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詩
臣
と
し
て
の
菅
原
道
真

一

元
慶
六
年
、
菅
原
道
真
は
、
当
時
文
章
得
業
生
で
あ

っ
た
紀
長
谷
雄

に
次
の
よ
う
な
詩
を
送

っ
て
い
る
。

輸牲
零
紀
秀才
薇
諜
嘉
蹴難
貯螺
鍼
ぃ聯
露
正電
跡

而
勧
之

風
情
断
織
壁
池
波
　
風
情
断
織
す
璧
池
の
波

更
怪
通
儒
四
面
多
　
更
に
怪
し
む
通
儒
の
四
面
に
多
き
こ
と
を

問
事
人
嫌
心
転
石
　
事
を
問
ひ
て
は
人
は
心
に
石
を
転
ず
る
こ
と

を
嫌
ひ

論
経
世
貴
口
懸
河
　
経
を
論
じ
て
は
世
は
口
に
河
を
懸
く
る
こ
と

を
貴
ぶ

応
醒
月
下
徒
沈
酔
　
応
に
月
下
に
徒
ら
に
沈
酔
す
る
こ
と
よ
り
醒

む
べ
し

擬
際
花
前
独
放
歌
　
花
前
に
独
り
放
歌
す
る
こ
と
を
喋
ま
ん
と
す

滝
川
　
幸
司

抑制罫Ｍ鶴娯砂　帥脚疇コ胸妙晨にはを愁へず含Ｔ％）

式
部
少
輔
兼
文
章
博
士
と
し
て
儒
者
の
頂
点
に
い
た
道
真
で
は
あ
っ

た
が
、
そ
の
文
章
博
士
任
官

（元
慶
元
年
）
の
直
後
か
ら

「南
面
す
る

こ
と
綾
か
に
三
日
　
耳
に
誹
謗
の
声
を
聞
く
」
含
丁
８７
「博
士
難
童
こ
）

と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
「勧
吟
詩
」
を
賦
し
た
同
六
年
に
も

コ
死
慶
六

年
夏
末
、
匿
詩
有
り
。
藤
納
言
を
誹
る
。
納
言
詩
意
の
凡
な
ら
ぎ
る
を

見
て
、
当
時
の
博
士
を
疑
ふ
」
含
Ｔ
９８
「有
所
田と
詩
題
注
）
と
藤
納
言

を
誇
っ
た
詩
が
非
凡
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
そ
の
作
者
に
擬
せ
ら
れ
る
な

ど
、
道
真
の
周
り
に
は
誹
謗
中
傷
の
声
が
渦
巻
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

当
時
の
こ
う
し
た
状
況
に
つ
い
て
は
、
道
真
自
身
が
発
し
た

「文
人
相

軽
」
の
言
葉
を
起
点
と
し
て
、
後
藤
昭
雄
蹂
ド
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
お

り
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
が
、
応
天
門
の
変
前
後
の

「儒
家
」
派
と

「詩

人
」
派
と
の
対
立
か
ら

「儒
家
」
派
が
発
し
、
道
真
ら

「詩
人
」
派
の

周
囲
を
取
り
巻
い
た

「詩
人
無
用
」
の
声
の
中
、
紀
長
谷
雄
に
詩
作
を

勧
め
た
の
が
先
の
詩
で
あ
る
。

詩
題
に
付
さ
れ
た
自
注
に
は
、
一九
慶
以
来
公
私
に
わ
た
っ
て
論
争
を
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好
む

「有
識
の
士
」
の
存
在
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
は
詩
中
で
は

「通
儒
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「通
儒
」
と
は
本
来
博
学
な
儒
者
を
示

す
好
意
的
な
措
辞
で
あ
る
が
、
先
学
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
道
真
に
と
っ
て
は
椰
楡
す
べ
き
狭
量
な
儒
家
と
意
識
さ
れ
て

い
た
。
大
学
の
学
問
を
中
途
で
拠
棄
し
た
の
に
関
わ
ら
ず

「通
儒
」
が

四
面
に
溢
れ
て
い
る
こ
と
を
怪
し
む
首
聯
は
、
そ
う
し
た

「通
儒
」
へ

の
強
烈
な
皮
肉
で
あ
る
。
長
谷
雄
に
対
し
て
詩
作
を
勧
め
る
の
が
尾
聯

で
あ
る
が
、
道
真
は
そ
の
基
盤
と
し
て

「王
沢
」
を
い
う
。
「詩
人
無
用

論
」
が
道
真
ら
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
、
「
詩
人
無
用
」
の
声
は
、

