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李
商
隠
と
妓
女

魯

満
江

は
じ
め
に

-84-

中
国
古
典
詩
に
お
い
て
は
稀
な
恋
愛
詩
が
ど
の
よ
う
な
状
況
で
作
ら
れ
た
の
か
を
考
察
す
る
に
は
、
当
然
、
女
性
の
存
在
を
無
視
す
る
わ

け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
女
性
は
お
お
む
ね
文
学
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
立
場
に
よ
っ
て
は
関
わ
れ
た
こ
と
も

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
く
に
妓
女
は
、
男
性
詩
人
た
ち
の
宴
席
に
侍
っ
た
ゆ
え
、
宴
席
に
お
け
る
社
交
の
詩
が
作
ら
れ
る
現
場
に
居
合
わ

せ
る
機
会
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
妓
女
は
男
性
詩
人
た
ち
の
作
詩
の
場
に
最
も
近
づ
け
る
立
場
に
お
か
れ
た
女
性
の
身
分
の
一
つ
と
考
え

て
い
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
身
分
は
も
と
も
と
低
く
、
た
と
え
ば
六
朝
貴
族
社
会
の
男
性
詩
人
と
の
距
離
は
お
の
ず
か
ら
遠
か
っ
た

は
ず
で
あ
る
。
お
お
か
た
の
妓
女
は
宴
席
に
花
を
添
え
る
無
名
の
歌
姫
・
舞
姫
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
遠
く
て
近

き
は
男
女
の
仲
、
六
朝
時
代
に
お
い
て
も
、
貴
族
に
と
く
に
寵
愛
さ
れ
た
妓
女
は
、
桃
葉
や
碧
玉
の
よ
う
に
、
後
世
に
名
を
残
し
て
い
る
。

彼
女
た
ち
は
そ
の
名
を
詩
に
詠
わ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
果
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
作
詩
に
関
わ
っ
た
の
か
、
そ
の
実
情
は
簡
単
に
知
る
こ
と
は



で
き
な
い
。
お
そ
ら
く
は
宴
席
に
お
い
て
口
論
す
る
こ
と
は
で
き
た
で
あ
ろ
う
が
、
文
字
を
駆
使
し
て
の
本
格
的
な
文
学
活
動
と
な
る
と
、

遺
さ
れ
て
い
る
文
献
か
ら
推
し
て
、
到
底
、
参
加
し
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

唐
代
に
な
っ
て
も
、
妓
女
の
立
場
は
六
朝
の
こ
ろ
と
さ
ほ
ど
変
化
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
男
性
詩
人
の
ほ
う
は
唐
代
前
半
と
後
半
と

で
は
、
そ
の
階
層
に
顕
著
な
変
化
が
見
ら
れ
る
。
前
半
に
お
い
て
は
六
朝
貴
族
の
慣
習
が
踏
襲
さ
れ
、
詩
人
層
は
お
お
む
ね
宮
廷
を
中
心
と

し
て
い
る
が
、
後
半
は
か
な
り
変
化
し
た
。
科
挙
出
身
の
新
興
士
大
夫
階
級
が
増
加
し
、
詩
人
層
が
広
が
る
に
つ
れ
て
、
男
性
詩
人
と
妓
女

と
の
距
離
は
そ
れ
以
前
と
比
較
し
て
格
段
に
縮
ま
っ
た
感
が
あ
る
。
い
わ
ば
男
性
詩
人
の
民
主
化
は
、
女
性
で
あ
る
妓
女
に
ま
で
及
ん
だ
と

い
え
る
。
そ
う
し
た
変
化
の
現
わ
れ
と
し
て
、
女
流
詩
人
に
し
て
妓
女
の
醇
譲
や
魚
玄
機
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

晩
唐
の
李
商
隠
の
恋
愛
詩
は
、
以
上
に
述
べ
た
文
学
史
的
な
流
れ
の
中
で
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
小
稿
に
お
い
て
は
、
恋
愛

戸
、doo 

詩
そ
の
も
の
の
検
討
は
ひ
と
ま
ず
措
き
、
主
と
し
て
六
朝
か
ら
唐
に
か
け
て
の
男
性
詩
人
と
妓
女
と
の
関
わ
り
と
そ
の
際
の
詩
に
つ
い
て
の

変
化
を
追
い
、
李
商
隠
の
妓
女
に
関
わ
る
詩
の
位
置
づ
け
や
特
色
を
考
察
し
て
み
た
い
。

先
秦
の
こ
ろ
の
文
献
に
す
で
に
女
楽
は
登
場
し
て
い
る
も
の
の
、
詩
に
妓
女
が
詠
じ
ら
れ
る
の
は
六
朝
以
降
に
顕
著
に
な
っ
た
と
い
っ
て

い
い
で
あ
ろ
う
。
妓
女
に
関
わ
る
詩
の
研
究
は
す
で
に
あ
る
が
、
小
稿
に
お
い
て
は
、
特
に
男
性
詩
人
の
時
代
に
よ
る
変
化
と
妓
女
と
の
距

離
に
焦
点
を
絞
っ
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

ま
ず
は
六
朝
時
代
の
妓
女
を
詠
じ
た
詩
を
概
観
し
よ
う
。
当
時
の
詩
人
は
貴
族
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
の
で
、
社
交
の
場
で
あ
る
宴
会
に
お

(282) 

け
る
妓
女
を
詠
じ
た
詩
が
多
い
。
次
に
挙
げ
る
詩
は
宴
会
に
お
け
る
妓
女
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
。



同
武
陵
王
看
妓
詩

(281) 

劉
孝
縛

武
陵
王
の
妓
を
看
る
の
詩
に
同
ず

妙
舞
を
奏
し

燕
姫
奏
妙
舞

鄭
女
発
清
歌

週
差
出
回
受
験

送
態
表
瀕
蛾

寧
殊
遇
行
雨

車
減
見
凌
波

想
君
愁
日
落

応
羨
魯
陽
文

燕
姫

鄭
女

清
歌
を
発
す

差
を
廻
ら
し
て
受
験
よ
り
出
だ
し

態
を
送
り
て
噸
蛾
を
表
す

寧
ぞ
殊
な
ら
ん

行
雨
に
遇
ふ
に

-86-

一
一
記
ぞ
減
ぜ
ん凌
波
を
見
る
に

ホ百
，，ユ，、

ふ

日
落
つ
る
を
愁
ひ

君

応
に
魯
陽
の
文
を
羨
む
な
る
べ
き
を

こ
の
詩
は
、
逢
欽
立
輯
校
『
先
秦
漢
貌
晋
南
北
朝
詩
』
に
拠
れ
ば
、
『
初
学
記
』
巻
十
五
、
『
文
苑
英
華
』
巻
二
百
一
十
三
、
『
錦
繍
万
花
谷
』

