
殿
を
詠
ず
る
よ
う
な
大
型

の
賦
よ
り
も
、
三
曹
や
建
安
七
子
ら
を
中
心
と
し
て
さ
ら
に
抒
情
性
の
高
い
賦
が

盛
ん
に
創
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
馬
積
高
氏
は

抒
情
の
範
囲
が
拡
大
・
深
化
し
て
い
く
の
を
こ
の
時
期
の
賦
の
一
つ
の
特
徴
と
し

て
、具
体
的
に
は
、悲
憤
慷
慨
す
る
「
抒
情
言
志
」
の
賦
が
増
加
し
、自
然
の
景
物
、

愛
情
、
婚
姻
、
従
軍
を
詠
じ
た
抒
情
賦
が
現
れ
る
な
ど
題
材
が
多
様
化
す
る
点
を

指
摘
し
て
い
る①
。
ま
た
程
章
燦
氏
は
、
後
漢
後
期
の
抒
情
賦
と
建
安
賦
に
は
ほ
と

ん
ど
差
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
量
的
な
増
加
と
質
的
な
飛
躍
が
あ
る
と
し
て
、

建
安
の
抒
情
賦
が
と
り
あ
げ
る
題
材
を
自
然
・
社
会
・
人
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に

い
か
な
る
作
品
と
特
徴
が
見
ら
れ
る
か
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る②
。

題
材
の
多
様
化
に
伴
っ
て
、
賦
の
表
現
手
法
も
必
然
的
に
多
様
化
し
て
い
き
、

詩
と
賦
が
同
題
を
詠
じ
る
と
い
う
作
品
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
、
ま
た
、

馬
積
高
氏
が
指
摘
す
る
と
お
り③
、
抒
情
化
の
傾
向
は
賦
に
限
ら
ず
詩
や
文
に
つ
い

て
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
詩
と
賦
の
制
作
に
は
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
が

あ
る
の
か
、
同
じ
く
情
感
溢
れ
る
内
容
を
詠
む
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
両
者
の

違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
も
生
ま
れ
て
こ
よ
う
。

こ
の
問
題
に
対
し
て
は
、
つ
と
に
鈴
木
修
次
氏
が
「
建
安
詩
の
題
材
と
賦
」④
に

お
い
て
検
討
を
加
え
て
お
り
、
建
安
詩
は
「
賦
の
世
界
に
接
近
し
、
賦
の
題
材
を

こ
な
し
、
制
作
の
風
習
や
趣
向
な
ど
に
お
い
て
、
賦
と
の
交
流
を
示
す
よ
う
に
な
」

り
、「
賦
に
接
近
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
確
実
に
詩
の
領
域
を
ひ
ろ
げ
た
の
で
あ

る
が
、
し
か
し
賦
に
近
づ
き
、
そ
の
要
素
を
摂
取
す
る
に
と
も
な
っ
て
、
逆
に
賦

の
世
界
と
は
ち
が
っ
た
と
こ
ろ
に
、
詩
の
世
界
を
定
置
せ
し
め
る
潜
在
意
識
的
動

き
が
、
生
ま
れ
て
き
た
」
と
し
て
、「
情
感
の
描
出
を
め
ざ
す
か
に
思
わ
れ
」
な

が
ら
も
、「
い
ろ
い
ろ
の
情
景
の
と
り
あ
わ
せ
の
も
と
に
羅
列
的
に
く
り
ひ
ろ
げ

ら
れ
た
ム
ー
ド
の
描
写
で
あ
っ
て
、
作
者
の
自
己
の
歎
息
が
、
む
き
出
し
に
語
ら

れ
」⑤
る
こ
と
の
な
い
賦
と
、
も
っ
ぱ
ら
情
感
を
描
出
し
よ
う
と
す
る
詩
に
そ
の
違

い
を
見
出
し
て
い
る
。
一
方
、
程
章
燦
氏
は
建
安
の
詩
賦
の
表
現
に
は
非
常
に
似

通
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
詩
よ
り
も
大
胆
激
越
に
表
現
す
る
賦
も
あ
り
、
詩
と

賦
で
は
同
じ
題
材
を
扱
っ
て
も
異
な
る
手
法
を
と
る
と
す
る
。
ま
た
詩
の
賦
化
は

漢
代
の
楽
府
以
来
見
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
建
安
で
は
賦
の
詩
化
が
見
ら
れ
る
と
も

言
っ
て
い
る⑥
。

詩
が
賦
化
し
た
の
か
、
賦
が
詩
化
し
た
の
か
と
い
う
問
題
は
、
詩
の
側
か
ら
見

愁
い
と
賦

―
曹
植
を
中
心
に

―

林　
　
　

香　

奈
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と
し
て
、
詩
人
た
ち
が
集
団
的
な
創
作
活
動
を
展
開
し
た
こ
と
に
よ
り
、
多
く
の

共
通
す
る
題
材
を
も
つ
作
品
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
登

台
賦
」「
鸚
鵡
賦
」「
迷
迭
賦
」
な
ど
の
三
十
六
題
、
十
八
人
の
詩
人
に
共
通
す
る

作
品
計
百
二
十
六
篇
を
挙
げ
、
特
に
王
粲
（
二
十
五
篇
）・
曹
植
（
二
十
二
篇
）・

曹
丕
（
十
九
篇
）
に
際
だ
っ
て
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
に
触
れ
て
い
る⑧
。

さ
ら
に
さ
き
に
も
少
し
く
触
れ
た
が
、
抒
情
的
な
賦
に
つ
い
て
は
自
然
・
社
会
・

人
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
を
内
容
に
よ
っ
て
細
分
化
し
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
題

材
の
作
品
が
あ
る
か
を
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
自
然
は
「
時
序
・
気
象
・
動
物
・

植
物
・
河
海
・
珍
奇
器
物
」
に
分
け
、「
時
序
」
に
は
「
大
暑
賦
」「
感
節
賦
」「
秋

思
賦
」、「
気
象
」
に
は
「
愁
霖
賦
」「
喜
霽
賦
」
と
い
っ
た
具
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ

多
様
な
題
材
の
賦
が
制
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
や
は
り
こ
れ
ら
の
題
材
が

十
四
人
の
建
安
詩
人
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
同
様
に
、

社
会
に
つ
い
て
は
「
行
役
征
戦
類
」「
射
猟
遊
覧
類
」
に
分
け
、
十
人
の
建
安
詩

人
に
類
似
し
た
作
品
が
あ
る
こ
と
を
、
ま
た
人
に
つ
い
て
は
「
人
物
」「
情
志
」

に
二
大
別
し
、
さ
ら
に
「
人
物
」
を
「
神
女
」「
婦
孺
」
に
、「
情
志
」
を
「
懐
思
」

「
艶
情
」「
悲
愁
」「
述
志
」
に
細
分
化
し
て
、
十
四
人
の
詩
人
に
類
似
し
た
題
を

も
つ
作
品
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る⑨
。

こ
う
し
た
程
氏
の
分
類
か
ら
は
、
建
安
賦
の
題
材
に
お
け
る
一
定
の
傾
向
や
特

徴
を
確
か
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
同
じ
分
類
に
属
す
る
作
品
間
の
微
妙

な
差
異
や
、
こ
こ
に
は
分
類
さ
れ
て
い
な
い
作
品
が
示
す
も
の
な
ど
、
こ
の
分
類

か
ら
は
見
え
て
こ
な
い
特
徴
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
に
程
氏
に
よ
っ
て
導

き
出
さ
れ
た
特
徴
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
冒
頭
で
触
れ
た
馬
積
高
氏
の
指
摘
す

る
建
安
賦
の
特
徴
と
基
本
的
に
符
合
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
抒
情
賦

る
か
、
賦
の
側
か
ら
見
る
か
に
よ
っ
て
も
変
わ
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
し
、
両
者
が

相
互
に
深
く
影
響
し
あ
っ
た
こ
と
に
違
い
は
な
い
の
で
、
ど
ち
ら
と
も
言
い
難
い

が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
詩
と
賦
は
や
は
り
文
体
を
異
に
す
る
以
上
、
い
か
に
接
近

し
た
内
容
や
表
現
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
別
の
表
現
様
式
と
し
て
認

識
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
同
題
を
詩
と
賦
で
別
に
詠
じ
る
面

白
さ
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
題
材
を
試
み
る
と
い
う
こ
と
も
行

わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

曹
丕
を
中
心
と
し
た
創
作
の
場
に
お
い
て
、
遊
戯
的
に
詩
賦
を
制
作
し
た
建
安

詩
人
た
ち
の
中
で
、
最
も
多
様
な
題
材
に
よ
っ
て
、
か
つ
最
も
抒
情
的
に
賦
を
詠

ん
だ
の
が
曹
植
で
あ
っ
た
。
そ
の
題
材
の
豊
富
さ
は
、
共
通
の
題
材
を
集
団
で
制

作
す
る
と
い
う
当
時
の
文
壇
の
傾
向
に
添
う
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の

で
は
あ
ろ
う
が
、
単
に
そ
う
し
た
既
存
の
、
あ
る
い
は
与
え
ら
れ
た
題
材
の
み
で

は
な
く
、
一
定
の
意
図
を
持
っ
て
選
択
さ
れ
た
題
材
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
論
で
は
、
曹
植
が
新
た
な
題
材
を
賦
に
取
り
込
ん
だ
こ
と
が
も
つ
意

味
を
考
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
試
み
が
抒
情
賦
の
展
開
の
中
で
果
た
し
た
意
義
に

も
少
し
く
触
れ
て
み
た
い
。

一
、
芸
文
類
聚
に
み
る
愁
い

多
様
な
題
材
を
詠
ず
る
建
安
賦
に
つ
い
て
、
程
章
燦
氏
は
独
自
の
分
類
に
よ
り

い
く
つ
か
の
特
徴
に
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
、
後
漢
の
蔡
邕
の
賦

と
類
似
し
た
題
材
・
内
容
を
も
つ
作
品
が
特
に
多
い
点
に
触
れ
、
後
漢
以
来
の
題

材
を
踏
襲
す
る
も
の
が
少
な
く
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る⑦
。
い
ま
一
つ
の
特
徴
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愁
い
と
賦

な
要
素
を
多
面
的
に
取
り
上
げ
る
必
要
か
ら
こ
う
し
た
項
目
が
設
け
ら
れ
た
の
で

あ
ろ
う
が
、
人
間
の
喜
怒
哀
楽
を
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
怨
・
妬
・
愁
・
笑
・
泣

と
し
て
立
項
す
る
と
こ
ろ
に
、
唐
初
の
関
心
の
あ
り
よ
う
が
見
て
取
れ
よ
う
。
怨
・

妬
・
愁
・
笑
・
泣
の
う
ち
、『
芸
文
類
聚
』
を
構
成
す
る
「
事
（
故
事
）」
と
「
文
（
作

品
）」の
別
で
み
れ
ば
、「
泣
」は
そ
も
そ
も「
事
」の
記
述
で
占
め
ら
れ
て
い
て「
文
」

は
な
く
、「
妬
」「
笑
」
は
「
文
」
の
記
述
が
非
常
に
少
な
い
。
一
方
「
怨
」「
愁
」

で
は
「
文
」
に
多
く
の
詩
賦
が
収
載
さ
れ
て
お
り
、
編
纂
当
時
、
怨
嗟
や
憂
愁
が

と
く
に
文
学
の
主
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
項
目
に
ど
の
よ
う
な
賦
が
収
載
さ
れ
て
い
る
か
を
見
て
み
る
と
、
た

と
え
ば
「
笑
」
に
は
晋
の
孫
楚
「
笑
賦
」、「
怨
」
に
は
漢
の
董
仲
舒
「
士
不
遇
賦
」、

司
馬
遷
「
悲
士
不
遇
賦
」、
司
馬
相
如
「
陳
皇
后
長
門
賦
」、
班
婕
妤
「
自
悼
賦
」、

魏
の
丁

「
蔡
伯
喈
女
賦
」、
梁
の
江
淹
「
恨
賦
」、「
妬
」
に
は
梁
の
張
纘
「
妬

婦
賦
」
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
各
時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
詩
人
の
代
表
的
な
賦
が
一

篇
ず
つ
採
用
さ
れ
て
い
る
。
一
方
「
愁
」
を
見
る
と
、魏
の
陳
王
曹
植
「
敘
愁
賦
」・

「
愁
思
賦
」・「
九
愁
賦
」、
魏
の
繁
欽
「
愁
思
賦
」・「
弭
愁
賦
」、
梁
の
簡
文
帝
「
序

愁
賦
」
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
曹
植
の
賦
が
三
篇
も
採
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
さ
ら
に
つ
づ
け
て
賦
以
外
の
文
体
と
し
て
魏
の
陳
王
曹
植
「
釈
愁
文
」
も

収
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
合
わ
せ
れ
ば
一
項
に
四
篇
の
曹
植
作
品
が
採
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
な
る
。