道
真
の
「勧
吟
詩
」
、
長
谷
雄
の
「対
残
菊
待
寒
月
」
詩
序
の
中
に
見
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、

」ゝ
れ
に
対
峙
反
撥
す
る
こ
と
で
、
却
っ
て
道

真
等
に
純
粋
な
文
学
創
作
者
と
し
て
の

「詩
人
」
の
立
場
を
堅
持
さ
せ

る
役
割
を
も
結
果
的
に
果
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
テ
」
ど
す
る
見

解
が

一
般
的
で
あ
ろ
う
が
、
道
真
が

「王
沢
」
を
基
盤
に
し
つ
つ
詩
作

を
勧
め
る
こ
と
に
つ
い
て

「純
粋
な
文
学
創
作
者
と
し
て
の
「詩
人
Ｌ

と
い
え
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
「詩
人
」
と
い
う
語
の
概
念
な
ど

も
含
め
て
問
題
に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
詩
作
と

「王
沢
」
の
関
係
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
後
漢

・

班
固
の

「両
都
賦
序
」
含
文
選
」
こ

に

「或
ひ
と
曰
く
、
賦
な
る
者
は

古
詩
の
流
也
。
昔
成
康
没
し
て
頌
声
寝
み
、
王
沢
掲
き
て
詩
作
ら
ず
」

に
よ
る
が
、
次
に
あ
げ
る
道
真
の
詩
に
も
、
「王
沢
」
が
用
い
ら
れ
て
い

２一
。三

月
三
日
於
雅
院
賜
侍
臣
曲
水
之
飲
応
製

郷
度
風
光
臥
海
浜
　
風
光
を
郷
度
し
海
浜
に
臥
す

可
憐
今
日
遇
佳
辰
　
憐
れ
む
べ
し
今
日
佳
辰
に
遇
ふ
こ
と
を

近
臨
桂
殿
廻
流
水
　
近
く
に
臨
む
桂
殿
廻
流
の
水

遥
想
蘭
亭
晩
景
春
　
遥
か
に
想
ふ
蘭
亭
晩
景
の
春

仙
蓋
追
来
花
錦
乱
　
仙
蓋
追
来
り
て
花
錦
乱
る

御
簾
巻
却
月
鈎
新
　
御
簾
巻
却
し
て
月
鈎
新
た
な
り

四
時
不
廃
歌
王
沢
　
四
時
王
沢
を
歌
ふ
を
廃
め
ず

長
断
詩
臣
作
外
臣
　
長
く
詩
臣
の
外
臣
と
作
る
を
断
た
ん（四

・
７
）

こ
れ
は
、
寛
平
二
年
、
讃
岐
守
の
任
期
を
終
え
て
帰
洛
し
た
と
き
の

曲
水
宴
で
の
作
で
あ
る
。
結
句
に
い
う

「外
臣
」
が
、
讃
岐
守
で
あ
っ

た
自
分
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
尾
聯
で
、
こ
の
宴
に
参
加
で
き
た

喜
び
を
詠
む
。
四
季
折
々
の
季
節
に
王
沢
を
歌
う
こ
と
を
や
め
な
い
で

い
た
い
、
そ
の
た
め
に

「詩
臣
」
で
あ
る
こ
の
私
を

「外
臣
」
に
任
じ

な
い
で
ほ
し
い
、
と
い
う
。
「
四
時
王
沢
を
歌
ふ
」
と
は
、
こ
の
曲
水
宴

を
含
め
四
季
折
々
の
季
節
に
開
か
れ
る
公
宴
詩
会
で
天
子
の
徳
を
讃
え

る
詩
を
賦
す
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
道
真
は
、
公
宴
詩
会
で

