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王
惲
詩
に
現
れ
る
農
民

─
喪
亂
詩
を
繼
ぐ
も
の

─

髙
橋
幸
吉

一
．
は
じ
め
に

金
朝
滅
亡
後
、
蒙
元
初
期
の
華
北
の
詩
壇
は
元
好
問
が
牽
引
し
、
多
く
の
詩
人
た
ち
が
元
好
問
詩
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
と
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
時
代
で
詩
文
集
が
現
存
す
る
人
物
は
少
な
く
、
具
體
的
な
影
響
關
係
を
詳
細
に
考
察
し
た
研
究
が
未
だ
無

い
。
本
稿
で
は
蒙
元
初
期
の
詩
壇
で
比
較
的
重
要
な
位
置
を
占
め
、
詩
文
集
が
現
存
す
る
王
惲
（
一
二
二
七
～
一
三
〇
四
（
の
詩
を
取

り
上
げ
る
。

王
惲
は
元
好
問
に
傾
倒
し
て
お
り
、『
四
庫
全
書
總
目
提
要
』
で
も
「
惲
の
文
章
は
自
ら
謂
ふ
ら
く
元
好
問
に
學
ぶ
と
、
…
（
中
略
（

…
亦
た
能
く
遺
山
を
嗣
響
す
（
惲
文
章
自
謂
學
於
元
好
問
、
…
亦
能
嗣
響
遺
山
（」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
で
は
王
惲
詩
と
元
好
問
詩
に

は
い
か
な
る
類
似
性
が
見
ら
れ
、
そ
の
中
で
王
惲
詩
獨
自
の
特
徴
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
要
素
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
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王
惲
に
つ
い
て
は
史
學
に
お
い
て
そ
の
著
作
が
資
料
と
し
て
多
く
引
用
さ
れ
る
が
、
文
學
的
側
面
に
つ
い
て
は
二
〇
一
〇
年
代
半
ば

か
ら
よ
う
や
く
幾
つ
か
の
論
文
が
發
表
さ
れ
始
め
た
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
詩
文
の
價
値
に
つ
い
て
は
全
く
定
ま
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は

金
詩
か
ら
元
詩
へ
の
影
響
を
探
り
つ
つ
、
詩
人
王
惲
の
位
置
づ
け
を
模
索
し
た
い
。

二
．
蒙
元
初
期
の
華
北
と
北
方
詩
壇

モ
ン
ゴ
ル
の
南
進
に
伴
い
、
金
朝
は
貞
祐
二
年
（
一
二
一
四
（
開
封
へ
と
遷
都
す
る
。
こ
の
と
き
女
真
族
を
伴
っ
て
南
方
へ
避
難
し

た
が
、
女
真
は
皆
兵
制
度
に
よ
り
軍
事
や
治
安
維
持
な
ど
の
主
な
擔
い
手
で
あ
っ
た
た
め
、
金
朝
が
放
棄
し
た
地
域
は
軍
事
的
空
白
地

域
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
殘
さ
れ
た
人
々
が
自
衞
す
る
ほ
か
無
く
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
幾
つ
か
の
小
集
團
と
し
て
モ
ン
ゴ
ル

と
金
の
間
で
離
合
集
散
を
繰
り
返
し
て
い
た
。
こ
の
狀
況
に
加
え
モ
ン
ゴ
ル
が
金
朝
を
滅
ぼ
し
た
後
も
、
モ
ン
ゴ
ル
に
よ
る
略
奪
が
横

行
し
、
財
貨
や
人
間
を
略
取
す
る
こ
と
が
頻
繁
に
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
人
口
は
激
減
し
、『
元
史
』
の
記
述
で
は
中
統
年
間
の
記
錄

と
し
て
百
四
十
七
万
六
千
百
四
十
六
戸（
１
（と
い
う
數
字
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
金
朝
泰
和
七
年
の
七
百
六
十
八
万
四
千
四
百
三

十
八
戸（
２
（と
較
べ
て
五
分
の
一
以
下
に
過
ぎ
な
い
。
多
く
の
人
口
が
戰
亂
に
よ
っ
て
失
わ
れ
、
政
府
が
把
握
し
得
た
定
住
者
は
五
十
數
年

間
で
八
割
以
上
減
少
し
て
い
る
狀
況
に
あ
っ
た
。

ま
た
モ
ン
ゴ
ル
の
本
格
的
侵
攻
が
始
ま
っ
て
か
ら
金
朝
が
滅
亡
す
る
ま
で
二
十
年
餘
り
の
時
間
が
あ
り
、
そ
の
間
縮
小
し
續
け
た
領

土
か
ら
戰
費
を
捻
出
し
た
た
め
、
金
朝
統
治
下
の
地
域
も
す
で
に
疲
弊
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
狀
況
の
な
か
で
建
國
初
期
の
元
朝
は

流
民
を
郷
里
に
返
し
、
農
地
の
保
護
と
屯
田
に
よ
る
開
墾
な
ど
の
農
業
政
策
に
力
を
注
ぐ
こ
と
に
よ
り
、
少
し
ず
つ
華
北
社
會
の
安
定

と
生
產
力
を
回
復
さ
せ
て
い
っ
た
。
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一
方
で
文
學
活
動
に
目
を
向
け
る
と
、
華
北
の
詩
壇
で
は
、
元
好
問
が
フ
ビ
ラ
イ
卽
位
の
三
年
前
、
一
二
五
三
年
に
世
を
去
っ
た
。

こ
の
後
フ
ビ
ラ
イ
の
治
世
で
は
詩
文
の
中
心
的
存
在
と
な
る
、
盟
主
た
り
う
る
人
物
は
出
現
し
な
か
っ
た
。
こ
の
狀
況
を
査
洪
德
氏
は

「
元
好
問
無
き
元
好
問
時
代（
３
（」

と
概
括
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
後
の
狀
況
に
つ
い
て
、『
元
詩
選
』
の
編
者
顧
嗣
立
は
『
寒
廳
詩
話
』

で
「
東
南
は
倡
ふ
る
に
趙
松
雪
孟
頫
よ
り
…
（
中
略
（
…
時
の
平
を
承
く
る
に
際
し
、
盡
く
宋
金
の
餘
習
を
洗
ひ
、
而
し
て
詩
學
之
が

爲
に
一
變
す
（
東
南
倡
自
趙
松
雪
孟
頫
…
時
際
承
平
、
盡
洗
宋
金
餘
習
、
而
詩
學
爲
之
一
變（
４
（（。」

と
い
う
認
識
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
元
人
の
認
識
と
も
お
お
む
ね
一
致
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
蘇
天
爵
は
「
我
が
國
家
は
中
國
を
平
定
し
、
士
は
金
宋
の
餘
習
を
踵つ

ぎ
、

文
辭
は
率お
よ

そ
麤そ

豪が
う

衰す
い

苶で
つ

な
り
。
…
延
祐
以
來
…
雅
正
の
音
を
以
て
時
に
鳴
り
、
士
は
皆
な
轉
じ
て
相
ひ
效
ひ
慕
ひ
、
而
し
て
文
章
の
習 

今 

獨
り
盛
ん
と
爲
れ
り
（
我
國
家
平
定
中
國
、
士
踵
金
宋
餘
習
、
文
辭
率
麤
豪
衰
苶
。
…
延
祐
以
來
…
以
雅
正
之
音
鳴
於
時
、
士
皆

轉
相
效
慕
、
而
文
章
之
習
今
獨
爲
盛
焉（
５
（（。」

と
述
べ
、
歐
陽
玄
は
「
皇
元
混
一
の
初
、
金
宋
の
舊
儒
は
舘
閣
に
布
列
し
、
然
し
て
全
て

其
の
文
氣
高
な
る
者
は
崛
强
、
下
な
る
者
は
委
靡
、
時
に
舊
習
を
見
す
。
平
を
承
く
る
こ
と
日
び
久
し
く
、
四
方
の
俊
彦
は
京
師
に
萃あ
つ

ま
り
、
笙
鏞 

相
ひ
宣
し
く
、
風
雅 

迭た
が

ひ
に
唱
ひ
、
治
世
の
音 

日
び
益
ま
す
以
て
盛
ん
な
り
（
皇
元
混
一
之
初
、
金
宋
舊
儒
布
列
舘

閣
、
然
全
其
文
氣
高
者
崛
强
、
下
者
委
靡
、
時
見
舊
習
。
承
平
日
久
、
四
方
俊
彦
萃
於
京
師
、
笙
鏞
相
宣
、
風
雅
迭
唱
、
治
世
之
音
日