『
芸
文
類
聚
』
全
巻
の
賦
の
採
録
状
況
を
確
認
す
る
と
、
中
に
は
賦
を
収
載
し

な
い
項
目
や
巻
も
あ
っ
た
り
、
項
目
ご
と
に
採
録
総
数
の
差
が
あ
っ
た
り
は
す
る

も
の
の
、
各
項
で
は
一
人
一
作
品
ず
つ
採
録
さ
れ
る
例
が
大
半
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
一
人
で
複
数
篇
が
ま
と
め
て
採
ら
れ
て
い
る
例
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
特
に
そ
の

の
題
材
や
そ
の
特
徴
を
さ
ら
に
探
る
た
め
に
、
試
み
に
『
芸
文
類
聚
』
の
分
類
を

手
が
か
り
と
し
て
み
た
い
。
抒
情
賦
の
中
で
も
程
氏
が
分
類
す
る
と
こ
ろ
の
「
人
」

に
相
当
す
る
賦
は
特
に
情
感
の
描
出
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
芸

文
類
聚
』
の
人
部
の
分
類
を
ま
ず
は
挙
げ
て
み
よ
う
。

頭
・
目
・
耳
・
口
・
舌
・
髮
・
髑
髏
・
胆
・
美
婦
人
・
賢
婦
人
・
老
・
言
語
・

謳
謡
・
吟
・
嘯
・
笑
・
聖
・
賢
・
忠
・
孝
・
徳
・
讓
・
智
・
性
命
・
友
悌
・

交
友
・
絶
交
・
公
平
・
品
藻
・
質
文
・
鑒
誡
・
諷
・
諫
・
説
・
嘲
戯
・
言
志
・

行
旅
・
遊
覧
・
別
・
怨
・
贈
答
・
閨
情
・
寵
幸
・
遊
侠
・
報
恩
・
報
讐
・
盟
・

懐
旧
・
哀
傷
・
妬
・
淫
・
愁
・
泣
・
貧
・
奴
・
婢
・
傭
保
・
隠
逸

比
較
の
た
め
に
『
文
選
』
の
分
類
を
挙
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

賦
：  

京
都
・
郊
祀
・
耕
籍
・
畋
猟
・
紀
行
・
遊
覧
・
宮
殿
・
江
海
・
物
色
・

鳥
獣
・
志
・
哀
傷
・
論
文
・
音
楽
・
情
・
述
徳
・
勧
励

詩
：  

献
詩
・
公
讌
・
祖
餞
・
詠
史
・
百
一
・
遊
仙
・
招
隠
・
遊
覧
・
詠
懐
・

哀
傷
・
贈
答
・
行
旅
・
軍
戎
・
郊
廟
・
楽
府
・
挽
歌
・
雑
歌
・
雑
詩
・

雑
擬

詩
文
集
で
あ
る
『
文
選
』
と
類
書
で
あ
る
『
芸
文
類
聚
』
の
分
類
を
単
純
に
比
較

す
る
に
は
無
理
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
両
者
を
眺
め
る
と
、「
行
旅
」「
遊
覧
」

「
贈
答
」「
哀
傷
」
な
ど
共
通
し
た
項
目
も
見
え
る
。
こ
れ
ら
は
作
品
が
作
ら
れ
た

状
況
・
対
象
な
ど
に
よ
っ
て
分
類
し
た
も
の
で
、
い
ず
れ
に
も
作
者
の
心
情
や
感

慨
が
述
べ
ら
れ
る
抒
情
的
要
素
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
で

注
目
し
た
い
の
は
、『
芸
文
類
聚
』
に
お
い
て
は
そ
う
し
た
分
類
以
外
に
、
人
間

の
感
情
そ
の
も
の
で
あ
る「
怨
」「
妬
」「
愁
」、あ
る
い
は
そ
れ
に
準
ず
る「
笑
」「
泣
」

と
い
っ
た
項
目
が
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
類
書
で
あ
る
以
上
、
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
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繁
欽
の
「
愁
思
賦
」「
弭
愁
賦
」
が
収
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
愁
」
も
当
時

の
集
団
的
創
作
活
動
に
お
け
る
賦
の
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
り
、

「
愁
」
を
積
極
的
に
題
材
と
す
る
の
は
曹
植
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
ま
た
『
芸
文
類
聚
』
は
分
類
の
部
門
を
表
す
文
字
を
題
に
含
む
作
品

を
採
用
す
る
傾
向
が
強
い
こ
と
か
ら
、
題
に
「
愁
」
字
を
含
む
賦
と
い
う
制
限
さ

れ
た
も
の
の
中
か
ら
見
れ
ば
、
曹
植
が
際
だ
つ
よ
う
に
見
え
る
だ
け
な
の
か
も
し

れ
な
い
。
実
際
の
と
こ
ろ
、「
愁
」
を
題
に
含
む
作
は
曹
植
と
繁
欽
以
外
に
同
時

代
詩
人
に
は
な
く
、
そ
の
後
の
作
と
し
て
も
、『
芸
文
類
聚
』
巻
三
十
五
に
挙
げ

ら
れ
て
い
る
梁
の
簡
文
帝
の
「
序
愁
賦
」
以
外
に
、
応

・
曹
丕
・
曹
植
・
陸
雲

ら
の
「
愁
霖
賦
」、
晋
の
李
充
「
懐
愁
賦
」、
北
周
の
庾
信
「
愁
賦
」、
隋
の
釈
真

観
「
愁
賦
」
く
ら
い
で
あ
る
。
た
だ
、「
愁
霖
賦
」
は
雨
の
部
に
収
め
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
内
容
的
に
は
愁
い
を
詠
ん
で
い
て
も
題
材
は
雨
な
の
で
あ
り
、
か
つ
集

団
的
創
作
活
動
に
お
い
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
各
人
が
自
発
的
に
選

ん
だ
題
材
と
い
う
よ
り
も
与
え
ら
れ
た
題
材
と
い
う
こ
と
に
な
る⑩
。
と
す
れ
ば
、

「
愁
」
そ
の
も
の
を
題
材
と
す
る
こ
と
自
体
、
や
は
り
珍
し
い
例
と
言
え
る
の
で

は
な
い
か
。

曹
植
の
「
愁
思
賦
」
は
『
太
平
御
覧
』
巻
二
十
五
時
序
部
十
な
ど
に
お
い
て
、

ま
た
繁
欽
の
「
愁
思
賦
」
は
『
初
学
記
』
卷
三
歳
時
部
に
お
い
て
「
秋
思
賦
」
と

さ
れ
て
お
り
、内
容
的
に
も「
秋
」の
愁
い
を
描
い
て
い
て「
愁
」の
賦
で
は
な
か
っ

た
可
能
性
も
あ
る
。
程
氏
も
両
作
品
を
「
秋
」
の
賦
と
し
て
、
先
の
分
類
に
お
い

て
は
人
に
属
す
る
「
悲
愁
」
で
は
な
く
自
然
に
属
す
る
「
時
序
」
に
分
類
し
て
い

る⑪
。
そ
う
し
た
疑
問
は
残
る
も
の
の
、
字
型
と
内
容
の
類
似
か
ら
、
後
に
「
愁
」

が
「
秋
」
に
改
め
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
り
、「
愁
」
を
「
秋
」
と
断
定
で
き
る
同

詩
人
が
そ
の
部
門
に
優
れ
た
作
を
残
し
て
い
る
場
合
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た

だ
、
複
数
の
賦
が
連
続
し
て
採
録
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
そ
の
多
く
は
二
篇
ま
で

が
ほ
と
ん
ど
で
、
三
篇
以
上
採
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、
以
下
の
例
の
み
で
あ
る
。

巻
二
十　

人
部
・
孝　
　

 

晋 

陸
機　

祖
徳
賦
・
述
先
賦
・
思
親
賦

巻
三
十　

人
部
・
別
下　

 

魏 

文
帝　

離
居
賦
・
感
離
賦
・
永
思
賦
・
出
婦
賦

 
魏 

陳
王
曹
植　

出
婦
賦
・
愍
志
賦
・
帰
思
賦

巻
三
十
四　

人
部
・
哀
傷 
魏 
文
帝　

悼
夭
賦
・
寡
婦
賦
・
感
物
賦

 

魏 
王
粲　

傷
夭
賦
・
思
友
賦
・
寡
婦
賦

 

晋 

陸
機　

歎
逝
賦
・
愍
思
賦
・
大
暮
賦

巻
三
十
五　

人
部
・
愁　

 

魏 

陳
王
曹
植　

敘
愁
賦
・
愁
思
賦
・
九
愁
賦

巻
三
十
六　

人
部
・
隠
逸
上　

宋 

謝
霊
運　

逸
民
賦
・
入
道
至
人
賦
・
辞
禄
賦

巻
六
十
一　

居
處
部
・
総
載
居
處　

後
漢 

張
衡　

西
京
賦
・
東
京
賦
・
南
都
賦

 

晋 

左
思　

蜀
都
賦
・
呉
都
賦
・
魏
都
賦

こ
れ
ら
を
見
る
と
、張
衡
や
左
思
に
よ
る
都
の
賦
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、「
別
」

や
「
哀
傷
」
に
み
え
る
建
安
の
賦
は
集
団
的
創
作
の
中
で
生
ま
れ
た
代
表
的
作
品

群
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
呉
の
陸
遜
、
陸
抗
の
徳
を
称
揚
し
た
り
、
呉
の
滅

亡
と
晋
の
混
乱
に
よ
っ
て
亡
く
な
っ
た
人
々
を
思
慕
し
た
り
す
る
陸
機
の
作
品
群

は
、
陸
機
と
い
う
詩
人
を
象
徴
す
る
内
容
を
含
ん
で
い
る
と
言
え
よ
う
。「
隠
逸
」

に
見
え
る
謝
霊
運
も
ま
た
然
り
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、「
愁
」
に
見
え
る
曹
植
の

作
品
も
ま
た
曹
植
を
象
徴
す
る
賦
と
見
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
れ
は
あ
く
ま
で
唐
初
の
見
解
で
は
あ
る
も
の
の
、
実
際
に
曹
植
が
独
自
の
創
作

意
図
を
も
っ
て
「
愁
」
を
題
材
と
す
る
賦
を
作
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

『
芸
文
類
聚
』
巻
三
十
五
に
は
曹
植
の
賦
に
続
け
て
、
同
時
代
の
詩
人
で
あ
る



四
九

愁
い
と
賦

植
の
詩
を
中
心
に
愁
い
の
表
現
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

『
芸
文
類
聚
』
巻
三
十
五
の
「
愁
」
に
は
、
後
漢
の
張
衡
「
四
愁
詩
」、
晋
の
張

載
「
擬
四
愁
詩
」、
宋
の
王
徽
「
詠
愁
詩
」、
梁
の
王
僧
孺
「
夜
愁
示
諸
賓
詩
」、

同
「
忽
不
任
愁
聊
示
固
遠
詩
」、梁
の
劉
孝
綽
「
夜
不
得
眠
詩
」、梁
の
劉
孝
先
「
和

兄
孝
綽
夜
不
得
眠
詩
」
と
い
う
七
篇
の
作
品
が
収
載
さ
れ
て
お
り
、
賦
と
同
様
、

基
本
的
に
は
「
愁
」
字
を
題
に
含
む
も
の
を
中
心
に
採
録
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

曹
植
に
も
愁
い
の
情
を
詠
ん
だ
詩
は
数
多
く
あ
る
が
、「
愁
」
そ
の
も
の
を
題
と

し
て
詠
ん
だ
作
が
な
い
以
上
、
採
録
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
張
衡
の
「
四
愁
詩
」
は
後
人
の
偽
託
と
見
る
説
も
あ
る
が⑫
、
偽
託
で
あ
る
か

否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、「
愁
」
を
題
材
と
し
て
詠
ん
だ
詩
と
い
え
ば
ま
ず
は
張
衡

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
曹
植
は
愁
い
を
詩
で
ど
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
濃
淡

の
差
こ
そ
あ
れ
曹
植
の
詩
歌
に
は
ほ
ぼ
全
篇
に
憂
愁
の
情
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る

の
で
、一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
、「
愁
」
字
に
し
ぼ
っ
て
詩
を
見
て
み
よ
う
。「
愁
」

字
だ
け
を
追
う
こ
と
に
有
効
性
が
あ
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
ぬ
が
、『
芸
文
類
聚
』

も
「
愁
」
と
し
て
立
項
し
、
か
つ
曹
植
が
「
愁
」
を
賦
の
題
と
し
て
選
択
し
て
い

る
意
図
を
考
え
る
以
上
、
曹
植
詩
の
「
愁
」
字
を
検
討
す
る
こ
と
に
も
相
応
の
意

味
は
あ
ろ
う
。

「
愁
」
字
を
用
い
て
い
る
曹
植
の
詩
は
、
以
下
の
三
例
で
あ
る
。

明
月
照
高
樓　
　

明
月　

高
楼
を
照
ら
す

流
光
正
徘
徊　
　

流
光　

正
に
徘
徊
す

上
有
愁
思
婦　
　

上
に
愁
思
の
婦
有
り

悲
歎
有
餘
哀　
　

悲
歎
し
て
余
哀
有
り

題
の
作
品
も
他
に
見
ら
れ
な
い
以
上
、
曹
植
が
意
識
的
に
「
愁
」
を
題
材
と
し
て

選
択
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

曹
植
に
は
建
安
詩
人
の
中
で
曹
丕
・
王
粲
と
並
ん
で
多
く
の
賦
が
残
っ
て
い
る

だ
け
で
な
く
、「
実
に
賦
頌
の
宗
、
作
者
の
師
な
り
」（
呉
質
「
答
東
阿
王
書
」『
文

選
』
巻
四
十
二
）
と
し
て
賦
の
本
流
と
賞
賛
す
る
辞
も
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