「王
沢
」
を
謳
歌
す
る
た
め
に
、
都
に

「詩
臣
」
と
し
て
留
ま
っ
て
い
た

い
と
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
先
の

「勧
吟
詩
」
に
重
ね
て
み

れ
ば
、
道
真
は
長
谷
雄
に

「王
沢
」
を
歌
う

「詩
臣
」
た
れ
と
詠
ん
で

い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
よ
う
。

詩
人
と
し
て
の
道
真
に
つ
い
て
は
、
秋
山
虔
氏
以
来
多
く
の
研
究
が

備
わ
る
が
、
そ
れ
ら
先
学
の
研
究
に
よ
り
な
が
ら
、
本
稿
で
は
、
道
真



に
と

っ
て
の

「詩
臣
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も

つ
の
か
、
と
い
う
こ

と
を
中
心
に
論
じ
て
い
く
。

二

為
鮮
餅
鍵
鋳
鸞
魃
舗
議
議
鮮
誠
誠
減

顕
著
で
あ
る
。
「正
月
十
六
日
憶
宮
妓
踏
歌
」
（四
・
四
）
で
は
、

舞
非
春
夢
難
行
見
　
舞
は
春
夢
に
非
ざ
れ
ば
行
き
て
見
る
こ
と
難

し

歌
是
昔
聞
便
臥
吟
　
歌
は
是
れ
昔
聞
き
し
こ
と
な
れ
ば
便
ち
臥
し

て
吟
ず

毎
属
佳
辰
公
宴
日
　
佳
辰
公
宴
の
日
に
属
る
毎
に

空
々
湿
損
客
衣
襟
　
空
々
湿
ひ
損
す
客
衣
の
襟

と
、
例
年
で
あ
れ
ば
見
る
こ
と
の
で
き
た
踏
歌
を
回
想
し
て
い
る
。
「佳

辰
公
宴
の
日
に
属
る
毎
に
」
と
い
う
道
真
で
あ
る
が
、
「詩
臣
」
と
自
ら

を
規
定
す
る
よ
う
に
恒
例
行
事
の
中
で
も
や
は
り
公
宴
詩
会
を
回
想
す

る
例
が
目
立
つ
。
「九
日
偶
吟
」
（四
・
鰤
）
で
は
、

客
中
三
見
菊
花
開
　
客
中
三
た
び
菊
花
の
開
く
を
見
る

只
有
重
陽
毎
度
来
　
只
重
陽
の
度
毎
に
来
る
こ
と
有
り

今
日
低
頭
思
昔
日
　
今
日
頭
を
低
れ
て
昔
日
を
思
ふ

紫
震
殿
下
賜
恩
盃
　
紫
農
殿
下
に
恩
盃
を
賜
ひ
し
こ
と
を

と
、
都
に
い
た
当
時
重
陽
宴
で

「恩
盃
」
を
賜
っ
た
こ
と
を
回
想
し
て

い
る
。
讃
岐
赴
任
四
年
目
の
寛
平
元
年
、
正
月
内
宴
の
詩
題
が

「花
鳥

共
逢
春
」
で
あ
る
こ
と
を
聞
き
、
島
田
忠
臣
に
詩
を
送
っ
て
い
る
の
は

（四
・
２８５
）
ヽ

か都

つで
の
公
宴
詩
会
へ
の
関
心
を
示
そ
う
し
、
忠
臣
か
ら
の

返
事
に
「予
曽
経
て
群
臣
花
鳥
共
に
春
に
逢
ふ
を
賦
す
を
聞
く
の
詩
を

以
て
、
前
濃
州
田
別
駕
に
寄
せ
上
ま
つ
れ
り
。
別
駕
、
今
の
遺
れ
ず
、

遠
く
還
答
を
辱
な
く
す
。
詩
篇
の
外
、
別
に
書
間
を
附
す
。
予
先
に
消

息
を
読
む
。
詩
と
云
ひ
書
と
云
ひ
、
覚
え
ず
涙
を
流
す
。
更
に
園
字
を

電

ｋ
蛉

許

業

に
酔

計
霙

酔

舞

鍵

野

羹

り で
、

鮮
製
軋
型議
哺
辞
‐まぁ〕権
璧
螂
隷
製
くヽ都

道真にあっては詩人は京にあって天下国家を高く領導するも

詢肘
撼
鶴霧
際詭
晴
震
鰊
甦
ぜ
浮
牌
雑
ば

な
い
」
と
述
べ
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
が
、
「詩
文
の
業
に
従
事
す
る
」