益
以
盛
矣（
６
（（。」

と
述
べ
、
楊
彛
「
子
淵
詩
集
序
」
は
「
國
朝
は
南
北
混
一
し
、
宗
工
繼
作
、
中
和
雅
正
の
聲
を
以
て
、
而
し
て
金
宋
の

餘
習
を
革あ
ら
たむ

（
國
朝
南
北
混
一
、
宗
工
繼
作
、
以
中
和
雅
正
之
聲
、
而
革
金
宋
之
餘
習（
７
（（。」

と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
勘
案
す
る
と
元
代
の
人
々
は
、
南
宋
を
併
合
し
て
戰
禍
か
ら
恢
復
し
、
江
南
の
士
人
が
大
都
へ
集
ま
っ
た
頃
か
ら
詩
文
に

大
き
な
變
化
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
そ
れ
以
前
の
王
惲
が
活
躍
し
た
時
代
は
「
金
宋
舊
儒
」
に
よ
る
「
金
宋
之
餘
習
」
で
あ
り
、

い
ま
だ
「
治
世
之
音
」
が
興
ら
な
い
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
餘
習
」
は
蘇
天
爵
が
「
麤
豪
衰
苶
」
と
形
容
し
、
歐
陽
玄
が
「
高
者
崛

强
、
下
者
委
靡
」
と
評
し
た
特
徴
を
認
め
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
崛
强
」
に
つ
い
て
張
晶
氏
は
、
金
朝
の
遺
民
の
詩
が
金
末
の
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餘
習
と
し
て
「
民
族
の
矛
盾
・
階
級
の
矛
盾
・
社
會
の
現
實
を
明
示
し
て
新
王
朝
を
褒
め
稱
え
て
い
な
い（
８
（」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

全
て
の
詩
が
こ
の
指
摘
の
通
り
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
が
、
當
時
の
荒
廢
し
た
華
北
の
社
會
を
詠
っ
た
詩
が
一
定
數
存
在
す
る
の
は

事
實
で
あ
る
。
王
惲
は
全
一
百
卷
に
も
及
ぶ
詩
文
集
を
殘
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
詩
は
卷
二
か
ら
卷
三
四
の
計
（（
卷
を
占
め
る
。
そ
の

詩
の
大
半
は
日
常
の
や
り
と
り
や
宴
集
の
場
に
お
い
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
農
民
な
ど
の
庶
民
に
言
及
し
た
詩
が
詩
題
に
し
て
（0
ほ
ど

存
在
す
る
。
こ
れ
ら
は
「
崛
强
」
と
評
さ
れ
る
、
前
王
朝
の
「
餘
習
」
に
属
す
る
詩
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

三
．
巡
檢
す
る
王
惲
、
語
り
合
う
王
惲

王
惲
は
金
に
仕
え
た
家
系
に
生
ま
れ
た
。
祖
父
・
父
と
も
に
武
散
官
（
職
掌
の
な
い
武
官
（
で
、
祖
父
は
從
八
品
下
、
父
は
從
七
品

下
で
そ
の
官
途
を
終
え
て
い
る
。
武
官
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
父
王
天
鐸
は
戸
部
に
も
勤
め
て
お
り
、
こ
の
方
面
の
業
務
に
通
暁
し

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
金
朝
滅
亡
後
は
モ
ン
ゴ
ル
麾
下
の
耶
律
買
奴
の
も
と
で
戸
口
の
管
理
に
從
事
し
て
い
た（
９
（。

民
衆
と
の

接
點
の
多
い
下
級
官
僚
を
排
出
す
る
家
系
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
十
七
、
八
歳
頃
か
ら
近
隣
の
蘇
門
山
で
讀
書
に
勵
み
、
こ
こ
で
王
盤

や
姚
樞
ら
に
學
ぶ
機
會
を
得
た
。
特
に
王
盤
は
生
涯
に
渉
っ
て
師
事
し
續
け
た
人
物
で
あ
り
、
科
舉
が
廢
止
さ
れ
た
時
代
に
お
い
て

「
有
用
之
學
」
を
提
唱
し
て
、
王
惲
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
與
え
て
い
る（

（1
（

。
中
統
元
年
（
一
二
六
〇
（、
三
十
四
歳
の
と
き
に
姚
樞
の
元

で
東
平
府
の
幕
僚
と
な
り
、
そ
の
後
は
フ
ビ
ラ
イ
に
抜
擢
さ
れ
て
中
央
官
界
へ
と
官
途
を
進
め
た
。
以
降
、
中
央
で
翰
林
院
な
ど
で
奉

職
す
る
一
方
で
、
幾
度
か
地
方
官
と
し
て
提
刑
按
察
使
、
同
副
使
を
努
め
て
い
る
。

提
刑
按
察
使
、
同
副
使
は
至
元
六
年
に
農
業
振
興
も
そ
の
職
務
に
加
え
ら
れ
て
お
り
、
管
轄
地
域
を
巡
檢
す
る
際
に
農
事
に
も
注
意

を
拂
う
必
要
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
次
の
「
憫
雨
行
」
詩
は
燕
南
河
北
道
提
刑
按
察
副
使
を
務
め
て
い
た
時
期
の
作
で
あ
る
。
王
惲
は
本

中国13_縦.indb   74 2020/03/09   18:56:46



75

王惲詩に現れる農民

詩
の
前
年
至
元
十
六
年
（
一
二
七
九
（
に
こ
の
官
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
詩
題
に
は
「
至
元
十
七
年
夏
四
月
廿
四
日
、
束
鹿
縣
よ
り
深

澤
に
入
り
、
午
に
西
河
郷
に
憩
ひ
、
父
老
の
語
を
錄
し
、
車
中
に
足
し
て
此
の
詩
を
成
す
。
時
に
所
在
に
雨
を
祈
る
」
と
あ
る
。
こ
の

と
き
眞
定
（
現
在
の
河
北
省
石
家
莊
市
正
定
縣
（
に
お
り
、
束
鹿
縣
（
同
辛
集
市
（
か
ら
深
澤
縣
（
同
石
家
莊
市
深
澤
縣
（
を
通
る
順

路
で
視
察
し
て
い
た
。
い
ず
れ
も
現
在
の
石
家
莊
市
の
東
6（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
に
位
置
す
る
。
そ
し
て
深
澤
縣
の
西
河
郷
（
現
在
の

深
澤
縣
西
河
村
。
縣
南
部
に
位
置
す
る
（
で
昼
休
み
を
と
り
、
土
地
の
長
老
の
話
し
を
聞
い
て
、
そ
の
後
馬
車
の
中
で
詩
に
仕
立
て
た