当
時
に
お
い
て
は
非
常
に
優
れ
た
賦
の
制
作
者
と
評
価
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ

う
。
し
か
し
『
文
心
雕
龍
』
で
は
、「
明
詩
」
に
お
い
て
は
曹
植
に
言
及
す
る
も

の
の
、「
詮
賦
」
に
お
い
て
は
「
及
仲
宣
靡
密
、
發
端
必
遒
。
偉
長
博
通
、
時
逢

壯
采
（
王
粲
の
作
風
は
緻
密
で
、
賦
の
発
端
か
ら
力
強
く
、
徐
幹
は
博
学
で
、
時

に
壮
麗
な
文
辞
に
出
逢
う
）」
と
、
王
粲
と
徐
幹
の
賦
に
言
及
す
る
に
と
ど
ま
っ

て
お
り
、
劉
勰
の
よ
う
な
伝
統
的
文
学
観
を
持
つ
人
物
か
ら
す
れ
ば
、
曹
植
の
賦

に
は
賦
の
本
流
を
い
く
作
品
と
し
て
際
だ
っ
た
も
の
が
な
い
と
映
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
だ
と
す
れ
ば
曹
植
は
叙
事
よ
り
も
抒
情
に
よ
り
傾
く
賦
を
詠
み
、
従
来
の
賦

に
課
せ
ら
れ
た
枠
を
逸
脱
す
る
作
品
や
試
験
的
な
作
品
を
書
い
た
と
言
え
る
の
か

も
し
れ
な
い
。

「
愁
」
そ
の
も
の
を
賦
の
題
材
と
す
る
と
い
う
曹
植
の
選
択
は
、
抒
情
小
賦
が

増
加
し
て
い
く
と
い
う
大
き
な
流
れ
の
中
で
は
一
見
す
る
と
当
た
り
前
の
こ
と
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
一
つ
の
新
し
い
試
み
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ

う
。

二　

曹
植
と
愁
い

賦
と
「
愁
」
と
い
う
題
材
と
の
関
わ
り
を
さ
ら
に
考
え
る
た
め
に
、
ま
ず
は
曹
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心
に
甘
ん
じ
て
国
憂
に
赴
か
ん
」（「
雑
詩
」）
の
よ
う
に
、
多
く
は
曹
植
自
身
の

置
か
れ
て
い
る
境
遇
に
対
す
る
憂
愁
を
正
面
か
ら
直
接
的
に
訴
え
る
例
が
多
い
。

も
ち
ろ
ん
「
春
思　

安い
ず
く

ん
ぞ
忘
る
可
け
ん
、
憂
戚　

我
と
并あ

わ

せ
り
」（「
雑
詩
」）

や
「
憂
懐　

中
従よ

り
来
る
、
歎
息
し
て
雞
鳴
に
通
ず
」（「
棄
婦
詩
」）
の
よ
う
に

女
性
の
憂
い
を
詠
ん
だ
も
の
も
二
例
見
ら
れ
る
が
、
作
品
の
内
容
か
ら
見
て
曹
植

の
用
い
る
「
憂
」
字
に
は
、
用
法
に
一
定
の
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

と
す
れ
ば
、「
愁
」
字
も
「
憂
」
と
は
別
の
意
を
込
め
て
使
用
し
て
い
た
可
能
性

が
あ
る
。

「
愁
」
と
「
憂
」
は
、
い
ず
れ
も
本
来
は
処
世
や
境
遇
に
対
す
る
憂
愁
を
い
う

言
葉
と
言
え
る
。
た
と
え
ば
『
詩
経
』
秦
風
・
晨
風
に
は
「
未
だ
君
子
を
見
ず
、

憂
心
楽
し
む
靡な

し
」と
あ
り
、賢
人
に
あ
え
ぬ
憂
い
を
詠
ん
で
い
る
。
ま
た『
左
伝
』

襄
公
二
十
九
年
に
は
呉
の
季
札
が
「
頌
」
を
聴
い
て
発
し
た
言
葉
に
、「
哀
し
み

て
愁
え
ず
、
楽
し
み
て
荒す

さ

ま
ず
」
と
あ
る
。
杜
預
は
こ
れ
に
「
命
を
知
る
な
り
」

と
注
を
附
し
、
天
命
を
知
る
こ
と
が
愁
え
ず
に
い
ら
れ
る
こ
と
と
理
解
し
て
お
り
、

恐
ら
く
そ
れ
が
古
く
か
ら
の
妥
当
な
解
釈
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
こ

と
が
窺
わ
れ
る
。
さ
ら
に
「
憂
愁
」
と
い
う
語
に
な
る
と
、『
史
記
』
屈
原
賈
生

列
伝
に
「
故
に
憂
愁
幽
思
し
て
離
騷
を
作
る
」
と
あ
り
、
不
遇
を
悲
し
む
屈
原
の

心
情
を
表
す
の
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
ば
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
が
後
漢
後
期
以
降
に
な
る
と
、
女
性
や
そ
の
心
情
を
描
く
作
品
が
増
加
す

る
に
連
れ
て
、
女
性
の
う
れ
い
も
こ
の
二
語
で
表
現
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

い
く
つ
か
例
を
挙
げ
て
み
る
と
、「
憂
い
の
来
る
こ
と
尋
環
の
如
し
、
席む

し
ろに
匪
ざ

れ
ば
捲ま

く
べ
か
ら
ず
」（
後
漢
、
秦
嘉
「
贈
婦
詩
」
三
首
其
一
）、「
憂
愁
し
て
寐

ぬ
る
能
わ
ず
、
衣
を
攬と

り
て
起
ち
て
徘
徊
す
」（「
古
詩
十
九
首
」
其
十
九
）、「
沈

「
七
哀
詩
」（『
文
選
』
巻
三
十
三
）

慊
慊
仰
天
歎　
　

慊け
ん
け
ん慊

と
し
て
天
を
仰
ぎ
て
歎
き

愁
心
將
何
愬　
　

愁
心　

将
に
何
に
か
愬う

っ
たえ

ん
と
す

「
浮
萍
篇
」（『
玉
台
新
詠
』
巻
二
）

端
坐
苦
愁
思　
　

端
坐
し
て
愁
思
に
苦
し
む

攬
衣
起
西
遊　
　

衣
を
攬と

り
て
起
ち
て
西
遊
す

…

欲
歸
忘
故
道　
　

帰
ら
ん
と
欲
し
て
故
の
道
を
忘
れ

顧
望
但
懷
愁　
　

顧
望
し
て
但
だ
愁
い
を
懐
く

…

誰
令
君
多
念　
　

誰
か
君
を
し
て
多
念
な
ら
し
め

自
使
懷
百
憂　
　

自
ら
百
憂
を
懐
か
し
む

「
贈
王
粲
」（『
文
選
』
巻
二
十
四
）

「
七
哀
詩
」
と
「
浮
萍
篇
」
は
男
性
を
思
う
女
性
の
愁
い
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、

「
贈
王
粲
」
は
友
人
王
粲
を
心
配
す
る
曹
植
自
身
の
心
持
ち
を
詠
じ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
三
例
だ
け
で
は
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
難
し
い
の
で
、「
憂
」
字
を
含

む
詩
歌
の
用
例
を
併
せ
見
て
み
る
と
、曹
植
に
は「
憂
」字
を
含
む
例
の
方
が
多
く
、

ま
た
一
定
の
傾
向
が
見
て
取
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
先
民　

誰
か
死
せ
ざ
ら
ん
、

命
を
知
ら
ば
復
た
何
を
か
憂
え
ん
」（「
箜
篌
引
」）、「
長
く
懐
い
永
く
慕
い
、
憂

心　

酲て
い

の
如
し
」（「
應
詔
」）、「
憂
思
し
て
疾し

つ
ち
ん

　

を
成
す
は
、
乃
ち
児
女
の
仁
な

る
無
か
ら
ん
や
」（「
贈
白
馬
王
彪
詩
」）、「
生
時
は
栄
楽
を
等
し
く
し
、
既
に
没

し
て
憂
患
を
同
じ
く
す
」（「
三
良
詩
」）、「
去
り
去
り
て
復
た
道い

う
莫
か
れ
、
沈

憂
は
人
を
し
て
老
い
し
む
」（「
雑
誌
」
六
首
其
二
）、「
閉
居
は
吾
が
志
に
非
ず
、
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用
例
の
多
く
な
い
語
で
あ
る
。「
愁
思
」
の
語
を
含
む
詩
は
、
曹
植
以
前
に
は
秦

嘉
の
「
贈
婦
詩
」
其
二
に
「
針
薬
は
屢し

ば

し
ば
進
む
べ
し
、愁
思　

数さ
く

を
為
し
難
し
」、

「
古
詩
十
九
首
」
其
十
九
に
「
戸
を
出
で
て
独
り

徨
し
、
愁
思　

当
に
誰
に
か

告
ぐ
べ
き
」、「
為
焦
仲
卿
妻
作
」
に
「

え
ん
え
ん

と
し
て
日　

暝く

れ
ん
と
欲
し
、
愁
思

し
て
門
を
出
で
て
啼
く
」⑮

と
い
う
女
性
の
愁
い
を
い
う
例
が
見
ら
れ
る
だ
け
で
、

そ
の
後
は
鮑
照
や
江
淹
、
梁
の
簡
文
帝
や
庾
肩
吾
と
い
っ
た
南
朝
の
詩
人
に
ま
で

見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る⑯
。

で
は
、
曹
植
は
「
愁
思
」
を
含
め
た
「
愁
」
の
語
を
ど
の
よ
う
な
意
識
で
用
い

た
の
か
。「
愁
」と
い
う
題
材
を
賦
に
取
り
こ
む
問
題
を
考
え
な
が
ら
、曹
植
の「
愁
」

語
に
対
す
る
意
識
を
次
に
併
せ
て
考
え
て
み
た
い
。

三　

愁
い
と
賦

（
一
）
愁
思
賦
・
叙
愁
賦

「
愁
思
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
は
、
も
と
も
と
宋
玉
の
「
高
唐
賦
」
に
「
長

吏　

官
を

す

て
、
賢
士　

志
を
失
い
、
愁
思
し
て
已
む
こ
と
無
く
、
歎
息
し
て
涙

を
垂
る
」
と
見
え
る
。
ま
た
後
漢
の
王
逸
『
楚
辞
章
句
』「
天
問
章
句
」
の
序
に

も
「
仰
ぎ
て
図
画
を
見
、
因
り
て
其
の
壁
に
書
す
に
、
何と

が

め
て
之
を
問
わ
ば
、
以

て
憤
懣
を
渫も

ら
し
、
愁
思
を
舒じ

ょ
し
ゃ瀉

す
」
と
あ
る⑰
。
前
者
は
高
唐
の
景
観
に
よ
る
人

の
変
化
を
い
う
箇
所
だ
が
、「
失
志
」
の
直
後
に
「
愁
思
」
の
語
が
見
え
、
そ
の

意
味
で
は
王
逸
の
序
に
い
う
屈
原
の
境
遇
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、「
愁
思
」

と
「
失
志
」
は
結
び
つ
き
や
す
い
言
葉
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。

そ
れ
が
先
に
見
て
き
た
よ
う
な
女
性
の
愁
い
を
表
す
言
葉
に
変
化
し
て
い
く

陰　

愁
憂
を
結
び
、
愁
憂　

誰
が
為
に
か
興
る
。
…
時
は
再
び
得
べ
か
ら
ず
、
何

為
ぞ
自
ら
愁
惱
せ
ん
」（
徐
幹
「
室
思
詩
」）、「
何
を
以
て
愁
悲
を
結
ぶ
、
白
絹
の

双
中
衣
。
…
君
を
望
ん
で
坐
す
る
能
わ
ず
、
悲
苦　

我
が
心
を
愁
え
し
む
」（
繁

欽
「
定
情
詩
」）、「
願
わ
く
は
君
に
従
い
て
終
に
没
せ
ん
、
愁
は
何
ぞ
久
し
く
懐

く
べ
け
ん
や
」（
曹
丕
「
寡
婦
詩
」）、「
賤
妾
煢
煢
と
し
て
空
房
を
守
り
、
憂
い
来

り
て
君
を
思
い
て
敢
て
忘
れ
ず
」（
曹
丕
「
燕
歌
行
」
二
首
其
一
）⑬

と
い
う
よ
う
に
、

「
愁
」「
憂
」
が
あ
ま
り
こ
だ
わ
り
な
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
本
来
か
ら
あ
る
用
法
も
併
用
さ
れ
て
い
て
、
た
と
え
ば
「
生
年　