後
集
巻
三
十
二
、
『
詩
紀
」
巻
八
十
七
に
は
劉
孝
紳
の
作
と
し
て
、
『
玉
台
新
詠
』
巻
七
、
『
詩
紀
』
巻
七
十
一
に
は
「
同
粛
長
史
看
妓
」
と

題
し
、
武
陵
王
粛
紀
が
薫
長
史
す
な
わ
ち
粛
介
の
「
看
妓
」
詩
に
和
し
た
作
と
し
て
見
え
る
。
少
な
く
と
も
三
人
が
同
じ
宴
会
に
出
席
し
て

い
た
こ
と
に
な
る
ゆ
え
、
だ
れ
の
詩
作
か
伝
聞
に
異
同
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
劉
孝
縛
・
武
陵
王
粛
紀
・
粛
介
の
三

人
が
同
じ
宴
席
で
詩
を
唱
和
し
合
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
だ
れ
が
主
催
し
、
だ
れ
の
所
有
す
る
妓
女
が
歌
舞
を
披
露
し
た
宴
会
か
は
わ



か
ら
な
い
が
、
詩
作
は
妓
女
の
歌
舞
の
素
晴
ら
し
き
を
褒
め
、
妓
女
の
所
有
者
に
謝
意
を
表
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

次
の
二
首
も
同
じ
宴
会
に
出
席
し
た
詩
人
た
ち
の
作
で
あ
る
。

詠
舞
詩
二
首
其
（
づ
）
一

可
憐
称
二
八

逐
節
似
飛
鴻

懸
勝
河
陽
伎

関
与
准
南
同

入
行
看
履
進

転
面
望
髪
空

腕
動
若
華
玉

杉
随
知
意
風

上
客
何
須
起

暗
烏
曲
未
終

(5
) 

和
詠
舞
詩

憐
む
可
し

梁
簡
文
帝
粛
綱

二
八
と
称
し

節
を
逐
ひ
て
飛
鴻
に
似
た
り

河
陽
の
伎
に

闇懸
にか
j佳に
南勝
与とる
同
じ

行
に
入
れ
ば

面
を
転
ず
れ
ば

与
口
口
こ
ま
上B
ノ
＼

L
m
1
V
1
V弄
豆
ノ
＼

杉
に
は
随
ふ

上
客

暗
烏
曲

舞
を
詠
ず
る
の
詩
に
和
す

庚

履
の
進
む
を
看

髪
の
空
し
き
を
望
む

者
華
の
玉

如
意
の
風

何
ぞ
起
つ
を
須
ひ
ん

未
だ
終
は
ら
ず

-87-(280) 



洞
房
花
燭
明

燕
徐
双
舞
軽

頓
履
随
疎
節

低
髪
逐
上
声

歩
転
行
初
進

杉
瓢
曲
未
成

驚
週
鏡
欲
満

鶴
顧
市
応
傾

巳
曽
天
上
学

言巨
是
世
中
生

洞
房

燕
飴

履
を
頓
し
て

髪
を
低
れ
て

歩

転
じ
て

花
燭
明
ら
か
に

(279) 

瓢
り
て

双
舞
軽
し疎

節
に
随
ひ

上
声
を
逐
ふ

行

初
め
て
進
み

驚

廻
り
て

曲

未
だ
成
ら
ず

害鳥

顧
み
て

巳
に
曽
て
天
上
に
学
ぶ

世
中
に
生
ぜ
ん

誼
ぞ
是
れ

~:fc己

表見

満
た
ん
と
欲
し

市

応
に
傾
く
な
る
べ
し

-88-

内
容
か
ら
見
て
、
梁
の
簡
文
帝
粛
綱
が
宴
会
を
主
催
し
、
自
身
が
所
有
す
る
妓
女
の
舞
い
を
披
露
し
、
庚
信
が
客
と
し
て
そ
の
舞
い
の
素

晴
ら
し
さ
を
褒
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
宴
会
は
、
状
況
が
比
較
的
は
っ
き
り
し
て
い
て
、
主
人
・
客
人
・
妓
女
の
宴
会
に
お
け
る
ス
タ
ン

ス
が
わ
か
り
や
す
い
例
で
あ
る
。
こ
う
し
た
宴
会
に
お
け
る
妓
女
の
役
割
は
古
今
を
通
じ
て
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
主
人
が
妓
女
の
歌

舞
を
披
露
し
て
客
を
も
て
な
し
、
客
は
妓
女
の
歌
舞
を
褒
め
て
主
人
へ
の
謝
礼
と
し
た
と
い
う
三
角
関
係
の
典
型
が
見
て
取
れ
る
。

こ
う
し
た
宴
席
に
お
け
る
妓
女
を
褒
め
る
詩
は
唐
代
に
お
い
て
も
継
承
さ
れ
、
妓
女
を
詠
じ
る
詩
の
典
型
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
以
下

の
二
首
は
唐
代
前
半
に
お
け
る
典
型
的
な
詠
妓
詩
の
例
で
あ
る
。



陪
辛
大
夫
西
亭
宴
観
妓

劉
長
卿

歌
舞
憐
遅
日

辛
大
夫
の
西
亭
に
宴
す
る
に
陪
し
、
妓
を
観
る

歌
舞

遅
日
を
憐
み

旋
麿
映
早
春

鴛
窺
臨
西
将

花
対
洛
陽
人

酔
罷
知
何
事

恩
深
忘
此
身

任
他
行
雨
去

帰
路
夏
香
塵

経
麿

早
春
に
映
ず

鴛
は
院
西
の
将
を
窺
ひ

酔花
ひは
罷色洛
ま陽
りの
て人

対
す

知
ん
ぬ
何
事
ぞ

-89-

イ壬i 思

他E J知
れ I方三

く
し
て

此
の
身
を
忘
る

行
雨

去
り

帰
路

香
塵
を
す
去
さ
ん

宴
崖
明
府
宅
夜
観
（
艇孟浩
然

妓
を
観
る

画
堂
観
妙
妓

崖
明
府
宅
に
宴
し
、
夜

薗
堂

妙
妓
を
観

長
夜
正
留
賓

燭
吐
蓮
花
艶

長
夜

正
に
賓
を
留
む

(278) 