と
創
作
の
經
緯
を
述
べ
て
い
る
。

旱
蟲
食
桑
桑
葉
無　
　

旱
蟲 
桑
を
食
べ 

桑
葉
無
く

榖
不
出
壠
麥
欲
枯　
　

榖
は
壠
を
出
ず
麥
は
枯
れ
ん
と
欲
す

人
間
四
月
號
清
潤　
　

人
間 

四
月 
清
潤
を
號と
な

ふ
も

物
色
慘
悴
幾
焚
如　
　

物
色 

慘
悴 

幾
ん
ど
焚
如
た
り

車
前
田
畯
向
予
説　
　

車
前
の
田で
ん

畯し
ゆ
ん 

予
に
向
ひ
て
説
く

半
歳
無
雨
曽
霑
濡　
　
「
半
歳
雨
無
し 

曽
て
は
霑て
ん

濡じ
ゅ

た
り

春
蠶
滿
箔
棄
欲
盡　
　

春
蠶
箔
に
滿
つ
る
も
棄
て
て
盡
き
な
ん
と
欲
す

鋤
戸
趁
熟
多
空
廬　
　

鋤
戸
は
熟み
の
りを

趁お

ひ
て
多
く
は
空
廬
な
り

社
翁
致
禱
略
不
神　
　

社
翁
は
禱
り
を
致
す
も
略ほ

ぼ
神
な
ら
ず

盼
盼
一
雨
何
時
蘇　
　

盼
盼 

一
雨 

何
れ
の
時
に
か
蘇
へ
ら
む
」
と

…
（
中
略
（
…
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昨
朝
冠
蓋
稱
觀
使　
　

昨
朝 

冠
蓋 

使
を
觀
る
と
稱
し

田
務
督
責
須
勤
劬　
　
「
田
務
の
督
責 

須
く
勤き
ん

劬く

な
る
べ
し

農
非
耕
稼
何
所
事　
　

農
は
耕
稼
す
る
に
非
ざ
れ
ば
何
を
か
事
と
す
る
所
と
せ
ん

勸
至
無
勸
將
何
趨　
　

勸
に
至
る
も
勸
無
く
將
た
何い
づ

く
に
趨は
し

ら
む

一
和
繆
盭
良
有
謂　
　

一
た
び
和
す
も
繆
び
ゆ
う

盭れ
い

す
と
は
良ま
こ
とに

謂
ひ
有
り

蜥
蜴
滿
盎
眞
無
辜　
　

蜥
蜴 

盎
に
滿
つ
る
も
眞
に
辜つ
み

無
し
」
と

我
初
聞
言
顔
已
厚　
　

我 

初
め
て
言
を
聞
き 

顔
は
已
に
厚
し

食
不
下
咽
心
爲
瘉　
　

食
は
下
咽
せ
ず
心
は
瘉
を
爲
す

憑
軾
歸
時
長
嘆
息　
　

軾
に
憑
り
歸
時
に
長
嘆
息
し

欲
對
畸
人
意
先
屈　
　

畸
人
に
對
せ
ん
と
欲
す
れ
ど
意
先
ず
屈
せ
り

…
（
後
略
（
…	

卷
八
「
憫
雨
行（

（（
（

」

旱
害
に
よ
り
養
蝅
の
桑
も
穀
物
類
も
生
育
せ
ず
、
こ
れ
を
視
察
に
來
た
王
惲
に
對
し
て
馬
車
の
前
の
地
元
の
下
級
役
人
（
田
畯
（
は

惨
狀
を
述
べ
る
。「
以
前
は
濕
潤
だ
っ
た
こ
の
土
地
に
半
年
も
降
水
が
な
く
、
蝅
も
全
滅
に
近
い
。
農
民
は
食
べ
物
が
あ
る
土
地
へ
と

逃
亡
し
て
し
ま
い
（
趁
熟
（、
家
々
は
空
き
家
が
目
立
つ
。
土
地
の
長
老
で
あ
る
社
長
（
元
朝
は
五
十
戸
を
一
社
と
し
て
農
村
を
統
治

し
た
。
い
わ
ば
村
長
（
が
雨
乞
い
を
し
て
も
効
果
は
無
く
、
い
つ
雨
が
降
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
。

こ
れ
に
對
し
て
昨
朝
に
巡
檢
に
來
た
高
官
（
勸
農
使（

（1
（

か
（
は
「
農
事
の
監
督
を
一
生
懸
命
や
れ
。
農
民
は
耕
や
し
收
穫
す
る
以
外
に

何
を
や
る
ん
だ
。〔
お
ま
え
は
こ
の
地
に
〕
勸
農
（
農
業
振
興
（
に
來
た
の
に
、
何
の
勸
農
の
成
果
も
な
く
ま
た
ど
こ
へ
行
く
と
い
う
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の
だ
」
と
嚴
し
い
叱
責
を
王
惲
に
與
え
る
。
次
の
二
句
が
難
解
で
あ
る
が
、「
ひ
と
た
び
調
和
し
た
も
の
が
ば
ら
ば
ら
に
亂
れ
る
と
い

う
こ
と
は
よ
く
言
っ
た
も
の
だ
、
ト
カ
ゲ
が
甕
に
滿
ち
て
も
ト
カ
ゲ
に
罪
は
無
い
〔
甕
を
管
理
す
る
者
の
罪
だ
〕」
と
い
う
意
味
で
あ

ろ
う
か
。
要
は
「
こ
の
よ
う
な
事
態
を
招
い
て
い
る
お
ま
え
が
悪
い
」
と
。

す
る
と
王
惲
は
こ
の
言
葉
を
聞
い
て
「
顔
は
已
に
厚
し
」
と
、
自
分
が
厚
顔
無
恥
で
あ
る
と
感
じ
、
食
べ
物
は
喉
を
通
ら
ず
氣
に
病

ん
で
し
ま
う
。
自
分
の
無
力
さ
に
大
き
く
た
め
息
を
つ
き
、
志
あ
る
「
畸
人
」
＝
巡
檢
に
來
た
高
官
と
對
峙
し
よ
う
と
し
て
も
意
思
が

萎
え
て
し
ま
う
。
最
後
は
「
車
を
驅
り
疾
去
し
て
前
途
を
指
す
、
落
日 

蒼
茫
と
し
て
喬
木
に
下
る
（
驅
車
疾
去
指
前
途
、
落
日
蒼
茫

下
喬
木
（」
と
、
寂
し
い
夕
暮
れ
の
中
、
車
馬
を
走
ら
せ
て
行
く
景
を
描
い
て
本
詩
を
結
ん
で
い
る
。

詩
の
前
書
き
と
内
容
は
大
變
興
味
深
い
。
恐
ら
く
現
地
の
老
翁
が
語
っ
た
内
容
を
も
と
に
、
詩
中
で
は
視
察
を
先
導
す
る
馬
前
の
小

吏
の
發
言
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
現
場
で
奔
走
す
る
按
察
副
使
が
、
現
場
を
理
解
し
て
い
な
い
上
位
の
官
か
ら
叱
責
さ
れ

る
と
い
う
の
も
あ
り
得
な
い
狀
況
で
は
無
い
。
本
詩
は
ど
こ
ま
で
が
事
實
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
七
言
古
詩
の
長
編
と
し
て
劇

的
な
筋
書
き
と
な
っ
て
お
り
、
當
時
の
王
惲
の
心
中
を
偲
ば
せ
る
。
一
方
で
特
有
の
造
語
や
表
現
が
、
本
詩
を
難
解
に
し
て
い
る
こ
と

は
否
め
な
い
。

こ
の
翌
年
の
作
で
あ
る
「
田
家
謡
」
で
は
、
自
作
農
が
故
郷
を
離
れ
て
小
作
農
と
な
り
、
さ
ら
に
他
郷
へ
と
流
浪
し
た
い
と
述
べ
る
、

一
農
民
の
轉
落
の
樣
子
を
描
い
て
い
る
。

君
不
見
紇
干
山
頭
雀　
　

君
見
ず
や
紇
干
山
頭
の
雀
の

翔
集
止
其
所　
　
　
　
　

翔
集
し
て
其
の
所
に
止
ま
る
を

正
縁
生
處
樂　
　
　
　
　

正
に
生
處
の
樂
し
き
に
縁
り
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凍
死
不
飛
去　
　
　
　
　

凍
死
す
れ
ど
飛
び
去
ら
ず

人
生
重
郷
情　
　
　
　
　

人
生 

郷
情
を
重
ん
ず
れ
ど

疇
非
戀
吾
土　
　
　
　
　

疇
は
吾
が
土
を
戀
ふ
る
に
非
ず

丘
壟
蓋
世
守　
　
　
　
　

丘
壟 

蓋
し
世
々
守
り

耕
鏊
自
父
祖　
　
　
　
　

耕か
う

鏊が
う 

父（
（1
（

祖
自よ

り
す

一
旦
委
之
去　
　
　
　
　

一
旦 

之
を
委
ね
て
去
れ
ば

倉
皇
事
羇
旅　
　
　
　
　

倉
皇 

羇
旅
を
事
と
す

豈
不
知
朝
辭
弊
廬
空　
　

豈
に
知
ら
ざ
ら
ん 

朝
に
弊
廬
の
空
し
き
を
辭
し

暮
宿
何
人
塢　
　
　
　
　

暮
に
は
何
人
の
塢
に
宿
す
る
を

身
負
逋
逃
名　
　
　
　
　

身
は
逋
逃
の
名
を
負
ひ

此
别
心
良
苦　
　
　
　
　

此
の
別 

心
は
良
に
苦
し
む

我
本
耘
田
客　
　
　
　
　

我
は
本も

と
耘う
ん

田で
ん

の
客

挨
排
爲
主
戸　
　
　
　
　

挨
排
し
て
主
戸
の
爲
に
す

歳
無
儋
石
儲　
　
　
　
　

歳
に
儋た
ん

石こ
く

の
儲た
く
わへ

無
く

日
有
箕
斂
聚　
　
　
　
　

日
に
箕き

斂れ
ん

の
聚
め
有
り

（
…
後
略
…
（	

卷
九
「
田
家
謡
」
至
元
十
八
年
九
月
九
日
作（

（1
（

長
編
の
雜
言
古
詩
の
前
半
部
分
で
あ
る
が
、
紇
干
山
に
ま
つ
わ
る
唐
の
昭
宗
の
詩
句
「
紇
干
山
頭 

凍
死
の
雀
、
何
ぞ
飛
び
去
ら
ず

中国13_縦.indb   78 2020/03/09   18:56:46



79

王惲詩に現れる農民

や 
生
處
（
生
ま
れ
育
っ
た
場
所
（
樂
し
（
紇
干
山
頭
凍
死
雀
、
何
不
飛
去
生
處
樂（

（1
（

（」
を
典
故
と
し
て
、
生
ま
れ
故
郷
の
離
れ
が
た
さ

を
述
べ
つ
つ
、
そ
れ
で
も
な
お
耕
作
地
を
放
棄
し
て
郷
里
を
離
れ
ざ
る
を
得
な
い
一
農
民
の
姿
を
描
く
。「
丘
壟
（
墓
と
農
地
（ 