百

に
満
た
ず
、
常
に
千
歲
の
憂
を
懐
く
」（「
古
詩
十
九
首
」
其
十
五
）、「
百
慮
す
る

も
何
を
か
為
さ
ん
、
至
要
は
我
に
在
り
。
愁
い
を
天
上
に
寄
せ
、
憂
い
を
地
下
に

埋
め
ん
」（
仲
長
統
「
見
志
詩
」
二
首
其
二
）、「
慨
し
て
当
に
以
て
慷
す
べ
し
、

憂
思
忘
れ
難
し
。
何
を
以
て
愁
い
を
解
か
ん
、
唯
だ
杜
康
有
る
の
み
」（
曹
操
「
短

歌
行
」）、「
君
子　

苦
心
多
し
、
愁
う
る
所
は
但
だ
一
の
み
な
ら
ず
」（
曹
丕
「
善

哉
行
」）、「
舟
を
方な

ら

べ
て
大
江
を
溯
れ
ば
、
日
暮　

我
が
心
を
愁
え
し
む
。
…
覊

旅
に
終
極
無
く
、
憂
思
は
壮
に
し
て
任
え
難
し
」（
王
粲
「
七
哀
詩
」
三
首
其
二
）、

「
愴
愴
と
し
て
殷
憂
を
懐
き
、
殷
憂
し
て
居
る
べ
か
ら
ず
」（
呉
質
「
思
慕
詩
」）⑭

と
い
っ
た
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
比
較
し
て
み
る
と
、
曹
植
の
「
憂
」
字
の
用
法
に
は
偏
り
が
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
曹
植
が
他
の
詩
人
と
は
異
な
り
、「
憂
」
字
を
自
ら
の

心
情
を
直
接
描
出
す
る
際
に
意
識
的
に
用
い
て
い
る
以
上
、
恐
ら
く
「
愁
」
に
つ

い
て
も
一
定
の
意
識
を
持
っ
て
使
い
分
け
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、先
に
あ
げ
た
曹
植
の
「
七
哀
詩
」
と
「
贈
王
粲
」
に
見
え
る
「
愁

思
」
と
い
う
語
は
、
あ
り
ふ
れ
た
表
現
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
実
は
詩
に
は
そ
う
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時
家
二
女
弟
、故
漢
皇
帝
聘
以
爲
貴
人
。
家
母
見
二
弟
愁
思
、故
令
予
作
賦
曰
、

嗟
妾
身
之
微
薄
、
信
未
達
乎
義
方
。
遭
母
氏
之
聖
善
、
奉
恩
化
之
彌
長
。
迄
盛

年
而
始
立
、
脩
女
職
於
衣
裳
。
承
師
保
之
明
訓
、
誦
六
列
之
篇
章
。
觀
圖
像
之

遺
形
、
竊
庶
幾
乎
英
皇
。
委
微
軀
於
帝
室
、
充
末
列
於
椒
房
。
荷
印

之
令
服
、

非
陋
才
之
所
望
。
對
牀
帳
而
太
息
、
慕
二
親
以
憎
傷
。
揚
羅
袖
而
掩
涕
、
起
出

戸
而
彷
徨
。
顧
堂
宇
之
舊
處
、
悲
一
別
之
異
郷
。

序
文
に
「
時
に
家
に
二
女
弟
あ
り
、
故
の
漢
皇
帝　

聘
し
て
以
て
貴
人
と
為
す
。

家
母　

二
弟
の
愁
思
す
る
を
見
、
故
に
予
を
し
て
賦
を
作
ら
し
め
て
曰
く
」
と
あ

り
、
二
人
の
妹
が
漢
の
献
帝
に
嫁
ぐ
こ
と
に
な
り
、
二
人
が
「
愁
思
」
す
る
様
子

を
母
が
目
に
し
て
、
曹
植
に
賦
を
作
ら
せ
た
と
い
う
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。
本

文
で
は
、
妹
の
立
場
に
立
っ
て
、
母
の
優
れ
た
恩
愛
と
教
育
を
受
け
た
こ
と
、
女

工
や
『
列
女
伝
』
を
修
め
て
舜
に
娶
さ
れ
た
娥
皇
や
女
英
の
よ
う
に
な
り
た
い
と

思
う
も
の
の
、
高
い
身
分
な
ど
は
望
ん
で
は
お
ら
ず
、
両
親
を
思
っ
て
は
悲
し
み

が
増
す
ば
か
り
で
、涙
を
流
し
て
さ
ま
よ
い
歩
き
、住
み
慣
れ
た
場
所
を
振
り
返
っ

て
は
、
ひ
と
た
び
別
れ
れ
ば
異
郷
に
い
る
も
同
然
だ
と
悲
し
く
な
る
、
と
い
っ
た

心
情
を
綴
っ
て
い
る
。

一
読
し
て
気
づ
く
の
は
、
こ
の
賦
の
序
文
に
「
二
弟
愁
思
」
と
あ
り
、
確
か
に

女
性
の
愁
い
を
詠
じ
た
賦
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
男
性

と
の
別
離
や
愛
情
に
由
来
す
る
女
性
の
愁
い
で
は
な
く
、
肉
親
と
の
別
れ
の
情
を

詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
程
氏
も
、
宮
中
に
入
る
栄
誉

で
は
な
く
、
故
郷
や
親
元
を
離
れ
る
恨
み
を
詠
ん
で
お
り
、
宮
怨
の
題
材
の
中
で

も
独
立
し
た
新
し
さ
が
あ
り
、
あ
ら
た
な
境
地
を
開
い
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る

が⑳
、そ
う
し
た
新
し
さ
を
感
じ
る
の
は
、そ
こ
に
「
愁
思
」
と
い
う
言
葉
で
イ
メ
ー

き
っ
か
け
は
、司
馬
相
如
の「
長
門
の
賦
」で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。「
長

門
の
賦
」
は
周
知
の
と
お
り
、
漢
の
武
帝
の
寵
愛
を
失
っ
た
陳
皇
后
が
長
門
宮
で

過
ご
す
様
子
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
そ
の
序
に
は
「
孝
武
皇
帝
の
陳
皇
后
、

時
に
幸
を
得
る
も
頗
る
妬
な
り
。
別
れ
て
長
門
宮
に
在
り
、愁
悶
悲
思
す
」と
あ
り
、

賦
の
本
文
に
は
「
日
は
黄
昏
に
し
て
望
み
絶
え
、
悵
と
し
て
独
り
空
堂
に
託
す
。

明
月
を
懸
け
て
以
て
自
ら
照
ら
し
、
清
夜
を
洞
房
に
徂お

わ

る
。
雅
琴
を
援ひ

き
て
以
て

調
を
変
え
、
愁
思
の
長
く
す
べ
か
ら
ざ
る
を
奏
す
」
と
あ
る⑱
。
司
馬
相
如
の
名
と

と
も
に
寵
愛
を
失
っ
た
女
性
の
「
愁
思
」
す
る
さ
ま
は
広
く
浸
透
し
て
い
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

さ
き
に
挙
げ
た
秦
嘉
の
「
贈
婦
詩
」、「
古
詩
十
九
首
」
其
十
九
、「
為
焦
仲
卿

妻
作
」、
さ
ら
に
曹
植
の
「
七
哀
詩
」
が
い
ず
れ
も
「
愁
思
」
の
語
に
よ
っ
て
女

性
の
愁
苦
を
詠
ん
だ
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
し
、
曹
植
の
あ
と
に
続
く
南
朝
詩

人
た
ち
の
用
例
も
ほ
と
ん
ど
が
女
性
の
心
情
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
先
に
示
し

た
詩
人
以
外
の
例
で
い
え
ば
、
た
と
え
ば
梁
の
費
昶
「
長
門
后
怨
」
の
「
愁
思
し

て
且
つ
牀
に
帰
り
、
羅
襦　

方ま
さ

に
泣な
み
だを
掩お
お

う
」
は
明
ら
か
に
「
長
門
賦
」
を
踏
ま

え
た
作
で
あ
る
し
、
ほ
か
に
梁
の
徐

妻
（
劉
令
嫺
）「
和
婕
妤
怨
」
の
「
日
落

ち
て
応
門
閉
づ
、
愁
思　

百
端
生
ず
」、
隋
の
薛
道
衡
「
豫
章
行
」
の
「
楼
中
に

愁
思
し
て
嚬ひ

そ

み
を
開
か
ず
、
始
め
て
復
た
牕ま

ど

に
臨
み
て
早
春
を
望
む
」
な
ど
も
例

と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う⑲
。

さ
て
、
こ
う
し
た
用
法
の
広
が
り
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
「
愁
思
」
と
い
う
語

を
曹
植
は
賦
に
採
り
入
れ
て
い
る
。「
愁
」
を
題
に
含
む
賦
と
し
て
『
芸
文
類
聚
』

巻
三
十
五
愁
に
採
ら
れ
て
い
る
二
つ
の
賦
「
愁
思
賦
」
と
「
叙
愁
賦
」
が
そ
れ
で

あ
る
。
ま
ず
は
「
叙
愁
賦
」
を
見
て
み
よ
う
。
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野
草
は
色
を
変
え
茎
や
葉
は
落
ち
、
蜩
が
木
を
抱
き
か
か
え
る
よ
う
に
し
て
鳴

き
、
雁
は
南
に
飛
ん
で
行
く
。
部
屋
に
帰
り
衣
裳
を
解
い
て
庭
先
を
歩
く
。
月

光
は
懐
を
照
ら
し
、
星
は
天
に
列
な
る
。
す
で
に
三
十
年
を
生
き
て
き
た
が
、

よ
い
季
節
は
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
去
っ
て
、
赤
松
子
や
王
子
喬
な
ど
の
仙
人

を
慕
う
こ
と
も
難
し
い
の
に
、
誰
が
仙
人
に
な
ど
な
れ
よ
う
か
。
人
の
寿
命
は

決
ま
っ
て
い
る
の
だ
。

内
容
を
見
れ
ば
秋
の
愁
い
を
詠
ん
だ
も
の
で
、『
太
平
御
覧
』
巻
二
十
五
、『
初

学
記
』
巻
三
、『
北
堂
書
鈔
』
巻
一
五
四
で
い
ず
れ
も
「
秋
思
賦
」
と
す
る
の
も

無
理
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、「
一
世
に
居
り
て
芳
景
遷
り
」
以
降
の
句
の

内
容
は
『
芸
文
類
聚
』
に
し
か
見
ら
れ
ず
、
そ
の
諦
め
に
も
近
い
歎
き
に
は
単
に

秋
の
憂
鬱
な
気
分
だ
け
で
は
な
い
、
隠
さ
れ
た
強
い
主
張
が
透
け
て
見
え
る
。
趙

幼
文
氏
も
こ
の
賦
は
全
篇
で
は
な
い
と
指
摘
す
る
よ
う
に㉒
、
さ
ら
に
強
い
憂
愁
の

情
が
後
半
に
展
開
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
な
い
で
は
な
い
。
曹
丕
亡
き
あ
と
の
太

和
年
間
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
依
然
と
し
て
親
族
間
の
交
流
も
思
う
よ
う
に
認
め

ら
れ
な
い
不
自
由
な
日
々
の
中
で
、
曹
植
は
そ
れ
ま
で
に
な
く
繰
り
返
し
上
表
文

を
書
い
て
自
ら
の
主
張
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
努
力
は
私
的
に
制
作
し

た
詩
賦
に
お
い
て
も
怠
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
こ
の
賦
も
そ
の
役
割
を
果
た

し
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
、「
秋
思
」
の
賦
で
は
直
接
的
す
ぎ
た
の
で
は

な
い
か
。
む
し
ろ
「
愁
思
」
の
賦
と
い
う
題
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
面
的
に

は
女
性
の
愁
い
を
装
う
可
能
性
を
残
し
な
が
ら
、
実
質
的
に
は
最
も
主
張
し
た
い

「
失
志
」
に
起
因
す
る
愁
い
の
情
を
述
べ
る
も
の
へ
と
転
換
す
る
、
そ
の
仕
掛
け

が
「
愁
思
」
と
い
う
言
葉
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
か
。

「
愁
思
」
の
語
に
そ
う
し
た
二
面
性
を
持
た
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と

ジ
さ
れ
る
内
容
と
は
全
く
別
の
本
文
が
用
意
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。

肉
親
と
の
別
れ
と
そ
の
悲
し
み
に
対
す
る
心
情
の
表
出
は
、
曹
植
文
学
の
一
つ

の
重
要
な
テ
ー
マ
で
も
あ
る
が
、「
叙
愁
賦
」
は
建
安
十
八
年
（
二
一
三
年
）
秋

の
作
と
考
え
ら
れ
、
後
継
争
い
が
激
化
す
る
直
前
の
作
で
あ
り
、
ま
だ
さ
ほ
ど
切

実
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
以
上
の
深
読
み
は
不
要
だ
ろ
う
。
た
だ
、