量い用輛』口に燃馨卸螂へ回嗽豹鵬畦瑚薇動詞ｍ一つ先碗ユ数は

思
わ
れ
る
。
重
陽
宴
を
回
想
し
た
例
と
し
て
次
の
よ
う
な
詩
も
あ
る
。

重
陽
日
府
衝
小
飲

秋
来
客
思
幾
紛
々
　
秋
よ
り
来
客
思
幾
ば
く
か
紛
々
た
る

況
復
重
陽
暮
景
瞑
　
況
復
ん
や
重
陽
暮
景
畷
れ
ん
を
や

菊
遣
窺
園
村
老
送
　
菊
園
を
窺
は
遣
め
て
村
老
送
る

-3-―



東
従
任
土
薬
丁
分
　
夷
土
に
任

・
す
」
疑
ひ
て
薬
丁
分
つ

停
盃
且
論
輸
租
法
　
盃
を
停
て
は
且
く
論
ず
輸
租
の
法

走
筆
唯
書
弁
訴
文
　
筆
を
走
ら
せ
て
は
唯
だ
書
す
弁
訴
の
文

十
八
登
科
初
侍
宴
　
十
人
に
し
て
登
科
し
初
め
て
宴
に
侍
る

今
年
独
対
海
辺
雲
　
今
年
独
り
対
ふ
海
辺
の
雲
　
　
　
（三
・
‐９７
）

こ
の
詩
で
も
後
半
部
で
、
本
来
な
ら
ば
重
陽
宴
に
参
加
し
詩
を
賦
す

は
ず
な
の
が
、
「筆
を
走
ら
せ
て
」
も

「書
す
」
の
は
詩
で
は
な
く
、
讃

岐
の
民
の
訴
え
に
対
す
る
判
決
文
で
あ
り
、
海
辺
の
雲
と
向
か
い
あ
っ

て
い
る
、
と
都
の
重
陽
宴
に
思
い
を
馳
せ
つ
つ
現
在
の
国
司
と
し
て
の

職
務
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
詩
で
は
、
都
の
公
宴
詩
会
で
「王
沢
」

を
歌
う

「詩
臣
」
で
あ
っ
た
自
分
が
、
讃
岐
守
と
し
て
都
の
外
に
お
り
、

今
は
そ
れ
も
叶
わ
な
い
と
の
意
識
が
窺
わ
れ
、
公
宴
詩
会
に
参
加
す
る

「詩
臣
」
と
し
て
の
強
い
自
覚
が
認
め
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
最
後
の
例
で
は
、
重
陽
宴
で
の
詩
作
と
国
司
と
し
て
の
職

嚇誨
語
帰
鮮
舞
鮮
５
勝
鵜
鷲
「表岬
譴
罐

六

日
作

到
任
之
三
年
也
」

（
四

・
劉
）

で
は

、

好
去
鶯
花
今
已
後
　
好
し
去
れ
鶯
と
花
と
今
よ
り
已
後

冷
心

一
向
勧
農
蚕
　
冷
心
も
て

一
向
に
農
蚕
を
勧
め
ん

と
、
詩
興
を
催
す
も
の
と
し
て
あ
る

「鶯
」
と

「花
」
と
に
決
別
し
て

国
司
の
職
務
と
し
て
「農
蚕
を
勧
め
」
る
決
意
を
詠
ん
で
い
る
し
、
「冬

夜
閑
思
」
（四
・
纂
）
で
は
、

性
無
嗜
酒
愁
難
散
　
性
酒
を
嗜
む
こ
と
無
け
れ
ば
愁
散
じ
難
し

心
在
吟
詩
政
不
専
　

′ヽぃ
詩
を
吟
ず
る
こ
と
に
在
れ
ば
政
専
な
ら
ず

と
先
の
例
と
は
逆
に
詩
を
詠
む
こ
と
に

「心
」
が

「在
」
る
た
め
に
国

司
の
職
務
ば
か
り
は
で
き
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
著
名
な
例
と
し

て
は
、
「題
駅
楼
壁
帰
州
之
次
、
到
播
州
明
石
駅
」
（四
・
卸
）
で
、

離
家
四
日
自
傷
春
　
家
を
離
れ
て
四
日
自
ら
春
を
傷
む

梅
柳
何
因
触
処
新
　
梅
柳
何
に
因
り
て
か
触

つる
る
処
新
た
な
る

為
問
去
来
行
客
報
　
為
に
去
来
す
る
行
客
の
報
ぐ
る
を
問
ふ

讃
州
刺
史
本
詩
人
　
讃
州
刺
史
本
よ
り
詩
人

と
、
都
か
ら
讃
岐
へ
の
帰
途

「梅
柳
」
が
至
る
と
こ
ろ
で

「新
た
な
る
」

の
に
深
く
感
じ
る
の
は
、
「讃
州
刺
史
」
で
あ
る
自
分
が
、
本
来

「詩

人
」
で
あ
る
か
ら
だ
と
直
接
的
に
い
う
。

こ
う
し
た
道
真
の
讃
岐
時
代
の
詩
に
つ
い
て
、
国
司
の
職
務
よ
り
も

詩
作
が
第

一
義
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に

異
議
を
唱
え
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
国
司
の
職
務
と
対
比
的
に
詩
作
が