蓋
し

世
々
守
り
、
耕
鏊 

父
祖
自
り
す
」
と
、
代
々
そ
の
地
に
暮
ら
し
農
地
を
有
し
て
い
た
の
だ
が
こ
れ
を
手
放
し
、
各
地
を
流
浪
す
る
者

と
な
る
。
そ
し
て
「
我
は
本
と
耘
田
の
客
、
挨
排
し
て
主
戸
の
爲
に
す
と
」、
各
地
の
地
元
の
農
民
（
主
戸
（
の
も
と
小
作
農
と
な
り
、

年
に
一
石
の
備
蓄
も
な
い
の
に
、
毎
日
嚴
し
く
取
り
立
て
ら
れ
る
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
悲
慘
な
境
遇
の
な
か
で
「
兩
淮

は
悠
悠
と
し
て
田
は
四
も
に
開
け
、
差
徭
及
ば
ず
天
災
無
し
。
之
に
比
ぶ
る
に
老
稚
は
溝こ
う

壑が
く

に
轉
が
り
、
一
飽
し
て
死
す
は
猶
ほ
春
臺

の
ご
と
し
（
兩
淮
悠
悠
田
四
開
、
差
徭
不
及
無
天
災
。
比
之
老
稚
轉
溝
壑
、
一
飽
而
死
猶
春
臺
。（」
と
淮
河
流
域
の
土
地
へ
の
憧
れ
を

述
べ
つ
つ
、
自
分
の
居
る
河
北
の
地
で
は
老
人
や
子
供
の
死
體
が
轉
が
っ
て
い
て
、
滿
腹
に
な
っ
て
死
ぬ
の
な
ら
ま
だ
幸
福
だ
と
述
べ

る（
（1
（

。
こ
の
よ
う
な
人
々
は
當
時
數
多
く
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
最
後
は
「
我
は
初
め
て
言
を
聞
き
嘆
息
を
爲
す
（
我
初
聞
言
爲
嘆

息
（」
と
王
惲
の
感
想
へ
と
展
開
し
、
未
納
の
税
を
抱
え
た
民
を
思
い
つ
つ
、
そ
の
督
促
業
務
へ
の
心
理
的
疲
勞
感
を
吐
露
し
て
結
び

と
し
て
い
る
。

按
察
副
使
と
い
う
職
務
と
も
關
係
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
王
惲
は
官
を
退
き
郷
里
の
衞
州
汲
縣
（
現
河
南
省
衞
輝
市
（
で
生
活
し
て
い

る
時
期
で
も
水
害
の
視
察
に
赴
い
た
り
と
、
一
貫
し
て
農
民
の
生
活
に
關
心
を
向
け
て
い
る
。
た
と
え
ば
卷
三
四
「
農
里
歎
」
并
び
に

序
で
は
、
そ
の
序
文
で
作
詩
の
背
景
を
述
べ
て
い
る
。

至
元
廿
八
年
秋
九
月
、
水
災
を
檢
視
し
、
趙
の
東
偏 

平
丘
よ
り
劉
村
に
至
る
凡
そ
一
十
一
處
を
渡
る
。
老
農
の
問
答
に
因
り

て
、
集
め
て
十
絶
句
と
爲
す
。
庶
こ
ひ
ね
が
は
くば
以
て
農
家
の
終
歳 

苦
し
み
を
作
し
、
卒
と
し
て
成
る
者
無
き
に
至
る
こ
と
有
る
を
見
ん

こ
と
を
、
哀
し
む
可
き
な
る
か
な
（
至
元
廿
八
年
秋
九
月
、
檢
視
水
災
、
趙
之
東
偏
自
平
丘
至
劉
村
渡
凡
一
十
一
處
。
因
老
農
問
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答
、
集
爲
十
絶
句
。
庶
以
見
農
家
有
終
歳
作
苦
、
卒
至
於
無
成
者
、
可
哀
也
哉（

（1
（

（。

至
元
二
八
年
（
一
二
九
一
（、
王
惲
は
前
年
に
病
の
た
め
福
建
閩
海
道
提
刑
按
察
使
の
官
を
辭
し
、
こ
の
年
の
半
ば
頃
ま
で
に
は
郷

里
に
戻
っ
て
い
た
。
平
丘
と
劉
村
は
そ
の
位
置
を
特
定
出
來
な
い
が
、「
趙
」
は
現
在
の
山
西
・
河
北
南
部
と
河
南
北
部
の
一
帶
を
言

う
。
衞
州
は
そ
の
「
東
偏
」
に
位
置
し
、
東
南
數
十
㎞
で
黄
河
に
接
す
る
。
こ
の
邉
り
に
莊
園
を
保
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
河

北
・
河
南
で
は
こ
の
年
一
月
か
ら
五
月
ま
で
雨
が
降
ら
な
か
っ
た
の
が
、
河
南
で
は
一
轉
し
て
五
月
下
旬
以
降
大
雨
が
續
い
て
い
た（

（1
（

。

王
惲
は
こ
の
年
六
十
五
歳
で
、
前
年
に
病
を
得
て
い
る
に
も
關
わ
ら
ず
、
自
ら
十
一
カ
所
を
視
察
し
て
い
る
。
ま
さ
に
地
方
官
と
し
て

の
「
體
察
（
現
地
に
赴
き
調
べ
る
こ
と
（」
が
習
い
性
に
な
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
王
惲
は
老
農
と
語
り
合
い
、
こ
れ
を
も
と
に
七
絶
十
二
首
の
連
作
を
作
っ
て
い
る
。
彼
の
地
元
で
あ
り
、
言
語
上
の
問
題

は
無
い
の
で
、
從
者
を
通
し
て
で
は
無
く
實
際
に
言
葉
を
交
わ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
十
二
首
の
詩
は
災
害
の
狀
況
を
描
寫
し
た
も
の
が

多
い
が
、
そ
の
中
で
王
惲
は
現
場
で
對
應
す
る
官
吏
の
勞
苦
に
つ
い
て
も
配
慮
し
て
い
る
。

毎
歳
災
傷
走
吏
曹
、　
　

毎
歳 

災
傷 

吏
曹
を
走
ら
し
め
、

何
當
南
陌
到
東
臯
。　
　

何
ぞ
當
に
南
陌
よ
り
東
臯
に
到
る
べ
け
ん
や
。

正
縁
事
重
人
微
甚
、　
　

正
に
事
重
く
人
微す
く
なき
こ
と
甚
し
き
に
縁
り
、

特
遣
官
來
慰
爾
勞
。　
　

特
に
官
の
來
る
を
遣
は
し
め
爾な
ん
ぢが
勞
を
慰
め
ん
。	

「
農
里
歎
」
其
の
九

「
事
重
く
人
微
き
こ
と
甚
し
」
と
い
う
の
は
、
長
年
按
察
副
使
や
按
察
使
を
勤
め
た
經
験
か
ら
出
た
言
葉
で
あ
ろ
う
。
ど
う
し
て
こ
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の
人
數
で
南
に
東
に
奔
走
し
て
災
害
對
應
が
出
來
よ
う
か
、
と
。
民
衆
も
疲
弊
し
て
い
る
が
官
吏
も
疲
れ
切
っ
て
い
る
狀
況
を
正
確
に

把
握
し
、
現
場
で
對
処
し
て
い
る
下
級
官
吏
を
頤
使
す
る
こ
と
が
無
い
の
は
、
先
に
見
た
「
憫
雨
行
」
の
よ
う
な
體
験
を
何
度
も
し
て

い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
中
央
か
ら
官
を
派
遣
し
て
貰
い
、
現
場
の
皆
さ
ん
を
慰
勞
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
氣
遣
い
は
、
老
農
と
の
問
答

の
中
で
出
て
く
る
と
は
考
え
難
い
。
官
吏
に
對
す
る
王
惲
の
配
慮
が
垣
間
見
え
る
。

卷
十
一
「
流
民
嘆
」
は
遂
に
流
民
と
な
っ
た
者
の
嘆
き
を
題
材
に
し
た
詩
で
あ
る
。
詩
題
に
は
「
六
月
七
日 