女
性
（
妹
）
の
「
愁
」
を
詠
む
と
い
う
課
題
を
与
え
ら
れ
た
中
で
、「
愁
思
」
と

い
う
こ
と
ば
を
巧
み
に
転
換
す
る
手
法
か
ら
は
、「
愁
」
字
を
含
め
た
措
辞
に
対

す
る
曹
植
独
特
の
感
性
が
窺
わ
れ
よ
う
。

そ
の
後
、
曹
植
の
置
か
れ
る
状
況
は
一
変
し
、
ま
さ
し
く
憂
愁
の
日
々
を
送
る

こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
前
に
述
べ
た
と
お
り
、「
憂
」
と
「
愁
」
を
か

な
り
意
識
的
に
使
い
分
け
て
作
品
を
綴
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
た
と
き
、

「
愁
思
賦
」
も
相
応
の
意
図
を
も
っ
て
命
名
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像

さ
れ
る
。

「
愁
思
賦
」
は
明
帝
の
太
和
年
間
（
二
二
七
〜
二
三
二
）
の
作
と
み
ら
れ
て
い

る㉑
。「
叙
愁
賦
」
を
制
作
し
た
時
と
は
全
く
違
う
状
況
に
置
か
れ
た
曹
植
が
、「
愁

思
賦
」
で
次
の
よ
う
に
詠
ん
で
い
る
。

四
節
更
王
兮
愁
氣
悲
、
遙
思

怳
兮
若
有
遺
。
原
野
蕭
條
兮
煙
無
依
、
雲
高

氣
靜
兮
露
凝
衣
。
野
草
變
色
兮
莖
葉
稀
、
鳴
蜩
抱
木
兮
鴈
南
飛
。
歸
室
解
裳
兮

步
庭
前
、
月
光
照
懷
兮
星
依
天
。
居
一
世
兮
芳
景
遷
、
松
喬
難
慕
兮
誰
能
仙
。

長
短
命
也
兮
獨
何
愆
。

季
節
は
移
り
変
わ
り
愁
い
に
満
ち
た
気
は
悲
し
く
、
遙
か
に
昔
に
思
い
を
致

し
て
も
心
晴
れ
ず
、
な
く
し
た
も
の
が
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
秋
の
原
野
は

寂
し
く
烟
は
寄
る
辺
な
く
漂
い
、
雲
は
高
く
気
は
澄
ん
で
、
衣
に
露
が
降
り
る
。



五
四

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
九
号

（
二
）
九
愁
賦
・
釈
愁
文

『
芸
文
類
聚
』巻
三
十
五
愁
に
収
載
さ
れ
て
い
る
曹
植
の
作
品
に
は
、ほ
か
に「
九

愁
賦
」
と
「
釈
愁
文
」
と
が
あ
る
。「
釈
愁
文
」
は
『
芸
文
類
聚
』
で
は
「
賦
」

で
は
な
く
「
文
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
作
品
を
賦
に
近
似
し

た
も
の
と
見
な
す
も
の
も
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
馬
積
高
氏
は
曹
植
の
現
存
す

る
賦
は
六
十
一
篇
と
し
て
、
誥
咎
文
、
釈
愁
文
、
七
啓
、
七
咨
、
九
詠
、
遥
逝
、

髑
髏
説
を
そ
の
中
に
含
め
て
お
り㉔
、
本
論
で
も
考
察
の
対
象
と
し
た
い
。

「
九
愁
賦
」
で
ま
ず
想
起
さ
れ
る
の
が
楚
辞
の
「
九
歌
」「
九
章
」、
宋
玉
の
「
九

弁
」、
さ
ら
に
漢
代
に
そ
れ
を
継
承
し
た
王
褒
の
「
九
懐
」、
劉
向
の
「
九
歎
」、

王
逸
の
「
九
思
」、
蔡
邕
「
九
惟
文
」
な
ど
の
作
品
で
あ
ろ
う
。「
九
愁
賦
」
も
こ

れ
ら
の
作
品
同
様
、
屈
原
に
代
わ
っ
て
そ
の
心
情
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
曹
植
に
は「
九
詠
」と
い
う
作
品
も
あ
り
、や
は
り
屈
原
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

両
者
の
内
容
が
近
似
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
多
く
の
指
摘
が
あ
り
、
馬
積
高
氏

は
「
九
愁
賦
」
と
「
九
詠
」
と
の
内
容
が
一
致
し
て
お
り
、
類
似
し
た
六
句
が
あ

る
こ
と
を
理
由
に
、
実
際
は
一
篇
の
作
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る㉕
。
一
方
、
鈴
木

氏
は
「
曹
植
に
は
「
九
詠
」
と
い
う
の
が
あ
り
、
九
章
構
成
を
と
っ
て
い
た
の
か

ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
し
か
し
と
も
か
く
た
く
さ
ん
の
断
片
を
残
し
て
い

る
。
た
だ
し
同
じ
「
九
〜
」
を
以
て
な
づ
け
ら
れ
て
も
、
た
と
え
ば
曹
植
の
「
九

愁
賦
」（『
芸
文
類
聚
』
巻
三
五
）
は
、
い
わ
ば
「
窮
愁
賦
」
で
、
九
章
構
成
に
従

う
べ
き
「
九
〜
」
と
は
別
の
も
の
で
あ
ろ
う
」㉖

と
し
て
別
作
品
と
見
て
い
る
。
趙

幼
文
氏
も
、
現
存
す
る
「
九
詠
」
の
冒
頭
句
「
芙
蓉
車
兮
桂
衡
」
が
『
北
堂
書
鈔
』

巻
一
四
一
に
「
擬
楚
辞
」
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、「
九
詠
」

は
「
九
歌
」
を
模
擬
し
て
作
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。
一
方
の
「
九
愁
賦
」
は
曹
植

は
、
同
じ
く
『
芸
文
類
聚
』
巻
三
十
五
に
収
載
さ
れ
て
い
る
繁
欽
の
「
愁
思
賦
」

と
「
弭
愁
賦
」
の
存
在
が
示
し
て
い
よ
う
。
繁
欽
の
「
愁
思
賦
」
は
曹
植
の
賦
と

同
様
、
秋
の
愁
い
を
詠
じ
た
も
の
で
『
初
学
記
』
巻
三
に
お
い
て
は
「
秋
思
賦
」

と
さ
れ
て
い
る
。
集
団
創
作
に
お
け
る
共
通
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
可
能
性
も
な
い

で
は
な
い
が
、
曹
植
の
賦
が
内
容
的
に
み
て
太
和
年
間
の
作
と
推
定
さ
れ
る
一
方

で
、
繁
欽
は
建
安
二
十
三
（
二
一
八
）
年
に
は
没
し
て
い
る
た
め
、
個
別
に
作
ら

れ
た
賦
と
み
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

繁
欽
の
「
愁
思
賦
」
は
、
秋
の
夜
に
眠
れ
ず
に
雨
音
を
聴
い
て
い
る
と
、「
心

は
沈
切
に
し
て
以
て
憂
を
増
」
し
て
き
て
、「
王
事
の
盬と

ど

ま
る
靡な

き
を
嗟な
げ

き
、
士

は
時
に
感
じ
て
情
悲
し
。
願
わ
く
は
身
を
出
し
て
以
て
役
に
徇し

た
がい

、
簡
書
に
式の

っ
とり

て
以
て
帰
る
を
忘
れ
ん
こ
と
を
。
時
に
陟ち

ょ
く
こ

し
て
以
て
旋
顧
し
、
涕な

み
だは

纓
を
漸ひ

た

し

て
晞か

わ

く
こ
と
鮮す

く
な

し
。
鳴
鶴
の
哀
音
を
聴
き
、
我
が
行
い
の
違
う
こ
と
多
き
を
知

る
」㉓

と
、
曹
操
の
た
め
に
尽
力
せ
ん
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
こ
の
「
愁
思
」
は
本

来
の
用
法
に
も
と
づ
く
も
の
と
言
え
よ
う
。
一
方
「
弭
愁
賦
」
は
「
愁
い
を
弭や

む
」、

つ
ま
り
憂
さ
晴
ら
し
の
賦
で
、「
愁
思
」
の
語
こ
そ
含
ん
で
い
な
い
が
、
そ
の
内

容
は
人
を
「
愁
」
え
さ
せ
る
ほ
ど
の
優
れ
た
美
女
の
さ
ま
を
描
く
も
の
で
あ
り
、

「
愁
」
は
繁
欽
自
身
の
愁
い
と
女
性
を
め
ぐ
る
愁
い
と
を
重
ね
た
意
味
を
含
ん
で

い
る
。

「
愁
思
」
を
含
め
た
「
愁
」
の
語
は
さ
ま
ざ
ま
に
創
作
や
解
釈
の
幅
を
持
た
せ

る
語
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
曹
植
は
そ
れ
を
効
果
的
に
利
用
し

た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。



五
五

愁
い
と
賦

哀
し
み
が
あ
る
。
南
方
の
辺
境
の
土
地
を
踏
み
、
遙
か
遠
く
ま
で
首
を
伸
ば
し

て
眺
め
や
る
も
の
の
、
徘
徊
す
る
ば
か
り
で
進
む
こ
と
も
で
き
ぬ
。
浮
雲
を
眺

め
て
た
め
息
を
つ
き
、
浮
雲
に
登
り
た
い
と
思
う
が
登
る
す
べ
も
な
い
。
栄
誉

や
愉
楽
を
求
め
る
と
い
う
の
で
は
な
い
、
か
つ
て
の
都
を
懐
か
し
く
思
う
の
で

あ
る
。
王
（
曹
丕
）
が
讒
言
を
耳
に
し
て
、
邪
な
輩
（
王
機
や
灌
均
）
の
嘘
偽

り
の
言
葉
を
受
け
入
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
恨
め
し
く
思
う
。
王
は
そ
の
威
光

で
も
っ
て
天
下
に
君
臨
し
、
忽
ち
私
（
曹
植
）
を
疑
う
こ
と
も
な
く
放
逐
し
て

し
ま
っ
た
。
高
い
陵
に
登
っ
て
振
り
返
り
見
て
、
心
に
愁
い
を
懐
き
つ
つ
憔
悴

し
て
い
る
。
先
王
（
曹
操
）
よ
り
与
え
ら
れ
た
盛
ん
な
恩
寵
を
思
い
、王
（
曹
丕
）

よ
り
恩
沢
の
施
さ
れ
な
い
こ
と
を
哀
し
む
。
危
亡
は
予
期
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る

と
は
い
う
も
の
の
、
君
主
（
曹
丕
）
を
遠
ざ
け
よ
う
と
す
る
心
が
あ
る
訳
で
は

な
い
。
桂
や
蘭
を
刈
っ
て
馬
に
秣
い
、
自
ら
の
馬
車
を
西
の
林
に
停
め
る
。
北

へ
帰
る
鴻
と
一
緒
に
飛
ん
で
行
き
た
い
と
願
う
も
の
の
、
高
く
飛
ん
で
そ
れ
に

取
り
付
く
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
歎
く
。
流
れ
飛
ぶ
雁
の
影
に
言
寄
せ
よ
う

と
す
る
が
、
鴻
の
声
は
一
た
び
鳴
け
ば
消
え
さ
っ
て
戻
っ
て
こ
な
い
。
世
の
趨

勢
が
い
よ
い
よ
危
う
い
方
向
へ
と
流
れ
て
い
く
こ
と
に
心
を
痛
め
、
ひ
と
り
哀

し
み
愁
い
て
い
る
。

屈
原
に
な
ぞ
ら
え
つ
つ
も
、
そ
の
ま
ま
曹
植
自
身
の
こ
と
と
読
め
る
内
容
に
な
っ

て
い
る
。
傍
線
部
の「
先
寵
の
旣
に
隆
な
る
を
念お

も

い
、後
施
の
遂
げ
ざ
る
を
哀
し
む
。

危
亡
の
豫は

か

ら
ず
と
雖
も
、
亮ま

こ
とに

君
を
遠
ざ
く
る
の
心
無
し
」
は
、
お
よ
そ
建
安
期

の
こ
と
ば
と
は
思
え
な
い
。
そ
の
他
の
傍
線
を
付
し
た
箇
所
に
見
え
る
願
望
が
遂

げ
ら
れ
な
い
と
歎
く
句
は
、
女
性
の
口
吻
を
借
り
て
自
ら
の
辛
い
心
情
を
吐
露
す

る
曹
植
の
詩
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
考
え
る

自
身
の
境
遇
を
述
べ
た
作
品
と
し
て
、
別
の
時
期
に
制
作
さ
れ
も
の
と
見
て
い
る㉗
。

い
ず
れ
の
説
が
正
し
い
か
は
ひ
と
ま
ず
措
く
と
し
て
、「
九
愁
賦
」
も
「
九
詠
」

も
「
九
〜
」
と
い
う
題
を
も
つ
以
上
、「
九
歌
」
や
「
九
章
」
を
大
前
提
と
し
て

踏
ま
え
て
い
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
む
し
ろ
気
に
な
る
の
は
、