置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
よ
り
重
要
視
し
た
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
国

司
と
対
置
で
き
る
ほ
ど
強
固
に
職
務
と
し
て
の

「詩
臣
」
を
意
識
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま

一
度
そ
う
し
た
眼
で

讃
岐
赴
任
前
後
の
道
真
の
詩
を
見
て
み
よ
う
。

北
堂
餞
宴
各
分

一
字
探
得
遷

我
将
南
海
飽
風
煙
　
我
将
に
南
海
に
風
煙
に
飽
か
ん
と
す

更
妬
他
人
道
左
遷
　
更
に
妬
む
他
人
の
左
遷
な
り
と
道
ふ
こ
と
を

情
憶
分
憂
非
祖
業
　
情
ら
憶
ふ
に
分
憂
は
祖
業
に
非
ず

徘
徊
孔
聖
廟
門
前
　
徘
徊
す
孔
聖
廟
門
の
前
　
　
　
　
（三
・
‐８７
）
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こ
の
詩
は
、
北
堂
で
開
か
れ
た
讃
岐
赴
任
の
餞
宴
で
の
作
で
あ
る
。

第
三
句
で

「分
憂

（＝
国
司
と

が

「祖
鶏
」
ず

は
な
い
と
詠
ん
で
い
が
、

「祖
業
」
と
は

「講
書
之
後
戯
寄
諸
進
士
」
含
丁

８２
）
に
、

文
章
暗
被
家
風
誘
　
文
章
は
暗
か
に
家
風
に
誘
は
る

吏
部
楡
因
祖
業
存
　
吏
部
は
楡
か
に
祖
業
に
因
り
て
存
す

文
章
博
士
非
材
不
居
。　
　
文
章
博
士
は
材
に
非
ざ
れ
ば
居
ら
ず
。
吏
部
侍
郎
は

吏
部
侍
郎
有
能
惟
任
。　
　
能
有
れ
ば
惟
れ
任
ず
。
余
が
祖
父
自
り
降
り
余
が
身

自
余
祖
父
降
及
余
身
、　
　
に
及
ぶ
ま
で
、
一二
代
相
承
、
両
官
失
す
る
こ
と
無
し
。

三
代
相
承
、
両
官
無
　
　
故
に
謝
詞
有
り
。

失
。
故
有
謝
詞
。

と
あ
る
よ
う
に
、
「文
章
博
士
」
と

「吏
部
侍
郎

（＝
式
部
少
輔
と

を
指

す
。
こ
の
二
官
は
、
「仁
和
二
年
正
十
六
任
二
讃
岐
守

一
（止
二
少
輔
博
士

権
守
等
し
」
含
公
卿
補
任
」
寛
平
五
年
条
尻
付
）
と
あ
る
よ
う
に
、
讃
岐
赴

任
に
よ
っ
て
解
か
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
道
真
は
「舟
中
五
事
」
Ｔ
Ｔ

獅
）
と
い
う
五
首
連
作
の
二
首
目

や―こ
、

自
頭
己
釣
翁
　
白
頭
釣
翁
を
己
む

沸
涙
満
舟
中
　
沸
涙
舟
の
中
に
満
つ

…
…

（中
略
）
…
…

非
嫌
新
変
業
　
新
た
に
業
を
変
ず
る
こ
と
を
嫌
ふ
に
非
ず

最
惜
旧
成
功
　
最
も
旧
功
を
成
せ
し
こ
と
を
惜
じ
む

若
有
僧
為
俗
　
若
し
僧
の
俗
と
為
る
こ
と
有
ら
ば

寺
中
悪
不
通
　
寺
中
不
通
を
悪
ま
ん

仮
令
儒
作
吏
　
仮
令
儒
の
吏
と
作
ら
ば

天
下
笑
雷
同
　
天
下
雷
同
を
笑
は
ん

漸
憶
釣
翁
泣
　
漸
く
憶
ふ
釣
翁
の
泣
く
は

悲
其
業
不
終
　
其
の
業
を
終
へ
ざ
る
を
悲
じ
む
な
り
と

と
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
詩
は
、
釣
針
を
無
く
し
た
た
め
に