燭
は
吐
く

蓮
花
の
艶



粧
成
桃
李
春

髭
一
回
髪
低
舞
席

杉
袖
掩
歌
唇

汗
湿
偏
宜
粉

羅
軽
誼
着
身

調
移
筆
柱
促

歓
会
酒
杯
頻

僕
使
曹
王
見

応
嫌
洛
浦
神

粧
は
成
る

桃
李
の
春

(277) 

警
髪

舞
席
に
低
れ

杉
袖

歌
唇
を
掩
ふ

平
』

偏
へ
に
粉
に
宜
し
く

湿
ひ
て

羅

一
日
記
ぞ
身
に
着
か
ん

軽
く
し
て

調

移
り

等
柱

促
し

歓
会

酒
杯

頻
り
な
り

僕
し
曹
王
を
使
て
見
し
め
ば

-90-

応
に
洛
浦
の
神
を
嫌
ふ
べ
し

い
ず
れ
の
詩
に
お
い
て
も
、
妓
女
を
褒
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
人
へ
の
謝
礼
を
表
す
と
い
う
典
型
を
襲
っ
て
い
る
。
六
朝
以
来
の
主
人
・
客

人
・
妓
女
の
三
角
関
係
に
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。
社
交
の
場
に
お
い
て
、
宴
席
に
侍
る
妓
女
は
欠
か
せ
な
い
存
在
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
宴
会
に
妓
女
が
付
き
物
と
な
っ
た
状
況
が
想
像
で
き
る
。
と
な
れ
ば
、
主
人
は
妓
女
を
侍
ら
せ
て
客
を
も
て
な
し
、
客
は
妓
女
を

褒
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
人
に
礼
を
述
べ
る
と
い
う
図
式
は
成
立
し
や
す
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

唐
代
前
半
に
お
い
て
は
、
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
典
型
に
沿
っ
た
詩
が
見
ら
れ
る
が
、
後
半
に
な
る
と
事
情
が
変
わ
っ
て
く
る
。
妓
女
の



役
割
か
ら
し
て
、
宴
会
の
場
は
彼
女
た
ち
の
表
舞
台
と
い
え
よ
う
。
ゆ
え
に
、
宴
会
に
お
け
る
妓
女
が
詩
に
詠
じ
ら
れ
る
の
は
ご
く
当
然
の

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
唐
代
後
半
に
な
る
と
、
宴
会
以
外
の
状
況
に
お
け
る
妓
女
も
詩
に
詠
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
六
朝
以
来
、
宴
会
以
外
の
状
況
に
お
け
る
妓
女
が
詩
に
ま
っ
た
く
詠
じ
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
詠
物
的
な
作
も
あ
る

し
、
代
作
も
あ
る
し
、
妓
女
に
贈
っ
た
詩
も
あ
る
。
し
か
し
、
詠
物
的
な
妓
女
を
詠
じ
た
詩
は
あ
く
ま
で
詠
物
詩
の
中
の
一
典
型
で
あ
る
し
、

代
作
は
閤
怨
詩
の
一
典
型
で
あ
る
し
、
妓
女
に
贈
っ
た
詩
も
お
お
か
た
は
宴
席
で
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、
妓
女
を
詠
じ
た
詩
と
し
て
い
づ
れ

も
典
型
的
な
作
品
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
唐
代
後
半
に
は
、
そ
う
し
た
典
型
か
ら
は
逸
脱
し
た
詩
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
の
で
あ
る
。

そ
の
一
つ
と
し
て
、
所
有
し
て
い
た
妓
女
を
手
放
す
こ
と
を
詠
じ
た
詩
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

病
中
嫁
女
妓

司
空
曙
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病
中
女
妓
を
嫁
す

万
事
傷
心
在
日
前

万
事

信
一
勿
、
い

A
l
J
 

目
前
に
在
り

一
身
垂
涙
対
花
建

身

一
課
を
垂
れ
て
花
鐙
に
対
す

黄
金
用
尽
教
歌
舞

黄
金

用
ひ
尽
く
し
て
歌
舞
を
教
へ

留
与
他
人
楽
少
年

他
人
に
留
与
し
て
少
年
を
楽
し
ま
し
む

こ
の
詩
は
韓
混
の
作
と
し
て
も
「
全
唐
詩
』
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
司
空
曙
の
生
卒
年
は
西
暦
七
四

O
年
か
ら
七
九
O
（
？
）
年
、
韓
混
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の
生
卒
年
は
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
至
徳
の
初
め
に
節
度
判
官
に
な
り
、
徳
宗
朝
に
か
け
て
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
ゆ
え
、
二
人

(275) 

の
活
躍
時
期
は
ほ
ぼ
重
な
る
。
ど
ち
ら
の
作
と
し
て
も
、
詩
が
作
ら
れ
た
時
期
に
大
き
な
ず
れ
は
生
じ
な
い
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

宴
会
に
お
け
る
社
交
の
詩
と
は
明
ら
か
に
違
う
状
況
を
詠
じ
て
い
る
。
こ
の
詩
の
場
合
、
老
い
て
病
気
に
な
り
、
せ
っ
か
く
費
用
を
か
け

て
歌
舞
を
仕
込
ん
だ
妓
女
を
人
手
に
渡
し
、

一
人
前
に
仕
上
が
っ
た
妓
女
の
歌
舞
を
楽
し
む
の
は
ど
こ
か
の
若
者
だ
と
い
う
口
惜
し
き
が
表

現
さ
れ
て
い
る
。
従
来
、
宴
席
に
侍
る
妓
女
を
詠
じ
る
状
況
が
普
通
だ
っ
た
こ
と
に
比
べ
る
と
、
格
段
の
変
化
で
あ
る
。
か
り
に
従
来
が
建

前
の
詩
と
す
る
と
、
こ
の
詩
は
本
音
の
詩
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
中
唐
以
降
の
詩
の
変
化
は
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
も
見
て
取
れ
る
の