丐
者
の
門
を
過
ぐ
る

有
り
、
其
の
説
を
聞
き
て
因
り
て
錄
し
、
而
し
て
此
を
作
る
（
六
月
七
日
有
丐
者
過
門
聞
其
説
因
錄
而
作
此
（」
と
あ
り
、
農
民
の
み

な
ら
ず
丐こ
じ
き者

に
ま
で
話
を
聞
い
て
い
る
。

我
家
本
燕
雲　
　
　
　

我
が
家
は
本
と
燕
雲
に
あ
る
も

未
省
離
郷
國　
　
　
　

未
だ
省
り
み
ず 
郷
國
を
離
る
る
を

前
年
一
霜
秋
稼
空　
　

前
年 

一
霜 

秋
稼
空
し

望
入
田
間
禾
穗
黑　
　

田
間
の
禾
穗
の
黑
き
を
望
入
す

忍
饑
猶
待
下
年
收　
　

饑
へ
を
忍
び
て
猶
ほ
下
年
の
收
を
待
つ
も

一
澇
高
原
水
三
尺　
　

一
た
び
高
原
を
澇
す 

水
三
尺

人
生
重
遷
乃
本
心　
　

人
生 

重
遷
は
乃
ち
本
心
な
る
も

一
餒
催
人
忘
南
北　
　

一
餒 

人
を
催
し
て
南
北
を
忘
る

水
採
無
菱
芡　
　
　
　

水
採 

菱り
ょ
う

芡け
つ

無
く

山
收
闕
橡
栗　
　
　
　

山
收 

橡し
ゃ
う

栗り
つ

を
闕か

く
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雖
云
生
處
樂　
　
　
　

生
處
の
樂
し
き
と
云
ふ
と
雖
も

乏
物
得
生
活　
　
　
　

乏
物 

生
活
を
得

扶
攜
遠
趁
河
南
豐　
　

扶
攜
し
て
遠
く
河
南
の
豐
か
な
る
に
趁は
し

り

道
路
無
資
日
行
乞　
　

道
路
は
資
無
く
日
に
行
乞
す

毳
衣
穿
結
杖
蒿
藜　
　

毳せ
い

衣い 

穿
結 

蒿
藜
を
杖
つ
き

氣
力
凌
兢
雙
脛
赤　
　

氣
力 

凌
兢
と
し
て
雙
脛
赤
し

（
…
後
略
…
（	

卷
十
一
「
流
民
嘆（

（1
（

」

現
在
の
北
京
や
大
同
一
帶
で
あ
る
燕
雲
の
農
民
が
、
耕
作
地
を
棄
て
て
流
民
と
な
り
乞
食
を
し
て
い
た
。
前
年
は
秋
の
天
候
不
順
、

こ
れ
を
乘
り
越
え
る
と
今
度
は
水
害
。「
重
遷
（
安
易
に
居
を
移
さ
な
い
こ
と
（」
が
本
意
な
の
だ
が
、
饑
え
に
耐
え
か
ね
方
角
も
關
係

な
く
他
郷
へ
と
流
浪
す
る
。
山
野
水
澤
に
は
食
料
と
な
り
そ
う
な
菱
の
實
や
ド
ン
グ
リ
も
な
い
。
生
ま
れ
故
郷
が
一
番
良
い
と
言
う
け

れ
ど
、
何
も
無
い
と
こ
ろ
で
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
河
南
が
豐
作
で
あ
る
と
聞
き
、
助
け
合
い
な
が
ら
遠
い
道
の
り
を

や
っ
て
き
た
。
つ
ぎ
は
ぎ
の
毛
皮
に
藜
の
杖
を
つ
き
、
冷
さ
の
た
め
に
裸
足
の
す
ね
が
赤
く
な
っ
て
い
る
。
つ
い
に
は
物
乞
い
を
す
る

う
ち
に
王
惲
の
屋
敷
の
門
前
に
至
っ
た
。

本
詩
が
い
つ
書
か
れ
た
も
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
王
惲
が
華
北
で
地
方
官
を
勤
め
て
い
た
と
き
か
、
な
い
し
は
郷
里
に
隠
棲
中
に
書

か
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
王
惲
は
そ
れ
な
り
の
官
位
に
あ
り
、
邸
宅
な
い
し
官
舎
に
住
ん
で
い
た
に
も
關
わ
ら
ず
、
彼
ら

が
居
住
す
る
区
域
で
物
乞
い
が
い
る
と
い
う
の
は
、
果
た
し
て
一
般
的
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
當
時
で
も
稀
な
事
柄
だ
っ
た
た
め
、

特
に
詩
と
し
て
留
め
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
乞
食
と
は
彼
の
從
僕
が
對
應
し
、
そ
の
言
葉
を
間
接
的
に
聞
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
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そ
れ
と
も
王
惲
自
身
が
直
接
問
い
た
だ
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
想
像
は
盡
き
な
い
。
た
だ
こ
の
流
民
の
獨
白
は
、
王
惲
に
よ
る
完
全
な

創
作
と
い
う
に
は
壓
倒
的
な
現
實
性
を
帶
び
て
い
る
。
霜
害
に
よ
る
不
作
を
ひ
と
た
び
乘
り
越
え
る
も
、
水
害
に
よ
り
や
む
な
く
故
郷

を
捨
て
る
。
そ
し
て
山
野
の
食
料
は
す
で
に
食
べ
盡
く
さ
れ
て
い
て
何
も
無
い
。

引
用
は
詩
の
前
半
部
分
で
あ
り
、
こ
れ
以
降
は
「
私
は
太
古
の
堯
の
洪
水
と
湯
王
の
旱
で
は
、
民
が
土
地
を
離
れ
て
流
浪
す
る
こ
と

を
免
れ
あ
ま
り
衰
弱
し
な
か
っ
た
と
聞
い
て
い
る
（
我
聞
堯
水
與
湯
旱
、
民
免
流
移
少
損
瘠
（」
と
、
王
惲
の
回
答
が
續
く
。
豊
作
凶

作
の
物
價
調
整
を
行
う
常
平
倉
や
、
凶
作
時
の
救
荒
に
用
い
る
義
廪
な
ど
に
言
及
し
、
各
地
の
現
狀
を
述
べ
る
が
、
さ
す
が
に
流
民
に

答
え
た
内
容
と
は
思
え
な
い
。

更
に
悲
惨
な
狀
況
を
描
い
て
い
る
の
が
卷
二
四
「
役
者
の
語
を
錄
す
（
錄
役
者
語
（」
十
一
首
で
あ
る
。
詩
中
に
「
王
城
」
や
「
桑

乾
河
」
の
語
が
散
見
す
る
の
で
、
當
時
建
設
中
で
あ
っ
た
大
都
へ
勞
役
に
行
っ
た
農
民
た
ち
を
題
材
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
餘
り
に

凄
惨
過
ぎ
て
、
傳
統
的
な
「
風
雅
」
や
「
温
柔
敦
厚
」
と
い
っ
た
詩
歌
觀
か
ら
大
き
く
逸
脱
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
凄
絶

な
情
景
を
描
い
た
詩
を
幾
つ
か
擧
げ
よ
う
。

一
夫
詛
祭
九
魂
知　
　

一
夫 

詛
祭
す
る
こ
と
九
魂
知
る

護
我
南
行
爾
亦
歸　
　

我
の
南
行
す
る
を
護
れ 

爾な
ん
ぢら

も
亦
た
歸
ら
む

惆
悵
桑
乾
河
畔
月　
　

惆
悵
た
り 

桑
乾
河
畔
の
月

至
今
寒
影
惨
無
輝　
　

至
今 

寒
影 

惨
と
し
て
輝
く
無
し	

「
役
者
の
語
を
錄
す
」
其
の
三

こ
の
詩
に
は
小
文
が
付
さ
れ
て
い
る
。
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或
る
ひ
と
云
ふ 

河
南
の
役
夫
既
に
罷
め
て
歸
り
、
九
者
皆
な
殁
し
、
其
の
一 

衆
骨
を
負
ひ
て
西
の
か
た
瀘
溝
を
渡
り
、
因
り

て
祭
り
て
祝
し
て
曰
く
、「
今
汝
等
倶
に
歿
し
、
我
幸
に
獨
り
全
し
、
汝
ら
の
骨
を
抱
き
て
以
て
歸
る
。
汝
等
靈
有
ら
ば
、
當
に