同
じ
よ
う
な
作
で
あ
り
な
が
ら
、「
九
愁
賦
」に
は「
九
詠
」に
添
え
ら
れ
な
い「
賦
」

の
字
が
添
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
明
確
な
こ
と
は
何

も
言
え
な
い
が
、曹
植
自
身
に
よ
る
命
名
と
す
れ
ば
、「
賦
」
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
楚
辞
を
踏
ま
え
つ
つ
も
楚
辞
と
は
違
う
も
の
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る

意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。「
九
詠
」
に
つ
い
て
は
、
制
作
時

期
を
未
詳
と
す
る
趙
幼
文
氏
と
「
九
愁
賦
」
と
同
じ
く
黄
初
四
（
二
二
三
）
年
と

見
る
徐
公
持
氏
、
太
和
年
間
の
作
と
す
る
曹
海
東
氏
な
ど
、
一
定
し
な
い
。
一
方

の
「
九
愁
賦
」
は
徐
氏
、
趙
氏
と
も
に
黄
初
年
間
の
作
と
見
解
は
一
致
す
る
が
、

曹
氏
は
建
安
十
八
（
二
一
三
）
年
に
作
ら
れ
た
「
叙
愁
賦
」
と
と
も
に
、「
愁
思
賦
」

「
九
愁
賦
」
を
続
け
て
配
置
し
て
お
り
、
一
連
の
創
作
と
見
な
し
て
い
る
よ
う
で

あ
る㉘
。

こ
こ
で
「
九
愁
賦
」
の
冒
頭
の
一
節
を
見
て
み
る
と
、

嗟
離
思
之
難
忘
、
心
慘
毒
而
含
哀
。
踐
南
畿
之
末
境
、
越
引
領
之
徘
徊
。
捲

浮
雲
以
太
息
、
顧
攀
登
而
無
階
。
匪
徇
榮
而
愉
樂
、
信
舊
都
之
可
懷
。
恨
時
王

之
謬
聽
、受
奸
枉
之
虚
辭
。
揚
天
威
以
臨
下
、忽
放
臣
而
不
疑
。
登
高
陵
而
反
顧
、

心
懷
愁
而
荒
悴
。
念
先
寵
之
旣
隆
、
哀
後
施
之
不
遂
。
雖
危
亡
之
不
豫
、
亮
無

遠
君
之
心
。
刈
桂
蘭
而
秣
馬
、
含
余
車
於
西
林
。
願
接
翼
於
歸
鴻
、
嗟
高
飛
而

莫
攀
。
因
流
景
而
寄
言
、
響
一
絶
而
不
還
。
傷
時
俗
之
趨
險
、
獨
悵
望
而
長
愁
。

忘
れ
が
た
い
別
れ
の
思
い
に
胸
を
痛
め
、
心
に
は
激
し
い
怨
み
の
気
持
ち
と
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長
く
愁
う
」
と
二
度
も
「
愁
」
の
字
を
用
い
て
い
る
が
、
後
半
に
お
い
て
も
、

兢
昏

以
營
私
、
害
予
身
之
奉
公
。
共
朋
黨
而
妬
賢
、
俾
予
濟
乎
長
江
。
嗟

大
化
之
移
易
、
悲
性
命
之
攸
遭
。
愁
慊
慊
而
繼
懷
、
惟
慘
慘
而
情
挽
。

愚
昧
な
者
ど
も
は
競
っ
て
私
利
私
欲
に
は
し
り
、
私
の
出
仕
は
思
う
よ
う
に

な
ら
ぬ
。
徒
党
を
組
ん
で
賢
人
を
妬
み
、
私
を
長
江
の
向
こ
う
に
追
い
や
っ
た
。

国（
曹
丕
）か
ら
の
政
令
の
変
化
に
驚
き
、我
が
身
の
境
遇
を
悲
し
む
。
愁
は
悶
々

と
し
て
心
中
よ
り
わ
き
起
こ
り
、
愁
い
に
心
が
左
右
さ
れ
る
。

愁
戚
戚
其
無
爲
、
遊
綠
林
而
逍
遙
。
臨
白
水
以
悲
嘯
、
猿
驚
聽
以
失
條
。
亮

無
怨
而
弃
逐
、
乃
余
行
之
所
招
。

愁
い
に
心
ふ
さ
が
り
な
す
事
も
な
く
、
緑
の
林
を
さ
す
ら
う
。
川
に
臨
ん
で

悲
し
げ
に
う
た
い
、
猿
は
そ
の
声
に
驚
い
て
枝
か
ら
落
ち
る
ほ
ど
。
過
ち
な
く

し
て
遠
く
放
逐
さ
れ
た
の
は
、
私
の
行
い
が
招
い
た
も
の
。

と
繰
り
返
し
「
愁
」
字
を
挙
げ
、
執
拗
に
襲
っ
て
く
る
愁
い
と
、
そ
の
つ
ど
に
変

化
す
る
心
情
を
巧
み
に
描
き
分
け
て
い
る
。

梁
の
簡
文
帝
「
喜
疾

詩
」（『
芸
文
類
聚
』
巻
七
十
五
）
や
梁
の
元
帝
「
登
隄

望
水
詩
」（『
初
学
記
』
巻
六
）
な
ど
の
詩
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
愁
い
の
意
で
「
九
愁
」

の
語
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
は
曹
植
の
賦
に
由
来
す
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
曹
植
の
「
九
愁
賦
」
は
梁
代
に
は
盛
ん
に
読
ま
れ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
し
、
や
が
て
『
芸
文
類
聚
』
に
「
愁
」
が
立
項
さ
れ
て
、「
九
愁
賦
」

が
収
録
さ
れ
る
理
由
も
そ
の
あ
た
り
か
ら
窺
わ
れ
よ
う
。

次
に
「
釈
愁
文
」
は
、賦
に
近
い
内
容
を
も
つ
が
、賦
と
は
異
な
る
文
体
で
あ
り
、

李
兆
洛
選
輯
『
駢
体
文
鈔
』（
中
州
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）
で
は
「
雑
文
」

と
、
あ
く
ま
で
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、「
九
愁
賦
」
は
曹
丕
在
位
中
の
黄
初
年

間
の
作
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

「
九
愁
賦
」
が
黄
初
年
間
の
作
と
す
れ
ば
、
曹
丕
に
配
慮
し
た
物
言
い
を
す
る

必
要
が
あ
り
、
こ
の
切
実
な
内
容
を
持
て
ば
こ
そ
、
屈
原
を
下
敷
き
に
し
つ
つ
も
、

そ
れ
を
直
接
的
に
楚
辞
で
表
現
す
る
の
で
は
な
く
、「
賦
」
と
い
う
遊
戯
的
な
文

体
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
で
要
ら
ぬ
禍
を
回
避
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
九
章
構
成

を
採
ら
な
い
の
も
そ
う
し
た
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
賦
の
中

で
は
「
愁
い
」
を
主
題
と
し
、
現
状
へ
の
不
満
を
訴
え
な
が
ら
も
、
一
度
も
「
憂
」

の
字
は
使
用
し
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
後
漢
王
逸
の
「
九
思
」
に
は
、
ど
の
篇
に

も
「
憂
愁
」「
憂
心
」「
憂
国
」
と
「
憂
」
の
字
が
ち
り
ば
め
ら
れ
、
語
彙
か
ら
も

屈
原
が
想
起
さ
れ
る
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
曹
植
の
こ
の
賦
で
は
そ
れ
を

避
け
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
曹
植
も
賦
に
「
憂
」
字
を
用
い
る
例

は
あ
る
が
、
そ
れ
は
た
と
え
ば
、「
節
遊
賦
」
の
「
解
憂
」、「
感
節
賦
」「
娯
賓
賦
」

の
「
忘
憂
」、「
閑
居
賦
」
の
「
銷
憂
」
な
ど
い
ず
れ
も
「
憂
さ
晴
ら
し
」
の
意
味

で
あ
る
。
ま
た
賦
以
外
の
文
に
「
憂
」
字
を
用
い
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
「
表
」

か
「
誄
」
と
い
っ
た
公
文
書
で
あ
る
。「
九
愁
賦
」
は
楚
辞
を
ふ
ま
え
た
作
で
あ

り
な
が
ら
、
そ
の
要
素
を
極
力
排
除
し
、
も
っ
ぱ
ら
「
愁
」
と
い
う
語
と
女
性
の

歎
き
を
訴
え
る
よ
う
な
表
現
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
婉
曲
的
に
、
し
か
し
実

際
に
は
実
に
直
接
的
、
効
果
的
に
曹
植
の
悲
愁
を
伝
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る

と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

な
お
、
鈴
木
氏
は
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、「
九
愁
賦
」
は
「
窮
愁
賦
」
で
あ
る

と
見
て
い
る
が
、「
九
愁
」
は
む
し
ろ
さ
ま
ざ
ま
な
愁
い
の
意
で
あ
ろ
う
。
先
に

引
用
し
た
本
文
波
線
部
で
も
「
心
は
愁
い
を
懐
い
て
荒
悴
す
」、「
独
り
悵
望
し
て
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愁
い
と
賦

の
は
、
た
だ
心
が
ぼ
ん
や
り
と
し
て
い
る
状
態
の
と
き
に
、
招
か
ず
と
も
勝
手

に
や
っ
て
く
る
も
の
で
、
こ
れ
を
推
し
て
も
ど
こ
に
も
往
か
ず
、
探
し
て
も
ど

こ
に
あ
る
の
か
が
判
ら
ず
、
掴
も
う
と
し
て
も
手
の
ひ
ら
に
満
ち
る
こ
と
は
な

い
。
寂
し
く
長
い
夜
、
愁
い
は
群
れ
に
な
り
、
徒
党
を
組
ん
で
や
っ
て
き
て
、

そ
れ
も
ど
こ
か
ら
来
て
ど
こ
に
行
く
の
か
も
判
ら
な
い
ま
ま
、
私
の
精
神
を
か

き
乱
す
。
愁
い
が
や
っ
て
く
る
と
前
に
進
む
こ
と
も
難
し
く
な
る
の
に
、
去
る

と
き
に
は
そ
の
あ
と
を
追
う
の
は
容
易
く
、
食
事
を
前
に
し
て
も
喉
を
通
ら
ぬ

ほ
ど
苦
し
み
、
怨
み
や
悩
み
の
た
め
に
声
も
出
な
く
な
る
。
化
粧
を
し
て
も
つ

や
も
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
肴
で
酒
を
飲
ん
で
も
ふ
く
よ
か
に
な
り
も
せ
ず
、
火

の
つ
い
た
石
で
温
め
て
も
愁
い
は
消
え
る
こ
と
は
な
く
、
神
膏
を
こ
す
り
つ
け

て
も
な
く
な
ら
ず
、
笑
い
に
よ
っ
て
受
け
止
め
て
も
楽
し
く
は
な
ら
ず
、
管
弦

の
楽
で
楽
し
ん
で
も
悲
し
み
を
増
す
だ
け
で
あ
る
。
春
秋
時
代
の
名
医
で
あ
る

医
和
が
可
能
な
か
ぎ
り
考
え
を
巡
ら
し
て
も
手
の
施
し
よ
う
が
な
い
も
の
で

す
。
先
生
、
私
の
た
め
に
教
え
導
い
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
」
と
。

こ
の
あ
と
先
生
の
教
え
が
続
い
て
記
さ
れ
る
が
、
そ
の
概
要
は
、
愁
い
に
と
り
つ

か
れ
る
の
は
名
誉
と
利
益
に
拘
泥
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
先
生
に
「
無
為
の
薬
」

を
処
方
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
愁
い
が
消
え
る
と
い
う
も
の
で
、
曹
植
の
道
家
思

想
に
対
す
る
関
心
を
示
す
作
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。

福
井
佳
夫
氏
は
、
明
の
張
溥
が
『
漢
魏
六
朝
百
三
家
集
』
の
「
楊
侍
郎
集
題
詞
」

に
お
い
て
「
逐
貧
の
賦
は
解
嘲
よ
り
長
ず
、
釈
愁
、
送
窮
、
文
士
の
調
脱
は
、
多

く
此
に
原も

と

づ
く
（
逐
貧
賦
長
於
解
嘲
、
釋
愁
送
窮
、
文
士
調
脫
、
多
原
於
此
）」

と
記
す
一
文
を
挙
げ
、
道
家
思
想
へ
の
憧
れ
に
も
と
づ
く
作
と
い
う
よ
り
は
、
貧

乏
神
を
追
い
払
お
う
と
し
て
議
論
す
る
と
い
う
ユ
ー
モ
ア
溢
れ
る
揚
雄
の
「
逐
貧

に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
徐
師
曾
『
文
体
明
弁
序
説
』（
人
民
文
学
出
版
社
、