で
あ
る
。

次
に
挙
げ
る
詩
は
主
人
に
死
な
れ
た
妓
女
た
ち
の
こ
と
を
詠
じ
て
い
る
。

感
故
張
僕
射
諸
妓

白
居
易
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故
張
僕
射
の
諸
妓
に
感
ず

黄
金
不
惜
買
蛾
眉

黄
金

惜
し
ま
ず

蛾
眉
を
買
ひ

操
得
如
花
三
四
校

操
ぴ
得
た
り

花
の
如
き
三
四
枝

歌
舞
教
成
心
力
尽

歌
舞

教
へ
成
り
て

心
力

尽
き

一
朝
身
去
不
相
随

一
朝

身
は
去
り
て

相
ひ
随
は
ず

詩
人
自
身
の
妓
女
を
詠
じ
た
詩
で
は
な
い
が
、
や
は
り
費
用
を
か
け
て
歌
舞
を
仕
込
ん
だ
の
に
、
主
人
は
死
ん
で
し
ま
っ
て
、
今
を
盛
り
の



妓
女
た
ち
だ
け
が
残
さ
れ
た
と
、
司
空
曙
と
ほ
と
ん
ど
同
様
の
感
慨
を
表
現
し
て
い
る
。
白
居
易
自
身
も
の
ち
に
自
分
の
妓
女
を
手
放
し
た

こ
と
を
詩
に
詠
じ
て
い
る
し
、
「
感
有
り
」
三
首
の
第
二
首
に
「
養
ふ
莫
れ
痩
馬
駒
、
教
ふ
る
莫
れ
小
妓
女
」
と
い
う
詠
い
だ
し
で
、
痩
せ

馬
や
幼
い
妓
女
を
養
う
も
の
で
は
な
い
、
や
っ
と
駿
馬
や
歌
舞
の
上
手
い
妓
女
に
育
て
て
も
、
ど
う
せ
人
手
に
渡
っ
て
し
ま
い
、
他
人
が
得

を
す
る
だ
け
だ
と
詠
じ
て
い
る
。
手
塩
に
か
け
た
妓
女
を
手
放
す
こ
と
を
詩
の
題
材
と
す
る
の
は
、
中
唐
以
降
に
始
ま
っ
た
新
し
い
潮
流
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

所
有
す
る
妓
女
を
手
放
す
こ
と
自
体
は
、
ず
っ
と
以
前
か
ら
あ
っ
た
こ
と
で
、
例
え
ば
、
北
貌
の
高
聡
の
伝
に
は
以
下
の
よ
う
に
見
え
る
。

聡
有
妓
十
鈴
人
、
有
子
無
子
皆
注
籍
為
妾
、
以
悦
其
情
。
及
病
、
不
欲
他
人
得
之
、
並
令
焼
指
呑
炭
、
出
家
為
尼
。

聡
に
妓
十
鈴
人
有
り
、
子
有
る
も
子
無
き
も
皆
籍
に
注
し
妾
と
為
し
、
以
て
其
の
情
を
悦
ば
し
む
。
病
む
に
及
び
、

今
30

j
 

他
人
の
之
を
得
る
を
欲
せ
ず
、
並
び
に
指
を
焼
き
炭
を
呑
ま
し
め
、
出
家
せ
し
め
て
尼
と
為
さ
令
む
。

高
聡
は
病
気
に
な
り
、
妓
女
を
人
手
に
渡
す
の
が
い
や
で
、
楽
器
の
演
奏
も
歌
舞
も
で
き
な
く
し
て
全
員
を
尼
に
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の

だ
か
ら
、
手
放
す
に
し
て
も
や
り
方
が
過
激
で
あ
る
。
そ
の
当
時
、
妓
女
を
手
放
す
事
実
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
詩
の
題
材
に
選
ば
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

唐
代
後
半
の
妓
女
を
詠
じ
る
詩
の
新
潮
流
は
他
に
も
あ
る
。
次
の
詩
は
天
子
の
お
召
し
に
赴
く
妓
女
を
見
送
っ
て
詠
じ
ら
れ
た
も
の
。
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送
零
陵
妓
、
一
作
送
妓
赴
子
公
召

戎
日
立

(273) 

零
陵
の
妓
を
送
る
、

一
に
妓
の
公
召
に
赴
く
を
送
る
に
作
る

宝
銅
香
蛾
菊
翠
裾

宝
銅

香
蛾

涙3 裁
をん翠

掩の
ひ裾

行
か
ん
と
欲
す
る
の
雲

装
成
掩
泣
欲
行
時
一
試
装
ひ
成
り
て

殿
勤
好
取
裏
王
意

殿
勤

好
し
取
れ

裏
玉
の
意

莫
向
陽
台
夢
使
君

陽
台
に
向
か
ひ
て
使
君
を
夢
み
る
莫
れ

作
者
と
馴
染
み
の
妓
女
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
自
分
の
こ
と
な
ど
慕
わ
ず
に
天
子
に
気
に
入
ら
れ
る
よ
う
に
し
な
さ
い
と
詠
じ
て
い
る
。
妓
女

他
に
も
楊
協
伯
の
「
妓
人
の
出
家
を
送
る
」
詩
や
楊
巨
源
の
「
妓
人
の
入
道
を
観
る
」
二
首
な
ど
、
妓
女
が
仏
教
の
尼
に
な
っ
た
り
、
道
-94-

に
と
っ
て
は
出
世
と
な
る
ゆ
え
、
ま
る
で
出
仕
の
た
め
に
上
京
す
る
友
人
を
見
送
る
よ
う
な
感
覚
で
作
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

教
の
女
冠
に
な
っ
た
り
す
る
の
を
見
送
っ
た
り
、
自
に
し
た
り
す
る
の
を
詩
に
詠
じ
て
い
る
。
妓
女
が
尼
に
な
る
例
は
先
に
見
た
北
貌
の
高

聡
の
場
合
に
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
事
実
と
し
て
は
以
前
か
ら
あ
っ
た
こ
と
だ
が
、
詩
の
題
材
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

が
、
唐
代
後
半
に
な
る
と
、
詩
に
詠
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
宮
女
の
入
道
を
見
送
る
詩
と
同
様
、
新
し
い
流
れ
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
従
来
の
閤
怨
詩
や
宮
怨
詩
に
飽
き
足
ら
な
く
な
っ
た
詩
人
た
ち
は
、
観
念
的
な
宮
女
や
妓
女
を
詠
じ
る
こ
と
に
満
足
で
き
な
く
な
り
、

現
実
に
日
に
す
る
宮
女
や
妓
女
を
積
極
的
に
詩
の
題
材
に
加
え
た
の
で
あ
る
。
こ
と
に
中
唐
以
降
の
新
興
士
大
夫
階
層
の
詩
人
た
ち
は
、
六