を
我
を
佑た
す

け
て
汝
ら
の
父
母
妻
子
と
行
き
て
相
ひ
見ま
み

へ
し
む
べ
き
な
り
」
と
。
其
の
人 

次
の
范
陽
に
前す
す

み
て
、
亦
た
病
死
す
と

（
或
云
河
南
役
夫
既
罷
歸
、
九
者
皆
殁
、
其
一
負
衆
骨
而
西
渡
瀘
溝
、
因
祭
而
祝
曰
、「
今
汝
等
倶
歿
、
我
幸
獨
全
、
抱
汝
骨
以
歸
。

汝
等
有
靈
、
當
佑
我
使
與
汝
父
母
妻
子
行
相
見
也
。」
其
人
前
次
范
陽
、
亦
病
死
（。

河
南
か
ら
大
都
建
設
に
招
集
さ
れ
た
役
夫
た
ち
十
人
の
う
ち
、
勞
働
期
間
が
終
わ
る
頃
に
は
九
人
が
亡
く
な
っ
て
い
た
。
九
人
の
遺

骨
を
抱
え
て
歸
郷
す
る
男
は
瀘
溝
（
桑
乾
河
（
を
渡
る
際
に
、
彼
ら
の
靈
に
向
か
っ
て
「
私
を
家
族
の
も
と
へ
と
歸
り
着
く
よ
う
加
護

し
て
く
れ
」
と
祈
っ
た
が
、
そ
の
男
も
范
陽
（
現
河
北
省
涿
州
市
（
で
病
死
し
た
。
何
と
も
酸
鼻
を
極
め
る
壯
絶
な
話
で
あ
る
。
王
惲

は
こ
れ
ら
の
風
聞
を
、
實
際
に
勞
役
か
ら
歸
郷
し
た
者
た
ち
か
ら
聞
き
取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

父
來
接
子
値
同
徒　
　

父
來
た
り
て
子
を
接む
か

へ
同
じ
徒み
ち

に
値あ

ふ

欲
話
渠
儂
涕
泗
俱　
　

話
さ
む
と
欲
と
し
て 
渠
儂 
涕
泗
俱
に
す

昨
日
道
邊
因
困
臥　
　

昨
日 

道
邊 

困つ
か

れ
に
因
り
て
臥
す

不
知
今
日
有
還
無　
　

知
ら
ず 

今
日
還か
へ

る
こ
と
有
り
や
無
し
や	

同
、
其
の
八

よ
う
や
く
再
會
し
た
父
子
は
喜
び
の
餘
り
言
葉
が
出
な
い
。
と
も
に
泣
き
、
そ
し
て
疲
勞
に
よ
り
道
ば
た
で
一
眠
り
す
る
。
し
か
し

そ
の
父
子
が
目
覺
め
て
と
も
に
歸
郷
の
途
次
へ
と
着
い
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
そ
の
ま
ま
路
傍
で
二
つ
の
骸
と
な
っ
て
し
ま
う
の
か
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も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

病
軀
甫
差
須
扶
護　
　

病
軀 

甫
差 

須
ら
く
扶
け
護
る
べ
し

趁
伴
貪
程
日
夜
奔　
　

趁
伴
は
貪
程
し
日
夜
奔
る

大
半
殠
遺
多
爲
此　
　

大
半
の
殠
の
遺
る
は
多
く
は
此
れ
が
爲
め
な
り

故
郷
歸
去
有
殘
魂　
　

故
郷
に
歸
り
去
り
て
殘
魂
有
り	

同
、
其
の
九（

11
（

甫
に
は
大
の
意
が
あ
り
、
差
は
瘥
（
疫
病
（
に
通
じ
る
の
で
、「
甫
差
」
は
重
篤
な
疫
病
を
い
う
。
王
惲
の
造
語
。「
趁
伴
」
は
道
連

れ
、
同
道
の
者
。「
貪
程
」
は
道
の
り
を
急
ぐ
こ
と
。
重
病
人
を
抱
え
な
が
ら
歸
路
を
急
ぐ
が
、
家
郷
に
辿
り
着
く
前
に
病
死
し
て
し

ま
う
者
が
何
人
も
い
る
。
彼
ら
の
遺
體
は
路
傍
に
捨
て
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
殠
（
腐
臭
（
が
そ
こ
ら
中
に
漂
っ
て
い
る
。

何
と
か
家
郷
に
辿
り
着
い
た
者
た
ち
が
居
る
一
方
で
、
道
半
ば
で
斃
れ
た
人
々
の
殘
魂
（
供
養
す
る
人
の
な
い
靈
（
が
數
多
く
彷
徨
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
詩
の
出
來
不
出
來
は
ひ
と
ま
ず
措
き
、
こ
の
よ
う
に
悲
慘
か
つ
殘
酷
な
狀
況
に
置
か
れ
て
い
た
當
時
の
民
衆
の
姿
を
、
正

面
か
ら
取
り
上
げ
て
描
寫
し
た
こ
と
は
評
價
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四
．
こ
れ
ら
の
詩
の
背
景
と
特
徴

王
惲
の
詩
文
集
中
で
頻
出
す
る
の
は
勸
農
と
い
う
語
で
あ
る
。
食
料
生
產
は
農
業
革
命
以
降
に
お
い
て
人
間
社
會
の
基
礎
で
あ
る
か
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ら
、
歴
代
王
朝
も
こ
れ
を
提
唱
し
、
古
く
は
陶
淵
明
が
こ
れ
を
詩
題
に
し
て
い
る
。
だ
が
十
三
世
紀
後
半
の
華
北
は
事
情
が
か
な
り
異

な
っ
て
い
る
。
安
定
し
た
王
朝
の
も
と
で
繰
り
返
し
行
わ
れ
た
農
業
奬
勵
で
は
な
く
、
歴
代
の
王
朝
交
替
期
の
な
か
で
も
屈
指
の
大
混

亂
期
が
収
束
し
つ
つ
あ
る
中
、
人
煙
の
絶
え
た
荒
野
か
ら
の
再
建
で
あ
る
。
政
府
が
把
握
で
き
る
定
住
者
は
前
述
の
よ
う
に
壓
倒
的
に

少
な
く
、
灌
漑
設
備
な
ど
も
長
く
續
い
た
戰
亂
で
破
壞
さ
れ
て
お
り
、
農
業
を
振
興
す
る
と
い
う
よ
り
も
ほ
と
ん
ど
復
興
な
い
し
新
規

に
起
業
す
る
に
近
い
狀
況
に
あ
っ
た
。
こ
の
中
で
フ
ビ
ラ
イ
政
權
は
屯
田
政
策
を
行
い
、
一
部
の
兵
士
を
農
事
に
専
從
さ
せ
、
軍
事
要

員
を
強
制
的
に
農
業
從
事
者
に
轉
換
さ
せ
る
な
ど
の
施
策
を
行
っ
た（

1（
（

。
何
と
か
し
て
軍
事
上
の
補
給
物
資
を
生
產
さ
せ
、
同
時
に
荒
廢

し
た
農
村
を
立
て
直
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
王
惲
自
身
も
勸
農
文
（
卷
六
二
「
勸
農
文
」（
を
殘
し
て
お
り
、
こ
れ
は
後
年
江
南
地
域
に
お
い
て
多
く
見
ら
れ
る
勸
農
文

の
嚆
矢
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
そ
の
内
容
は
大
き
く
異
な
る
。
江
南
に
お
け
る
勸
農
文
は
「
遊
蕩
好

閑
、
生
業
に
務
め
ず
、
累た
び

た
び
勸
む
る
も
改
め
ざ
る
者
」（『
元
典
章
』
卷
二
三
、
戸
部
卷
九
所
收
「
至
元
新
格
」（
を
取
り
締
ま
る
な

ど
治
安
維
持
の
側
面
が
强
い
が（

11
（

、
王
惲
の
執
筆
し
た
も
の
は
農
耕
・
養
蝅
・
水
利
・
畜
產
な
ど
多
岐
に
渉
っ
て
具
體
的
に
農
業
振
興
を

奨
勵
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
實
際
に
多
く
の
農
村
を
巡
檢
し
て
得
た
知
見
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
文
集

で
「
勸
農
文
」
の
直
後
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
二
十
首
の
「
勸
農
詩
」
は
、
七
言
絶
句
の
形
式
で
施
肥
や
植
桑
な
ど
農
業
や
生
活
上
の
各

方
面
に
渉
る
主
題
を
平
易
に
述
べ
て
い
る
。
奇
字
難
語
を
好
む
王
惲
の
詩
と
し
て
は
異
例
の
平
易
さ
で
、
お
そ
ら
く
は
實
際
に
民
衆
に