一
九
八
二
年
）
で
は
「
釈
」
と
い
う
条
を
設
け
て
お
り
、
そ
こ
で
は
「
釈
は
解
で

あ
る
」
と
し
て
、
先
行
す
る
作
品
に
蔡
邕
の
「
釈
誨
」、
郤
正
の
「
釈
譏
」、
皇
甫

謐
の
「
釈
勧
」、
束
晢
の
「
玄
居
釈
」
な
ど
を
挙
げ
て
い
る㉙
。
こ
れ
ら
は
先
の
『
駢

体
文
鈔
』
で
は
、宋
玉
の
「
対
楚
王
問
」、東
方
朔
の
「
答
客
難
」、揚
雄
の
「
解
嘲
」

な
ど
に
続
く
も
の
と
し
て
、「
設
辞
」、
つ
ま
り
『
文
選
』
の
分
類
に
よ
る
「
設
論
」

に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

基
本
的
に
は
問
答
形
式
に
よ
る
議
論
を
通
じ
て
、
一
つ
の
テ
ー
マ
を
究
明
し
て

い
く
内
容
で
あ
っ
て
、
遊
戯
的
な
文
体
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
冒
頭
を
少
し
く

引
用
す
る
と
、

予
以
愁
慘
、行
吟
路
邊
、形
容
枯
悴
、憂
心
如
焚
。
有
玄
虚
先
生
見
而
問
之
曰
、

子
將
何
疾
以
至
於
斯
。
答
曰
、
吾
所
病
者
、
愁
也
。
先
生
曰
、
愁
是
何
物
、
而

能
病
子
乎
。
答
曰
、
愁
之
爲
物
、
惟
惚
惟
怳
、
不
召
自
來
、
推
之
弗
徃
、
尋
之

不
知
其
際
、握
之
不
盈
一
掌
。
寂
寂
長
夜
、或
羣
或
黨
、去
來
無
方
、亂
我
精
爽
。

其
來
也
難
進
、
其
去
也
易
追
、
臨

困
於
哽
咽
、
煩
寃
毒
於
酸
嘶
。
加
之
以
粉

飾
不
澤
、
飲
之
以
兼
肴
不
肥
、
温
之
以
火
石
不
消
、
摩
之
以
神
膏
不
稀
、
受
之

以
巧
笑
不
悦
、樂
之
以
絲
竹
增
悲
。
醫
和
絶
思
而
無
措
、先
生
豈
能
爲
我
蓍
龜
乎
。

私
は
愁
い
の
気
持
ち
に
心
を
痛
め
、
歩
き
な
が
ら
吟
じ
、
そ
の
姿
は
憔
悴
し
、

憂
い
の
心
は
焼
か
れ
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
玄
虚
先
生
と
い
う
人
物
に
会
う

と
、
先
生
は
私
に
尋
ね
て
言
っ
た
。「
あ
な
た
は
何
の
病
気
が
あ
っ
て
こ
の
よ

う
な
状
態
に
な
ら
れ
た
の
で
す
か
。」
私
は
答
え
て
い
っ
た
。「
私
の
病
気
は
愁

い
で
す
。」
先
生
が
言
う
に
は
、「
愁
い
と
は
何
で
し
ょ
う
。
あ
な
た
を
病
気
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
か
」
と
。
私
は
答
え
て
言
っ
た
。「
愁
と
い
う
も
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い
う
文
体
で
解
明
す
る
対
象
を
「
愁
」
と
す
る
こ
と
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た

か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、福
井
氏
は「
釈
愁
文
」の
創
作
意
図
に
つ
い
て
は
問
題
に
し
て
い
な
い
が
、

単
に
遊
戯
的
な
文
体
と
し
て
曹
植
が
こ
の
作
品
を
書
い
た
と
も
思
わ
れ
な
い
。「
釈

愁
文
」
の
制
作
年
代
が
徐
氏
、
趙
氏
が
指
摘
す
る
と
お
り
太
和
年
間
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
こ
れ
ま
で
に
は
詠
ん
だ
こ
と
の
な
い
文
体
で
自
己
の
つ
ら
い
心
情
を
よ
り

印
象
強
く
表
そ
う
と
す
る
意
図
が
曹
植
に
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
考
え

ら
れ
る
の
は
、
さ
き
に
引
用
し
た
「
釈
愁
文
」
の
冒
頭
を
見
れ
ば
、「
予
は
愁
い

を
以
て
惨い

た

み
、
行
き
て
路
辺
に
吟
じ
、
形
容
枯
悴
し
、
憂
心
は
焚
か
る
る
が
如
し
」

と
、「
九
愁
賦
」
で
は
用
い
な
か
っ
た
「
憂
」
字
を
使
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
は
太
和
年
間
に
入
り
、
境
遇
は
さ
し
て
変
わ
ら
ぬ
も
の
の
、
曹
丕
時
代
よ
り

は
上
表
文
を
繰
り
返
し
奉
る
こ
と
が
で
き
る
余
裕
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
中

で
、
あ
ら
た
め
て
自
ら
の
「
愁
い
」
の
も
と
は
「
失
志
」
に
あ
る
の
で
あ
る
と
宣

言
す
る
か
の
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
と
き
に
、
自
ら
の
心
情
を

す
べ
て
さ
ら
け
出
す
に
は
、
や
は
り
「
釈
」
と
い
う
遊
戯
的
文
体
に
結
局
は
頼
ら

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

「
愁
」
と
い
う
題
材
を
賦
に
取
り
こ
む
こ
と
は
、
曹
植
に
と
っ
て
は
よ
り
効
果

的
に
、
か
つ
安
全
に
物
を
言
う
一
つ
の
仕
掛
け
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
そ

の
仕
掛
け
の
お
か
げ
で
、
曹
植
の
賦
は
優
れ
て
抒
情
的
な
作
と
な
り
得
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
曹
植
の
文
学
は
主
張
が
明
快
で
一
貫
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
非
常
に

賦
」
に
連
な
る
遊
戯
的
な
作
品
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る㉚
。
確
か
に
曹
植
の

「
釈
愁
文
」
に
も
そ
う
し
た
要
素
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
こ
こ
で

は
こ
の
一
文
が
遊
戯
的
か
否
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
そ
の
文
体
の
テ
ー
マ
と
し

て
「
愁
」
を
選
択
し
た
こ
と
の
意
味
を
ま
ず
は
考
え
た
い
。

福
井
氏
は
「
逐
貧
賦
」
と
「
釈
愁
文
」
を
比
較
す
る
と
、
い
ず
れ
も
「
つ
か
ま

え
ど
こ
ろ
の
な
い
抽
象
物
（「
貧
」
と
「
愁
」）」
を
描
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
指

摘
し
て
い
る㉛
。
ま
た
追
い
払
っ
て
も
つ
き
ま
と
い
つ
づ
け
る
愁
い
の
描
写
は
、「
逐

貧
賦
」
に
す
で
に
見
ら
れ
る
描
写
だ
と
も
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
福
井
氏
の
指
摘

す
る
と
お
り
、
抽
象
的
な
題
材
を
取
り
上
げ
る
の
は
揚
雄
の
手
法
を
採
り
入
れ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
当
時
、
見
え
な
い
も
の
を
捉
え
よ
う

と
す
る
、
あ
る
い
は
可
視
化
す
る
と
い
う
試
み
が
、
曹
植
の
作
品
の
中
で
は
積
極

的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
関
わ
り
が
あ
ろ
う
し32
、
曹
植
以
外
の
詩
人
に
も
そ

う
し
た
関
心
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、漢
代
の
楽
府
古
辞
で
あ
る
「
古
歌
」（『
全
漢
詩
』
巻
十
）
に
は
「
秋

風
蕭
蕭
と
し
て
人
を
愁
殺
す
。
出
で
て
は
亦
た
愁
え
、
入
り
て
は
亦
た
愁
う
。
座

中
何
れ
の
人　

誰
か
憂
い
を
懐
か
ざ
る
（
秋
風
蕭
蕭
愁
殺
人
。
出
亦
愁
、
入
亦
愁
。

座
中
何
人
誰
不
懷
憂
）」
と
い
っ
た
表
現
が
あ
り
、見
え
な
い
風
の
動
き
に
よ
っ
て
、

見
え
な
い
愁
い
が
生
ま
れ
る
さ
ま
を
詠
ん
で
い
る
。
ま
た
曹
丕
の「
善
哉
行
」（『
文

選
』
巻
二
十
七
）
に
は
「
憂
い
来
た
る
に
方
無
し
、
人
の
之
を
知
る
莫
し
（
憂
來

無
方
、人
莫
之
知
）」、愁
い
は
ど
こ
か
ら
や
っ
て
く
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
、「
釈

愁
文
」
に
通
ず
る
内
容
を
詠
っ
て
い
る
。
曹
丕
の
詩
を
も
ち
ろ
ん
曹
植
は
読
ん
だ

で
あ
ろ
う
し
、
創
作
に
お
い
て
、
そ
の
措
辞
を
踏
ま
え
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た

で
あ
ろ
う33
。
曹
丕
の
詩
の
存
在
は
曹
植
自
ら
の
関
心
と
も
相
俟
っ
て
、「
釈
」
と



五
九

愁
い
と
賦

作
品
に
も
、
曹
植
が
開
い
た
新
た
な
賦
の
詠
み
方
へ
の
試
み
が
遠
く
響
い
て
い
る

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
注
）

①　

  

馬
積
高
『
歴
代
辞
賦
研
究
史
料
概
述
』、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
一
年
、

七
十
六
・
七
十
七
頁
。
お
よ
び
同
氏
『
賦
史
』、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
七
年
、

一
四
四
〜
一
四
七
頁
。

②　

  

程
章
燦
『
魏
晋
南
北
朝
賦
史
』、
江
蘇
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
二
年
、
四
十
頁
、
お

よ
び
第
二
章
第
三
節
「
斑

的
情
感
世
界
」。

③　

前
掲
注
①
『
賦
史
』
一
四
六
頁
。

④　

  

東
京
教
育
大
学
文
学
部
紀
要
『
国
文
学
漢
文
学
論
叢
』
第
七
輯
、
一
九
六
二
年
、

一
〇
一
頁
。

⑤　

前
掲
注
④
、
九
十
頁
。

⑥　

前
掲
注
②
七
十
九
〜
八
十
三
頁
。

⑦　

  

注
②
前
掲
書
四
十
二
〜
四
十
四
頁
。
た
と
え
ば
蔡
邕
「
霖
雨
賦
」
に
対
し
て
応

・

王
粲
・
曹
丕
・
曹
植
の
「
愁
霖
賦
」、蔡
邕
「
述
行
賦
」
に
対
し
て
は
応

「
撰
征
賦
」、

曹
丕
「
述
征
賦
」、
曹
植
「
述
行
賦
」「
述
征
賦
」
な
ど
の
十
一
作
品
、
蔡
邕
「
青

衣
賦
」
に
対
し
て
は
応
・
王
粲
・
楊
修
・
丁

の
「
神
女
賦
」、
曹
植
の
「
洛
神
賦
」

と
い
っ
た
よ
う
に
、
蔡
邕
の
賦
と
類
似
し
た
題
を
も
つ
三
曹
お
よ
び
建
安
七
子
の

作
品
八
題
を
挙
げ
、
蔡
邕
の
影
響
に
触
れ
て
い
る
。

⑧　

注
②
前
掲
書
四
十
六
〜
四
十
七
頁
お
よ
び
附
表
。

⑨　

注
②
前
掲
書
五
十
九
〜
七
十
三
頁
。

⑩　
  

鈴
木
氏
は
曹
丕
・
曹
植
・
応

の
「
愁
霖
賦
」
を
「
霖
雨
の
感
傷
を
展
開
さ
せ
る

も
の
で
、
そ
の
意
味
で
は
ま
た
、
感
傷
を
た
の
し
む
賦
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

注
④
前
掲
論
文
七
十
九
頁
。

⑪　

注
②
前
掲
書
六
十
二
〜
六
十
四
頁
。

⑫　

  

宋
、
王
観
国
『
学
林
』
巻
七
「
四
愁
詩
序
」。

欽
立
『
先
秦
漢
魏
晋
南
北
朝
詩
』、

中
華
書
局
、
一
九
八
三
年
、
一
八
〇
頁
。

⑬　

  

原
文
は
以
下
の
通
り
。「
憂
來
如
尋
環
、
匪
席
不
可
捲
。」（
後
漢
、
秦
嘉
「
贈
婦
詩
」

純
粋
で
真
っ
直
ぐ
な
詩
文
を
書
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
は
言
葉
の

端
々
に
ま
で
注
意
深
く
神
経
を
と
が
ら
せ
て
書
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が

結
果
と
し
て
曹
植
自
身
の
作
品
の
質
を
高
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の