朝
貴
族
の
よ
う
に
は
妓
女
と
の
距
離
が
遠
く
な
か
っ
た
よ
う
で
、
妓
女
の
日
常
や
舞
台
裏
ま
で
を
詩
の
題
材
に
取
り
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
妓
女
の
中
に
も
次
第
に
詩
を
解
す
る
も
の
が
増
え
て
い
っ
た
と
い
う
状
況
も
、
男
性
詩
人
の
作
詩
に
影
響
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。



さ
て
、
以
上
に
述
べ
た
妓
女
を
詠
じ
た
詩
の
流
れ
か
ら
見
て
、
晩
唐
の
李
商
隠
の
妓
女
を
詠
じ
た
詩
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の

で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
す
で
に
ア
ル
バ
す
な
わ
ち
後
朝
歌
に
つ
い
て
考
察
し
た
こ
と
が
あ
り
、
李
商
隠
の
ア
ル
バ
に
は
宴
席
に
お
け
る
公
然
と

し
た
ア
ル
パ
も
あ
れ
ば
、
女
性
と
の
密
会
を
詠
じ
た
本
来
の
意
味
で
の
ア
ル
バ
も
あ
る
と
述
べ
た
。
公
然
と
し
た
ア
ル
バ
の
方
は
宴
席
に
侍

る
妓
女
の
存
在
が
他
の
関
連
す
る
詩
に
よ
っ
て
も
あ
る
程
度
把
握
で
き
る
が
、
本
来
の
ア
ル
パ
と
な
る
と
、
そ
の
状
況
を
窺
い
知
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
詩
人
自
身
が
意
識
的
に
隠
蔽
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
秘
密
の
恋
の
相
手
が
果
た
し
て
妓
女
だ
っ
た
の
か
、
そ
う
で
な
か
っ
た

た
だ
、
あ
え
て
臆
測
を
漫
亡
く
す
れ
ば
、
李
商
隠
の
恋
の
相
手
は
妓
女
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、一
般
家
庭
の
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の
か
、
客
観
的
に
知
る
手
立
て
は
な
い
。

娘
や
宮
女
と
の
接
触
は
ほ
と
ん
ど
な
い
し
、
女
道
士
の
年
齢
は
高
い
場
合
が
多
い
ゆ
え
、
妓
女
と
の
恋
愛
が
最
も
可
能
性
と
し
て
高
い
か
ら

で
あ
る
。
で
は
、
実
際
に
李
商
隠
は
ど
れ
だ
け
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
妓
女
と
関
わ
る
機
会
を
得
て
い
た
の
か
、
具
体
的
に
そ
の
妓
女
を
詠
じ

た
詩
を
見
つ
つ
考
察
し
て
み
よ
う
。

席
上
作

淡
雲
軽
雨
払
高
唐

淡
指
一
百軽
雨

高
唐
を
払
ひ

玉
殿
秋
来
夜
正
長

玉
殿

秋
来

夜

正
に
長
し
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料
得
也
応
憐
宋
玉

料
り
得
た
り

也
た
応
に
宋
玉
の
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一
生
唯
事
楚
嚢
王

一
生
唯
だ
楚
の
裏
王
に
事
ふ
る
の
み
を
憐
れ
む
な
る
べ
し

劉
学
錯
・
余
恕
誠
両
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
詩
は
大
中
元
年
（
西
暦
八
四
七
）
、
李
商
隠
三
十
六
歳
の
秋
、
桂
管
観
察
使
鄭
亜
の
幕
下
に
あ
っ

て
の
作
で
、
題
下
に
「
予
為
桂
州
従
事
、
故
府
鄭
公
出
家
妓
、
令
賦
高
唐
詩
。
」
と
注
し
て
「
故
府
鄭
公
」
と
い
う
の
は
、
後
で
書
き
加
え

た
た
め
で
あ
ろ
う
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

一
本
に
は
「
席
上
贈
人
」
と
題
し
、
題
下
の
注
に
「
故
桂
林
祭
陽
公
席
上
出
家
妓
。
」
と
見

え
る
と
も
い
う
。
い
づ
れ
に
し
て
も
宴
会
の
場
で
の
作
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
典
型
的
な
主
人
・
客
人
・
妓
女
の
三
角
関
係
の
規
準
か
ら
す

る
と
、
明
ら
か
に
逸
脱
し
て
い
る
。
妓
女
を
褒
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
人
へ
の
礼
儀
と
す
る
客
、
こ
れ
が
李
商
隠
の
置
か
れ
た
立
場
で
あ
る

が
、
こ
の
詩
の
中
で
は
妓
女
を
褒
め
て
い
な
い
。
鄭
亜
を
楚
の
嚢
王
に
、
自
分
を
宋
玉
に
、
妓
女
を
亙
山
の
神
女
に
喰
え
て
、
妓
女
の
心
中
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を
推
測
し
、
き
っ
と
あ
な
た
は
私
の
こ
と
を
一
生
楚
の
裏
王
に
仕
え
た
宋
玉
の
よ
う
だ
と
憐
れ
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う
と
詠
じ
て
い
る
。
こ

の
場
合
の
三
角
関
係
は
李
商
隠
と
妓
女
と
の
聞
が
近
く
、
鄭
亜
と
李
商
隠
と
は
遠
い
。
典
型
で
は
主
人
と
客
と
の
距
離
が
近
く
、
妓
女
は
、
王

客
と
離
れ
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
典
型
か
ら
の
逸
脱
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
次
の
詩
は
送
別
の
宴
会
で
見
送
ら
れ
る
詩
人
が
妓
女
に
贈
っ
た
作
で
あ
る
。

贈
営
妓

崖
薩

寒
箸
寂
寂
雨
葬
葬

寒
第
盾
寂
寂

雨

罪
葬
た
り

候
館
薦
候
燭
燈
微

候
官官

意
僚
と
し
て

燭
！撞

微
か
な
り



只
有
今
宵
同
此
宴

只
だ
今
宵
の
此
の
宴
を
同
に
す
る
有
る
の
み

翠
蛾
伴
酔
欲
先
帰

翠
蛾

伴
り
酔
ひ
て

先
に
帰
ら
ん
と
欲
す

こ
の
詩
の
場
合
、
主
人
は
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
い
が
、
送
別
の
宴
会
で
見
送
ら
れ
る
側
の
崖
曜
は
さ
し
ず
め
客
の
立
場
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
し
か
し
、
彼
が
詩
を
贈
っ
た
妓
女
は
馴
染
み
だ
っ
た
ら
し
く
、
今
宵
か
ぎ
り
の
宴
席
な
の
に
、
酔
っ
た
ふ
り
を
し
て
先
に
帰
る
の
か
、