讀
ま
せ
る
こ
と
を
企
圖
し
て
作
ら
れ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

詩
中
に
し
ば
し
ば
現
れ
る
老
農
と
は
、
元
來
單
に
農
家
の
老
人
を
指
す
語
で
あ
っ
た
。
だ
が
フ
ビ
ラ
イ
政
權
の
も
と
で
社
制
が
行
わ

れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
社
長
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
。
王
惲
は
按
察
副
使
な
い
し
按
察
使
と
し
て
、
巡
察
と
勸
農
に
訪
れ
た
村
で
見

た
光
景
や
會
話
な
ど
を
詩
の
題
材
と
し
て
作
品
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
の
詩
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
金
詩
に
は
管
見
の
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限
り
類
例
は
少
な
く（

11
（

、
同
時
代
で
も
胡
祇
遹
に
僅
か
に
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

一
般
に
詩
で
は
民
の
勞
苦
に
言
及
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
個
々
人
の
リ
ア
ル
な
狀
況
や
言
動
を
描
寫
す
る
こ
と
は
少
な
く
、

だ
か
ら
こ
そ
杜
甫
や
白
居
易
が
人
民
詩
人
と
し
て
の
評
價
を
得
て
い
る
。
元
好
問
は
金
朝
の
瓦
解
に
面
し
て
そ
の
悲
劇
を
詩
に
詠
っ
た

が
、
あ
く
ま
で
背
景
の
第
三
者
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
り
、
作
者
と
向
き
合
っ
た
一
人
の
人
間
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無

い
。
王
惲
の
詩
に
お
け
る
農
民
の
描
寫
は
實
際
の
會
話
を
題
材
に
し
つ
つ
、
當
時
の
荒
廢
し
た
農
村
の
樣
子
や
、
農
民
が
故
郷
と
耕
作

地
を
捨
て
て
他
郷
に
流
浪
し
て
い
く
過
程
な
ど
、
き
わ
め
て
生
々
し
く
描
寫
し
て
い
る
。
こ
れ
を
詩
と
い
う
、
散
文
に
比
べ
短
い
文
字

數
で
、
壓
縮
し
た
表
現
形
式
で
書
き
殘
し
た
。
史
書
や
事
狀
（
役
所
の
報
告
文
書
（
で
も
當
時
の
華
北
の
狀
況
は
窺
い
知
る
こ
と
が
出

來
る
が
、
こ
れ
ら
の
詩
は
一
種
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
し
て
、
時
代
の
空
氣
を
傳
え
る
も
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

王
惲
が
生
涯
に
數
度
務
め
た
提
刑
按
察
副
使
や
提
刑
按
察
使
は
、
そ
の
職
務
と
し
て
「
民
の
疾
苦
を
問
う
（
問
民
疾
苦（

11
（

（」
と
い
う

も
の
が
あ
っ
た
。
實
際
に
各
地
を
巡
檢
し
、
忠
實
に
職
務
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
、
こ
の
よ
う
な
詩
と
な
っ
て
結
實
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
彼
の
出
自
か
ら
想
像
す
る
に
、
下
級
官
吏
と
し
て
民
政
の
現
場
に
關
與
し
て
き
た
家
系
で
あ
る
こ
と
も
影
響
を
與
え
た
の
か
も

知
れ
な
い
。
フ
ビ
ラ
イ
政
權
の
誕
生
、
元
朝
の
創
業
と
い
う
盛
時
の
一
方
で
、
華
北
の
戰
後
復
興
と
い
う
使
命
感
は
、
蒙
元
初
期
の
漢

人
實
務
官
僚
に
と
っ
て
共
通
の
認
識
で
あ
っ
た
。
彼
ら
漢
人
官
僚
の
上
に
モ
ン
ゴ
ル
の
王
侯
貴
族
や
色
目
人
官
僚
が
い
た
と
し
て
も
、

金
末
の
士
大
夫
に
比
べ
て
政
治
參
加
す
る
機
會
は
飛
躍
的
に
増
え
て
お
り
、
經
世
濟
民
に
携
わ
っ
て
い
る
と
い
う
實
感
が
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
王
惲
の
文
集
中
、
卷
七
八
『
承
華
事
略
』
以
降
に
は
、
樣
々
な
上
申
書
や
政
策
提
言
が
收
め
ら
れ
て
い
る
。
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五
．
お
わ
り
に

王
惲
は
仕
官
以
降
、
常
に
天
下
國
家
の
大
事
を
考
え
、
そ
れ
は
時
に
彼
の
官
職
に
相
應
し
く
な
い
ほ
ど
の
大
局
を
見
据
え
た
も
の
で

あ
っ
た
。
特
に
翰
林
院
や
御
史
臺
な
ど
中
央
に
奉
職
し
た
時
期
に
は
、
當
時
の
事
柄
を
『
中
堂
事
記
』『
烏
臺
筆
補
』『
玉
堂
嘉
話
』（
文

集
卷
八
十
～
百
所
收
（
と
し
て
ま
と
め
て
い
る
。
河
北
道
提
刑
按
察
副
使
と
し
て
中
央
を
離
れ
て
い
る
と
き
に
も
、
前
述
の
『
承
華
事

略
』
六
卷
を
當
時
の
皇
太
子
チ
ン
キ
ム
に
上
進
し
、
後
年
に
は
そ
の
子
成
宗
テ
ム
ル
に
は
『
元
貞
守
成
事
鑑
』（
文
集
卷
七
九
所
收
（

を
上
進
し
て
い
る
。
彼
が
次
世
代
の
指
導
者
を
名
君
た
ら
し
め
よ
う
と
積
極
的
に
著
述
、
上
進
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
が
、
特

に
『
承
華
事
略
』
に
つ
い
て
は
按
察
副
使
程
度
の
官
が
皇
太
子
に
献
上
す
る
と
い
う
の
は
、
い
さ
さ
か
違
和
感
を
覺
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。

王
惲
は
經
世
濟
民
を
實
際
に
行
う
べ
く
、
職
務
に
奮
勵
し
、
次
代
の
た
め
に
膨
大
な
記
錄
を
殘
し
、
著
述
を
ま
と
め
た
。
本
稿
で
取

り
上
げ
た
詩
は
ま
さ
し
く
彼
の
職
務
と
熱
情
が
生
み
出
し
た
作
で
あ
ろ
う
。
詩
と
し
て
の
完
成
度
や
詩
人
と
し
て
の
知
名
度
、
後
世
へ

の
影
響
に
つ
い
て
は
、
王
惲
は
元
好
問
に
遠
く
及
ば
な
い
。
だ
が
元
好
問
が
瓦
解
し
て
い
く
金
朝
末
期
の
戰
亂
を
描
い
た
と
の
と
同
じ

く
、
王
惲
は
そ
の
詩
精
神
を
繼
承
し
つ
つ
、
よ
り
民
衆
に
寄
り
添
い
な
が
ら
元
朝
創
業
時
の
荒
廢
を
詩
と
し
て
描
寫
し
た
。
彼
と
同
年

の
友
人
胡
祇
遹
も
同
樣
に
民
衆
を
描
寫
し
た
詩
が
多
く
、
彼
も
ま
た
按
察
副
使
、
按
察
使
と
し
て
各
地
を
巡
檢
し
た
經
歴
を
持
つ
。
彼

ら
舊
金
朝
系
の
人
々
の
詩
が
同
樣
の
問
題
意
識
を
共
有
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
胡
祇
遹
ら
同
時
代
の
「
漢
人
」
の
詩
に
つ
い
て
は
、

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

本
稿
は
第
十
九
回
遼
金
西
夏
史
研
究
會
大
會
に
お
け
る
發
表
を
も
と
に
改
稿
し
た
。
大
會
で
は
歴
史
學
の
見
地
か
ら
多
く
の
ご
指
摘
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と
ご
意
見
を
賜
り
、
本
稿
に
反
映
す
る
こ
と
が
出
來
た
。
心
よ
り
厚
く
御
禮
申
し
上
げ
ま
す
。

本
稿
は
平
成
三
十
一
年
度
慶
應
義
塾
學
事
振
興
資
金
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

注（（
（『
元
史
』
卷
五
「
世
祖
本
紀
」
二
。

（
（
（『
金
史
』
卷
四
六
「
食
貨
志
」
一
。

（
（
（
原
文
「
没
有
元
好
問
的
元
好
問
時
代
」。
査
洪
德
「
元
詩
發
展
述
論
」、『
江
淮
論
壇
』
二
〇
一
八
年
第
一
期
。