試
み
は
時
代
を
経
て
後
世
に
も
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。

「
愁
い
」
の
賦
そ
の
も
の
は
、
本
論
の
初
め
に
記
し
た
よ
う
に
、
そ
の
後
も
多

く
は
生
ま
れ
な
い
。
た
だ
、
人
間
の
情
感
に
ま
つ
わ
る
事
柄
を
賦
の
題
材
に
す
る

と
か
、
抽
象
的
な
概
念
を
賦
に
よ
っ
て
具
象
化
す
る
と
い
っ
た
例
は
、
曹
植
以
降

い
く
つ
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

清
の
陳
元
龍
『
歴
代
賦
彙
』
は
、
賦
を
テ
ー
マ
ご
と
に
分
類
し
歴
代
の
代
表
的

な
作
品
を
並
べ
て
い
る
が
、
外
集
巻
十
七
「
情
感
」
所
収
の
作
品
を
挙
げ
る
と
、

笑
賦
（
晋 

孫
楚
）　

歡
賦
有
序
（
明 

屠
隆
）　

恨
賦
（
梁 

江
淹
）　

擬
恨
賦
（
唐 

李
白
）　

擬
恨
賦
有
序
（
明 

李
東
陽
）

泣
賦
（
梁 

江
淹
）　

別
涙
賦
（
明 

張
明
弼
）　

離
憂
賦
（
宋 
梅
堯
臣
）

九
愁
賦
（
魏 

曹
植
）　

叙
愁
賦
有
序
（
魏 

曹
植
）
序
愁
賦
（
梁 
簡
文
帝
）

愁
賦
（
唐 

符
載
）　

愁
賦
（
明 

王
世
貞
）　

坐
愁
賦
有
序
（
宋 

晁
補
之
）

四
愁
賦
（
明 

黃
淮
）

江
上
愁
心
賦
贈
趙
侍
郎
（
唐 

張
説
）　

謝
燕
公
江
上
愁
心
賦
（
唐 

趙
冬
曦
）

江
上
愁
心
賦
（
宋 

李
綱
）

と
あ
り
、「
情
感
」
と
し
て
括
ら
れ
る
一
連
の
賦
の
中
で
そ
の
最
も
古
い
作
品
が

曹
植
の
「
愁
」
の
賦
で
あ
る
こ
と
が
、
改
め
て
確
認
で
き
よ
う
。
直
接
的
に
は
関

連
は
な
く
と
も
、
た
と
え
ば
「
文
」
と
い
う
抽
象
的
な
概
念
を
詳
細
に
分
析
に
し

よ
う
と
す
る
陸
機
の
「
文
賦
」
の
発
想
や
、同
じ
く
陸
機
の
「
別
賦
」、江
淹
の
「
恨

賦
」、
梁
の
簡
文
帝
の
「
悔
賦
」
な
ど
、
こ
の
陳
元
龍
の
分
類
に
は
挙
が
ら
な
い



六
〇

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
九
号

序
に
「
仰
見
圖
畫
、
因
書
其
壁
、
何
而
問
之
、
以
渫
憤
懣
、
舒
瀉
愁
思
。」
な
お
、『
芸

文
類
聚
』
巻
三
十
五
は
「
何
」
を
「
呵
」
に
作
る
。

⑱　

  

原
文
は
以
下
の
通
り
。「
孝
武
皇
帝
陳
皇
后
、
時
得
幸
頗
妬
。
別
在
長
門
宮
、
愁
悶

悲
思
。
…
日
黄
昏
而
望
絶
兮
、
悵
獨
託
於
空
堂
。
懸
明
月
以
自
照
兮
、
徂
清
夜
於

洞
房
。
援
雅
琴
以
變
調
兮
、
奏
愁
思
之
不
可
長
」（『
文
選
』
巻
十
六
哀
傷
）

⑲　

  

原
文
は
以
下
の
通
り
。
費
昶
「
長
門
后
怨
」（『
玉
台
新
詠
』
巻
六
）「
愁
思
且
歸
牀
、

羅
襦
方
掩
泣
」、劉
令
嫺
「
徐

妻
雜
詩
（
和
婕
妤
怨
）」（『
玉
台
新
詠
』
巻
八
）「
日

落
應
門
閉
、
愁
思
百
端
生
」、
薛
道
衡
「
豫
章
行
」（『
楽
府
詩
集
』
巻
三
十
四
）「
樓

中
愁
思
不
開
嚬
、
始
復
臨
牕
望
早
春
。」

⑳　

注
②
前
掲
書
七
十
三
頁
。

㉑　

  

趙
幼
文
『
曹
植
集
校
注
』（
人
民
文
学
出
版
社
、一
九
八
四
年
）
お
よ
び
徐
公
持
『
曹

植
年
譜
考
証
』（
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）
に
よ
る
。

㉒　

注
㉑
趙
幼
文
前
掲
書
四
七
三
頁
。

㉓　

  

原
文
は
以
下
の
通
り
。「
何
旻
秋
之
慘
慘
、
處
閑
夜
而
懷
愁
。
潜
白
日
於
玄
陰
、
翳

朗
月
於
重
幽
。
零
雨
濛
其
迅
集
、
潢
淹
汩
以
横
流
。
聽
峻
階
之
回
霤
、
心

切
以

增
憂
。
嗟
王
事
之
靡
盬
、
士
感
時
而
情
悲
。
願
出
身
以
徇
役
、
式
簡
書
以
忘
歸
。

時
陟

以
旋
顧
、
涕
漸
纓
而
鮮
晞
。
聽
鳴
鶴
之
哀
音
、
知
我
行
之
多
違
。
悵
俯
仰

而
自
憐
、
志
荒
咽
而
摧
威
。
聊
弦
歌
以
厲
志
、
勉
奉
職
於
閨

。」

㉔　

注
①
前
掲
書
一
五
三
頁
。

㉕　

  

注
①
前
掲
書
一
五
三
頁
。
ま
た
「
九
詠
」
の
「
先
后　

悔
ゆ
る
も
其
れ
及
ぶ
靡
く
、

冀
わ
く
は
后
王
の
一
た
び
悟
ら
ん
こ
と
を
」
以
下
の
後
半
部
分
は
「
九
愁
賦
」
の

脱
文
で
あ
り
、
後
人
が
誤
っ
て
「
九
詠
」
に
補
入
し
た
と
す
る
説
も
あ
る
。
曹
海

東
注
訳
・
蕭
麗
華
校
閲
『
新
訳
曹
子
建
集
』、
三
民
書
局
、
二
〇
〇
三
年
、
四
四
三

〜
四
四
四
頁
に
紹
介
さ
れ
る
楊
柳
橋
氏
の
説
。
原
文
未
見
。

㉖　

注
④
前
掲
論
文
、
九
十
四
頁
補
注
。

㉗　

注
㉑
参
照
。

㉘　

注
㉑
・
㉕
を
参
照
。

㉙　

  

原
文
は
以
下
の
通
り
。「
按
字
書
云
、釋
、解
也
。
文
既
有
解
、又
復
有
釋
、則
釋
者
、

解
之
別
名
也
。
蓋
自
蔡
邕
作
釋
誨
、
而
郤
正
釋
譏
、
皇
甫
謐
釋
勸
、
束
晢
玄
居
釋
、

相
繼
有
作
、
然
其
詞
旨
不
過
逓
相
祖
述
而
巳
。」

三
首
其
一
。『
玉
台
新
詠
』
巻
一
）、「
憂
愁
不
能
寐
、攬
衣
起
徘
徊
」（「
古
詩
十
九
首
」

其
十
九
『
文
選
』
巻
二
十
九
。『
玉
台
新
詠
』
巻
一
）、「
沈
陰
結
愁
憂
、愁
憂
爲
誰
興
。

…
時
不
可
再
得
、
何
爲
自
愁
惱
」（
徐
幹
「
室
思
詩
」『
玉
台
新
詠
』
巻
一
）、「
何

以
結
愁
悲
、白
絹
雙
中
衣
。
…
望
君
不
能
坐
、悲
苦
愁
我
心
」（
繁
欽
「
定
情
詩
」『
玉

台
新
詠
』
巻
一
）、「
願
從
君
兮
終
沒
、
愁
何
可
兮
久
懷
」（
曹
丕
「
寡
婦
詩
」『
芸

文
類
聚
』
巻
三
十
四
）、「
賤
妾
煢
煢
守
空
房
、
憂
來
思
君
不
敢
忘
。」（
曹
丕
「
燕

歌
行
」
二
首
其
一
『
文
選
』
巻
二
十
七
、『
玉
台
新
詠
』
巻
九
）

⑭　

  

原
文
は
以
下
の
通
り
。「
生
年
不
滿
百
、
常
懷
千
歲
憂
。」（「
古
詩
十
九
首
」
其
十
五

『
文
選
』
巻
二
十
九
）「
百
慮
何
爲
、
至
要
在
我
。
寄
愁
天
上
、
埋
憂
地
下
」（
仲
長

統
「
見
志
詩
」
二
首
其
二
『
後
漢
書
』
仲
長
統
伝
）、「
慨
當
以
慷
、
憂
思
難
忘
。

以
何
解
愁
、唯
有
杜
康
」（
曹
操
「
短
歌
行
」『
文
選
』
巻
二
十
七
）、「
君
子
多
苦
心
、

所
愁
不
但
一
」（
曹
丕
「
善
哉
行
」『
宋
書
』
楽
志
三
）、「
方
舟
溯
大
江
、
日
暮
愁

我
心
。
…
覊
旅
無
終
極
、
憂
思
壯
難
任
」（
王
粲
「
七
哀
詩
」
三
首
其
二
『
文
選
』

巻
二
十
三
）、「
愴
愴
懷
殷
憂
、
殷
憂
不
可
居
。」（
呉
質
「
思
慕
詩
」『
三
国
志
』
王

粲
伝
附
呉
質
伝
）

⑮　

  

原
文
は
以
下
の
通
り
。
秦
嘉
「
贈
婦
詩
」
三
首
其
二
「
針
藥
可
屢
進
、愁
思
難
爲
數
。」

（『
玉
台
新
詠
』
巻
一
）、「
古
詩
十
九
首
」
其
十
九
「
憂
愁
不
能
寐
、
攬
衣
起
徘
徊
。

…
出
戶
獨

徨
、愁
思
當
告
誰
」（『
文
選
』
巻
二
十
九
。『
玉
台
新
詠
』
巻
一
）、「
為

焦
仲
卿
妻
作
」「

日
欲
暝
、
愁
思
出
門
啼
。」（『
玉
台
新
詠
』
巻
一
）

⑯　

  

た
と
え
ば
、宋
の
鮑
照
「
擬
行
路
難
」
十
八
首
（『
鮑
明
遠
集
』
巻
八
）
其
九
に
「
君

金
釵
瑇
瑁
簪
、
不
忍
見
之
益
愁
思
」、
同
其
十
七
に
「
日
月
流
邁
不
相
饒
、
令
我
愁

思
怨
恨
多
」
と
あ
る
。
ま
た
梁
の
江
淹
「
石
上
菖
蒲
詩
」（『
芸
文
類
聚
』
巻

八
十
一
）
に
「
不
見
空
閨
裏
、
縱
橫
愁
思
端
」、
梁
の
簡
文
帝
「
寒
閨
詩
」（『
玉
台

新
詠
』
巻
十
）
に
「
譬
喻
持
相
比
、那
堪
不
愁
思
」、梁
の
庾
肩
吾
「
和
徐
主
簿
望
月
」

（『
芸
文
類
聚
』
巻
一
）
に
「
樓
上
徘
徊
月
、
窗
中
愁
思
人
」
と
い
っ
た
例
が
あ
る
。

な
お
、
曹
丕
の
「
雑
詩
」
二
首
其
一
に
「
鬱
鬱
と
し
て
悲
思
多
く
、
綿
綿
と
し
て

故
郷
を
思
う
」
と
い
う
句
が
あ
る
が
、『
文
選
』
で
は
「
悲
思
」
に
作
り
、『
芸
文

類
聚
』
巻
二
十
七
行
旅
で
は
「
愁
思
」
に
作
る
。

⑰　

  

原
文
は
以
下
の
通
り
。
宋
玉
「
高
唐
賦
」（『
文
選
』
巻
十
九
）
に
「
長
吏

官
、

賢
士
失
志
、
愁
思
無
已
、
歎
息
垂
淚
。」
後
漢
王
逸
『
楚
辞
章
句
』「
天
問
章
句
」



六
一

愁
い
と
賦

㉚　
  

福
井
佳
夫
『
六
朝
の
遊
戯
文
学
』（
汲
古
書
院
、二
〇
〇
七
年
。
第
三
章　

揚
雄
「
逐

貧
賦
」
論
。）

㉛　

注
㉚
前
掲
書
九
十
三
頁
。

32　

  

拙
論
「「
光
」
と
「
風
」
を
め
ぐ
っ
て
―
曹
植
を
中
心
に
」（『
未
名
』
第
十
四
号
、

一
九
九
六
年
。）

33　

 

曹
植
が
曹
丕
の
詩
句
を
踏
ま
え
た
表
現
を
意
識
的
に
用
い
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
拙
論
「
曹
植
の
「
罪
」
と
こ
と
ば
」（『
未
名
』
第
三
十
四
号
、
二
〇
一
六
年
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
二
〇
一
七
年
十
月
二
日
受
理
）

（
は
や
し　

か
な　

文
学
部
日
本
・
中
国
文
学
科
准
教
授
）