と
妓
女
の
つ
れ
な
き
を
恨
ん
で
い
る
。
見
送
る
側
の
士
大
夫
も
同
席
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
主
人
・
客
人
・
妓
女
の
三
角
関
係
は
も
は

や
崩
れ
て
い
る
。
崖
瑳
は
大
暦
の
こ
ろ
の
人
で
あ
り
、
や
は
り
中
唐
以
降
、
士
大
夫
と
妓
女
と
の
ス
タ
ン
ス
に
変
化
が
現
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
他
に
も
、
白
居
易
の
「
武
丘
寺
路
宴
留
別
諸
妓
」
と
題
す
る
詩
や
「
酔
戯
諸
妓
」
と
題
す
る
詩
な
ど
、
宴
会
に
お
け
る
妓
女
に
直
接
関

李
商
隠
の
次
の
詩
は
、
詩
人
と
妓
女
と
の
距
離
が
は
な
は
だ
接
近
し
て
い
る
状
況
を
表
し
て
い
る
。

づ
－

Q
ノ

わ
る
詩
が
あ
り
、
宴
席
に
侍
る
妓
女
が
第
三
者
的
存
在
に
止
ま
ら
な
く
な
っ
た
状
況
を
想
像
さ
せ
る
。

妓（
席 5

楽
府
間
桃
葉

楽
府
に
桃
葉
を
聞
く
も

人
前
道
得
無

人
前

道
ふ
こ
と
得
る
や
無
や

勧
君
書
小
字

君
に
勧
む

小
字
を
書
く
を

慎
莫
喚
官
奴

慎
み
て
官
奴
を
喚
ぶ
莫
れ

(270) 



客
観
的
事
実
は
何
も
わ
か
ら
な
い
が
、
詩
題
に
「
妓
席
」
と
い
う
か
ら
に
は
、
妓
女
が
侍
る
宴
会
で
作
ら
れ
た
詩
と
考
え
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
「
妓
席
」
と
い
う
言
葉
は
、
管
見
の
及
ぶ
か
、
ぎ
り
で
は
顧
況
の
「
王
郎
中
妓
席
五
詠
」
と
題
す
る
詩
の
題
に
見
え
る
の
が
最
初
で
あ
る
。(269) 

こ
う
し
た
言
葉
が
使
わ
れ
る
こ
ろ
に
は
、
妓
女
の
侍
る
宴
会
が
相
当
に
普
遍
化
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
李
商
隠
は
こ
う
し
た
新
潮
流
の
影

響
を
受
け
、
さ
ら
に
彼
独
特
の
詩
風
を
展
開
し
て
い
る
。
「
妓
席
」
と
い
っ
て
も
、
公
然
と
し
た
詠
み
ぶ
り
で
は
な
く
、
内
容
は
ど
う
も
秘

密
の
や
り
と
り
の
よ
う
だ
。
手
掛
り
が
な
い
の
で
、
臆
測
す
る
し
か
な
い
が
、
宴
会
に
侍
る
妓
女
の
一
人
は
、
そ
の
名
を
歌
曲
に
歌
わ
れ
て

い
る
ら
し
く
、
李
商
隠
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
も
の
の
、
李
商
隠
は
そ
の
名
を
人
前
で
お
お
っ
ぴ
ら
に
呼
ぶ
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
実
際

に
「
桃
葉
」
と
い
う
名
の
妓
女
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
詩
の
中
で
は
そ
う
い
う
こ
と
に
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
に
か

く
そ
の
妓
女
は
桃
葉
が
王
子
敬
の
所
有
だ
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
宴
会
を
主
催
す
る
主
人
の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
李
商
隠
は
こ
っ
そ

り
と
主
人
に
気
付
か
れ
な
い
よ
う
に
そ
の
妓
女
と
意
思
を
通
じ
よ
う
と
試
み
る
。
か
り
に
「
君
」
は
そ
の
妓
女
を
指
し
て
い
る
と
し
た
ら
、
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李
商
隠
は
そ
の
妓
女
に
付
け
文
を
小
さ
な
字
で
書
く
よ
う
指
示
し
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
、
慎
重
に
や
り
と
り
す
る
よ
う
に
、
ゆ
め
ゆ
め
王

子
敬
の
小
字
で
あ
る
「
官
奴
」
を
呼
ん
だ
り
し
な
い
よ
う
に
と
結
ぶ
。
最
後
は
小
さ
い
字
と
幼
名
と
を
掛
け
て
言
葉
遊
び
と
し
、
主
人
を
呼

ん
だ
り
し
な
い
よ
う
に
と
要
請
し
、
そ
の
妓
女
に
秘
密
を
守
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
李
商
隠
の
志
向
と
し
て
、
宴

席
の
主
人
よ
り
も
侍
る
妓
女
に
寄
り
添
お
う
と
す
る
点
を
指
摘
で
き
る
。

次
の
詩
も
李
商
隠
と
妓
女
と
の
親
密
さ
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

妓
席
暗
記
送
同
年
独
孤
雲
之
武
昌

ひ
そ

妓
席
に
て
暗
か
に
記
し
、
同
年
独
孤
雲
の
武
昌
に
之
く
を
送
る



畳
障
千
重
叫
恨
猿

畳
障

千
重

恨
猿
叫
ぴ

長
江
万
里
洗
離
魂

長
江

万
里

離
魂
を
洗
ふ

武
昌
若
有
山
頭
石

武
昌

若
し
山
頭
の
石
有
ら
ば

為
払
蒼
苔
検
涙
痕

為
に
蒼
苔
を
払
ひ
て
涙
痕
を
検
せ
よ

こ
の
詩
も
妓
席
で
の
作
で
あ
る
。
作
ら
れ
た
時
期
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
劉
学
錯
・
余
恕
誠
両
氏
は
か
り
に
東
川
節
度
使
柳
仲
部
の
幕
下

に
あ
っ
て
の
作
と
繋
年
し
て
い
る
。
科
挙
及
第
同
期
の
友
人
が
武
昌
に
行
く
の
を
見
送
っ
た
詩
で
あ
る
が
、
詩
題
に
「
暗
記
」
と
い
う
の
は
、