（
（
（
王
夫
子
等
撰
『
清
詩
話
』
第
八
三
頁
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
九
年
。

（
（
（
蘇
天
爵
「
書
呉
子
高
詩
稿
序
」、『
滋
渓
文
稿
』
第
四
九
五
頁
、
中
華
書
局
、
一
九
九
七
年
。

（
6
（
歐
陽
玄
「
雍
虞
公
文
集
序
」、『
歐
陽
玄
集
』
第
二
二
八
頁
、
吉
林
文
史
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
。

（
（
（
張
仲
深
『
子
淵
詩
集
』
原
序
、
四
庫
全
書
本
。

（
（
（
張
晶
「
元
代
詩
歌
發
展
的
歴
史
進
程
」、『
吉
林
大
學
社
會
科
學
學
報
』、
二
〇
〇
五
年
第
五
期
。

（
（
（
王
惲
「
金
故
忠
顯
校
尉
尚
書
戸
部
主
事
先
考
府
君
墓
誌
銘
」、
楊
亮
・
鍾
彦
飛
點
校
『
王
惲
全
集
彙
校
』
卷
四
九
（
第
二
三
一
六
頁
（、

中
華
書
局
、
二
〇
一
三
年
。
以
下
、
王
惲
の
詩
文
は
本
書
に
拠
る
。

（
（0
（
拙
論
「
王
惲
と
そ
の
師
た
ち
―
姚
樞
・
王
磐
・
元
好
問
」（『
藝
文
研
究
』
第
一
一
一
号
、
二
〇
一
六
年
（
参
照
。

（
（（
（『
王
惲
全
集
彙
校
』、
第
三
一
九
頁
。

（
（（
（「
觀
使
」
は
「
勸
使
」
の
誤
り
か
。「
觀
使
」
と
い
う
略
稱
の
官
職
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
提
刑
按
察
副
使
で
あ
る
王
惲
を
叱
責
出
來

る
立
場
に
あ
り
、
元
朝
初
期
に
農
業
關
連
を
管
掌
し
た
職
位
と
し
て
は
「
勸
農
使
（
四
道
巡
行
勸
農
使
、
至
元
七
年
二
月
設
置
（」
が
考

え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
高
官
が
來
訪
し
、
現
場
の
狀
況
を
考
慮
し
な
い
、
心
な
い
發
言
を
王
惲
に
浴
び
せ
て
い
る
と
い
う
内
容
で
あ

る
。
卷
八
五
『
烏
臺
筆
補
』
三
「
事
状
」
に
は
、
按
察
使
の
薄
給
多
忙
を
勸
農
使
・
勸
農
副
使
と
比
較
し
て
待
遇
改
善
を
求
め
る
「
論
監

中国13_縦.indb   89 2020/03/09   18:56:46



90

司
簽
事
職
劇
祿
薄
狀
（
監
司
簽
事
の
職
劇
に
し
て
祿
薄
き
こ
と
を
論
ず
る
狀
（」
と
い
う
上
申
書
が
收
錄
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
（
鏊
は
平
底
の
鍋
で
餅お
や
きな
ど
を
焼
く
、
フ
ラ
イ
パ
ン
の
よ
う
な
厨
具
。
耕
鏊
で
耕
す
こ
と
と
主
食
を
つ
く
る
こ
と
、
生
活
す
る
こ
と
を
言

う
の
で
あ
ろ
う
。
王
惲
で
も
本
詩
に
の
み
出
現
し
、『
四
庫
全
書
』
を
檢
索
し
て
も
他
に
用
例
を
見
な
い
。

（
（（
（
前
掲
書
、
第
三
三
二
頁
。

（
（（
（『
唐
詩
紀
事
』
卷
二
「
昭
宗
」
の
項
に
本
詩
句
が
見
ら
れ
、『
山
西
通
志
』
卷
二
一
「
紇
真
山
」
の
項
で
も
唐
・
昭
宗
の
詩
と
し
て
引
用

さ
れ
て
い
る
（
紇
干
山
は
紇
真
山
の
別
名
（。
初
出
と
覺
し
き
『
新
五
代
史
』
卷
二
一
「
寇
彦
卿
傳
」
で
は
「
俚
語
云
…
」
と
な
っ
て
お

り
、
俗
謡
が
昭
宗
の
詩
と
し
て
誤
傳
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
（6
（「
春
臺
」
は
春
に
眺
望
の
良
い
景
色
を
眺
め
る
場
所
な
の
で
、「
春
景
色
を
眺
め
る
よ
う
に
幸
せ
だ
」
の
意
味
か
。「
猶
春
臺
」
と
い
う
用

例
は
本
詩
以
外
に
一
例
が
あ
る
の
み
で
あ
る
が
、「
如
春
臺
」
を
用
い
た
「
煕
如
春
臺
（
煕
〔
な
ご
や
か
に
楽
し
む
〕
た
る
こ
と
春
臺
の

如
し
（」
は
表
現
と
し
て
頻
出
す
る
。「
春
臺
」
と
い
う
語
に
は
「
お
だ
や
か
、
な
ご
や
か
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
て
い
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
當
時
の
口
語
と
し
て
食
卓
の
意
味
も
あ
り
、
こ
れ
を
掛
詞
に
し
て
い
る
も
の
か
。

（
（（
（
前
掲
書
、
第
一
六
九
一
頁
。

（
（（
（
卷
十
一
「
福
星
行
」
序
に
「
辛
卯
の
歳
（
一
二
九
一
（
正
月
よ
り
五
月
ま
で
雨あ
め
ふら

ず
、
是
の
月
廿
一
日
河
南
雨
三
尺
、
故
に
是
の
詩
を

作
り
て
以
て
憫
れ
む
な
り
、
六
月
五
日
雨
大
の
作
」
と
あ
り
、
卷
七
六
〔
三
奠
子
〕
三
に
も
「
辛
卯
七
夕
の
時
、
久
し
く
雨あ
め
ふり

て
未
だ
霽は

れ
ざ
る
中
、
感
寓
を
以
て
嘆
を
爲
す
」
と
あ
る
。

（
（（
（
前
掲
書
、
第
四
三
二
頁
。

（
（0
（
以
上
三
首
、
前
掲
書
第
一
一
九
一
～
一
一
九
三
頁
。

（
（（
（
例
え
ば
成
都
方
面
の
援
軍
と
し
て
送
ら
れ
た
屯
田
兵
た
ち
が
、
民
戸
へ
と
改
め
ら
れ
た
例
な
ど
が
見
ら
れ
る
（『
元
史
』
卷
百
「
屯
田
」（。

井
黒
忍
『
分
水
と
支
配　

金
・
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
華
北
の
水
利
と
農
業
』
第
六
章
「
屯
田
経
営
と
水
利
開
發

―
至
元
末
年
以
降
を
中
心

に
」（
早
稲
田
大
學
出
版
部
、
二
〇
一
三
年
（
參
照
。

（
（（
（
伊
藤
正
彦
「
元
代
勸
農
文
小
考
―
元
代
江
南
に
お
け
る
勸
農
の
基
調
と
そ
の
歴
史
的
位
置
―
」、『
文
學
部
論
叢
』
四
十
九
、
一
九
九
五

年
。
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（
（（
（
管
見
の
限
り
で
は
、
金
代
中
期
の
王
寂
「
懿
州
東
北
山
下
問
路
於
耕
者
」
詩
に
農
民
が
出
現
し
、
蕭
貢
「
荒
田
擬
白
樂
天
」、
李
俊
民

「
壬
申
歳
旱
官
爲
設
食
以
濟
饑
民
」、
麻
九
疇
「
牛
嘆
」、
楊
奐
「
涿
南
見
蠶
婦
本
汴
梁
貴
家
」
等
の
詩
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
一
人
一
首

の
み
で
あ
る
。
趙
元
と
辛
願
に
は
農
民
な
い
し
農
村
を
描
寫
し
た
詩
が
複
數
存
在
す
る
が
、
趙
元
は
失
明
後
郷
里
に
戻
り
窮
乏
し
た
生
活

を
送
り
、
辛
願
は
農
民
で
、
い
わ
ば
「
民
」
の
立
場
か
ら
「
民
」
を
詠
っ
た
例
外
的
作
品
で
あ
る
。

（
（（
（
た
と
え
ば
『
廟
學
典
禮
』
卷
一
「
官
吏
詣
廟
學
燒
香
講
書
」
に
「
該
提
刑
按
察
司
、
官
所
至
之
處
、
勸
課
農
桑
、
問
民
疾
苦
、
勉
勵
學

校
、
宣
明
教
化
」
と
あ
る
。
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