詩
の
内
容
か
ら
し
て
妓
女
の
た
め
の
代
作
を
い
う
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
普
通
の
代
作
な
ら
、
公
然
と
そ
う
表
明
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
わ-99-

ざ
わ
ざ
「
暗
記
」
と
い
う
の
は
あ
る
い
は
妓
女
の
た
め
の
代
作
で
あ
る
こ
と
を
隠
し
て
い
る
せ
い
で
あ
ろ
う
か
。
あ
え
て
臆
測
す
れ
ば
、
李

商
隠
と
宴
席
に
侍
る
妓
女
の
一
人
と
は
か
な
り
親
し
く
、
し
か
も
そ
の
妓
女
が
独
孤
雲
を
好
い
て
い
る
こ
と
を
李
商
隠
は
知
っ
て
い
て
、
内

緒
で
代
作
し
て
や
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
友
人
を
見
送
る
詩
に
望
夫
石
を
詠
じ
る
こ
と
な
ど
は
ち
ょ
っ
と
不
自
然
で

あ
る
。
士
大
夫
が
妓
女
に
代
作
し
て
や
る
例
は
多
い
が
、
李
商
隠
の
場
合
、
本
当
に
ゴ
ー
ス
ト
ラ
イ
タ
ー
に
な
っ
て
や
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
こ
れ
が
李
商
隠
の
志
向
す
る
妓
女
と
の
ス
タ
ン
ス
な
の
で
あ
ろ
う
。

次
の
詩
は
李
商
隠
の
普
通
の
代
作
で
あ
る
。

飲
席
代
官
妓
贈
両
従
事

(268) 

飲
席
に
て
官
妓
に
代
は
っ
て
両
従
事
に
贈
る



新
人
橋
上
著
春
杉

新
人

橋
上

春
杉
を
著
け

(267) 

願旧
得主
化江
為辺
紅側
綬（帽
帯5 箸

旧
主

江
辺

帽
を
側
て
る
箸

許
教
双
鳳
一
時
街

願
は
く
は
得
ん

あ
る許

ひ
は
双
鳳
を
し
て
一
時
に
街
ま
教
め
ん
こ
と
を

化
し
て
紅
綬
帯
と
為
り

劉
学
錯
・
余
恕
誠
両
氏
は
こ
の
詩
も
か
り
に
東
川
節
度
使
柳
仲
間
却
の
幕
下
に
あ
っ
て
の
作
と
繋
年
す
る
。
こ
の
詩
は
公
然
と
妓
女
に
代
わ

っ
て
作
っ
て
い
る
。
二
人
の
従
事
は
い
づ
れ
も
若
く
魅
力
的
な
の
で
あ
ろ
う
、
赴
任
の
先
後
は
あ
っ
て
も
年
齢
に
大
差
は
な
く
、
妓
女
は
叶

う
こ
と
な
ら
両
方
に
寵
愛
さ
れ
た
い
と
望
む
ほ
ど
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
妓
女
の
口
を
借
り
た
お
世
辞
で
あ
ろ
う
。
李
商
隠
に
し
て

や
は
り
李
商
隠
ら
し
い
詩
と
い
え
ば
、
主
人
に
内
緒
で
妓
女
と
意
思
を
通
じ
さ
せ
た
り
、
友
人
に
内
緒
で
妓
女
に
代
作
し
て
や
っ
た
り
し
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は
む
し
ろ
没
個
性
的
で
あ
り
、
か
な
り
カ
ジ
ュ
ア
ル
な
場
で
は
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
典
型
的
な
社
交
の
詩
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

た
作
で
あ
る
ま
い
か
。

お
わ
り
に

男
性
詩
人
と
妓
女
と
の
関
わ
り
の
変
化
と
い
う
視
点
か
ら
、
六
朝
以
来
の
妓
女
に
関
わ
る
詩
の
変
遷
を
考
察
し
て
き
た
。
お
お
よ
そ
六
朝

か
ら
唐
代
前
半
に
か
け
て
は
、
宴
会
に
お
け
る
主
人
・
客
人
・
妓
女
と
い
う
三
角
関
係
が
明
確
で
あ
り
、
典
型
的
な
ス
タ
イ
ル
と
し
て
、
客

が
妓
女
を
褒
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
人
に
謝
意
を
表
す
る
と
い
う
詩
の
型
の
よ
う
な
も
の
が
見
ら
れ
た
が
、
唐
代
後
半
に
な
る
と
、
そ
の
典

型
に
変
化
が
現
れ
た
。



顕
著
な
の
は
、
宴
会
以
外
の
状
況
に
お
け
る
妓
女
を
詠
じ
る
詩
、
す
な
わ
ち
宴
会
に
お
け
る
建
前
の
詩
で
は
な
く
、
本
音
の
詩
、
い
わ
ば

舞
台
裏
、
日
常
の
詩
の
誕
生
で
あ
る
。
病
気
に
な
っ
て
妓
女
を
手
放
す
口
惜
し
き
を
詠
じ
た
詩
や
、
妓
女
が
天
子
に
召
さ
れ
た
り
、
出
家
し

た
り
、
入
道
し
た
り
す
る
の
を
見
送
る
詩
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
だ
れ
で
も
そ
う
い
う
詩
を
作
れ
た
わ
け
で

は
な
い
。
観
念
的
な
閏
怨
詩
な
ら
と
も
か
く
、
想
像
で
詠
じ
る
内
容
に
ま
で
は
様
式
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
く
、
た
と
え
ば
病
気
に
な

っ
て
妓
女
を
手
放
す
こ
と
を
詠
じ
る
場
合
、
実
際
に
妓
女
を
所
有
す
る
詩
人
こ
そ
が
作
れ
た
の
で
あ
る
。
司
空
曙
は
虞
部
郎
中
、
韓
混
は
江

准
転
運
使
に
同
平
章
事
を
加
え
ら
れ
た
し
、
白
居
易
は
刑
部
尚
書
に
ま
で
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
官
途
に
恵
ま
れ
、
あ
る
程
度
の
経
済

力
を
持
っ
た
詩
人
で
な
け
れ
ば
、
妓
女
を
所
有
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

だ
か
ら
こ
そ
李
商
隠
に
は
妓
女
を
所
有
し
た
形
跡
が
な
く
、
宴
会
以
外
の
状
況
に
お
け
る
妓
女
を
詠
じ
た
詩
が
少
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う

る

一
見
典
型
的
に
見
え
る
状
況
で
あ
っ
て
も
、
李
商
隠
は
主
人
に
よ
り
も
妓
女
に
自
身
を
添
わ
せ
た
が
る
。
妓
女
に
寄
り
添
う
ス
タ
ン
ス
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か
。
し
か
し
、
た
と
え
宴
会
に
侍
る
妓
女
と
し
か
関
わ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
李
商
隠
の
詩
に
は
や
は
り
詩
人
独
自
の
詩
風
が
表
れ
て
い

は
詩
人
の
弱
者
へ
の
優
し
い
眼
差
し
に
他
な
る
ま
い
。
そ
の
妓
女
の
た
め
の
代
作
に
し
て
も
、
他
の
詩
人
に
も
見
ら
れ
る
公
然
と
し
た
社
交

の
た
め
の
作
も
あ
る
が
、
ひ
そ
か
に
ゴ
ー
ス
ト
ラ
イ
タ
ー
に
な
っ
て
や
る
例
な
ど
は
、
李
商
隠
の
独
自
性
を
表
し
て
い
よ
う
。
ま
た
、
宴
会

主
催
の
主
人
に
内
緒
で
、
そ
の
妓
女
と
意
思
を
通
じ
さ
せ
て
い
る
ら
し
い
詩
は
、
お
そ
ら
く
相
手
の
妓
女
に
少
な
く
と
も
字
を
書
く
能
力
が

あ
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

今
に
遺
さ
れ
て
い
る
妓
女
の
作
っ
た
詩
は
あ
ま
り
多
く
は
な
い
が
、
『
北
里
志
」
な
ど
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
李
商
隠
が
活
躍
す
る

こ
ろ
に
は
、
字
が
読
め
る
だ
け
で
な
く
、
詩
を
解
し
、
詩
が
作
れ
る
妓
女
が
少
数
な
が
ら
も
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
条
件
が
整

っ
た
か
ら
こ
そ
、
男
性
詩
人
と
妓
女
と
の
距
離
が
縮
ま
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
李
商
隠
の
恋
愛
詩
誕
生
の
下
地
は
、
以
上
に
述
べ
た

(266) 



よ
う
な
状
況
を
考
慮
す
れ
ば
、
詩
作
に
参
加
で
き
る
女
性
の
存
在
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

(265) 

一
定

（l
）
妓
女
を
詠
じ
た
詩
を
専
論
し
た
先
行
論
文
と
し
て
は
、
孫
菊
園
氏
の
「
唐
代
文
人
和
妓
女
的
交
往
及
其
与
詩
歌
的
関
係
」
（
『
文
学
遺
産
』
一
九

八
九
年
第
三
期
）
粛
藤
茂
氏
の
「
唐
の
悼
妓
詩
に
つ
い
て
」
（
『
未
名
』
第
十
号
一
九
九
二
）
、
「
詠
妓
詩
に
つ
い
て
」
（
『
古
田
敬
一
教
授
領
寿

記
念
中
国
学
論
集
』
一
九
九
七
）
、
「
士
人
と
妓
女
唐
代
の
贈
妓
詩
を
中
心
に
｜
」
（
『
中
唐
文
学
の
視
角
』
一
九
九
人
）
な
ど
が
あ
る
。

（2
）
逢
欽
立
輯
校
『
先
秦
漢
貌
晋
南
北
朝
詩
』
梁
詩
巻
十
六
。
字
の
異
同
は
論
旨
に
関
わ
ら
な
い
か
ぎ
り
省
略
す
る
。
以
下
同
じ
。

（3
）
『
文
苑
英
華
』
に
は
「
武
陵
王
殿
下
看
妓
」
と
題
し
、
劉
孝
梓
が
武
陵
王
粛
紀
の
詩
に
和
し
た
作
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

（4
）
逢
欽
立
輯
校
『
先
秦
漢
貌
晋
南
北
朝
詩
」
梁
詩
巻
二
十
一

（5
）
逢
欽
立
輯
校
『
先
秦
漢
貌
晋
南
北
朝
詩
』
北
周
詩
巻
三

（6
）
『
全
唐
詩
』
巻
一
百
四
十
八

（7
）
四
部
叢
刊
『
孟
浩
然
集
』
巻
一
一

（8
）
『
全
唐
詩
』
巻
二
百
九
十
二
、
ま
た
『
三
体
詩
』
に
も
「
病
中
遣
妓
」
と
題
し
て
採
ら
れ
て
い
て
、
若
干
字
の
異
同
が
あ
る
。

（9
）
「
全
唐
詩
』
巻
二
百
六
十
二
、
「
聴
楽
恨
然
自
述
」
と
題
し
、
そ
の
下
に
「
一
作
病
中
遣
妓
、
一
作
司
空
曙
詩
。
」
と
注
記
が
あ
る
。
本
文
に
も

若
干
字
の
異
同
が
あ
る
。

（
叩
）
四
部
叢
刊
『
白
氏
長
慶
集
』
巻
十
三

（
日
）
『
貌
書
』
巻
六
十
八

（
ロ
）
『
全
唐
詩
』
巻
二
百
七
十

（
日
）
劉
学
錯
・
余
恕
誠
著
『
李
商
隠
詩
歌
集
解
』
第
二
冊
六
四
三
頁

（
凶
）
『
全
唐
詩
』
巻
三
百
十
一
、
題
下
の
注
に
「
詩
話
総
亀
云
、
崖
左
轄
瑳
牧
江
外
郡
、
祖
席
夜
閑
、

（
日
）
劉
学
錯
・
余
恕
誠
著
『
李
商
隠
詩
歌
集
解
』
第
五
冊
一
七
九
七
頁
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一
営
妓
先
辞
帰
、
崖
与
詩
日
。
」
と
見
え
る
。



（
同
）
劉
学
錯
・
余
恕
誠
著
『
李
商
隠
詩
歌
集
解
』
第
三
冊
二
ニO
二
頁

（
口
）
劉
学
錯
・
余
恕
誠
著
『
李
商
隠
詩
歌
集
解
』
第
三
冊
二
二
O
八
頁

（
同
）
原
注
と
し
て
「
惰
独
孤
信
挙
止
風
流
、
曽
風
吹
帽
槍
側
、
観
者
塞
路
」
と
あ
る
。

-103-(264) 