「変
業
」
せ

ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た

「白
頭
翁
」
を
詠
ん
で
お
り
、
そ
れ
に
自
ら
を

重
ね
て

「儒
」
か
ら

「吏
」
へ
と

「変
業
」
し
た
こ
と
を
自
嘲
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
道
真
に
と
っ
て
讃
岐
守
就
任
は

「儒
業
」
か
ら
の

「変

業
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

道
真
は
讃
岐
に
赴
く
前
に
、
藤
原
基
経
が
開
い
た
餞
宴
で
、

為
吏
為
儒
報
国
家
　
吏
と
為
り
儒
と
為
り
国
家
に
報
ぜ
ん

百
身
独
立

一
恩
涯
　
百
身
独
立
す

一
の
恩
涯

含
二
・
胚

「相
国
東
閣
餞
席
探
得
花
字
し

と
、
儒
者
と
し
て
今
ま
で
国
家
に
仕
え
て
き
た
が
今
度
は
国
司
と
な
っ

て
報
い
よ
う
と
詠
ん
で
は
い
る
も
の
の
、
自
ら
の

「祖
業
」
と
し
て
国

司
の
任
を
納
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
道
真
に

と

っ
て
国
家
に
報
い
る

「業
」
は
詩
作
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
詩
作

を

「業
」
と
認
め
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
当
時
売
文
業
の
よ
う
な
も
の

が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
律
令
官
人
と
し
て
官
職
に
就
き
勤
め
る
し

か
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
道
真
が

「祖
業
」
「家
業
」
と
し
て
儒
学

・
詩

作
を
位
置
付
け
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
讃
岐
赴
任
と
と
も
に
解

か
れ
た
文
章
博
士
。式
部
少
輔
の
よ
う
な
儒
官
に
い
る
こ
と
が
背
景
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
讃
岐
赴
任
は

「変
業
」
で
し
か

な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
「詩
人
」
で
あ
る
た
め
に
は
官
職
は
必
要
な
か

ろ
う
。
国
司
と
い
う
都
の
喧
喋
か
ら
離
れ
た
環
境
は

「純
粋
な
文
学
創
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作
者
と
し
て
の
「詩
人
Ｌ

に
は
好
都
合
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か

し
、
「詩
臣
」
は
都
で

「王
沢
」
を
歌
い

「国
家
」
に
報
じ
て
こ
そ

「詩

臣
」
な
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
讃
岐
赴
任
を
終
え
て
帰
洛
し
て
以
後
の
詩
か
ら
も
窺

え
る
。
寛
平
八
年

（あ
る
い
は
九
年
か
）
に
行
わ
れ
た
文
選
寛
宴
で
、
道

真
は
次
の
よ
う
に
詠
ん
で
い
る
。

半
百
行
年
老
　
半
百
行
年
老
い

尚
書
庶
務
繁
　
尚
書
庶
務
繁
は
じ

雖
思
楽
風
月
　
風
月
を
楽
し
ま
ん
と
思
ふ
と
雖
も

不
放
到
丘
園
　
丘
園
に
到
る
を
放
さ
れ
ず

（六
・
４３７

「北
堂
文
選
寛
宴
各
詠
史
句
得
乗
月
弄
滉
浸

（詩
題
注
略
ご
）

詩
中
に
い
う

「風
月
」
は
先
学
の
研
究
に
明
ら
か
な
よ
う
に
ぎ
興
を

催
す
風
物
と
し
て
あ
る
の
で
、
尚
書

（＝
民
部
卿
）
の
職
務
が
煩
わ
し

い
の
で
詩
に
詠
む
べ
き
風
物
の
あ
る

「丘
園
」
に
行
く
こ
と
が
許
さ
れ

な
い
、
と
い
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
讃
岐
時
代
に
国
司
の
職
務
と
詩

作
が
対
比
的
に
置
か
れ
て
い
た
の
と
同
じ
形
で
あ
る
が
、
「公
卿
補
任
』

輝

叡
幹
肇
聾

五

鉄

博
だ
酵
規
馨

撫

講

鶴
雑
饂

確

と
あ
り
、
民
部
卿
任
官
と
と
も
に
儒
官
で
あ
る
式
部
大
輔
を
解
か
れ
て

い
る
点
も
、
讃
岐
赴
任
時
と
同
様
で
あ
る
。
道
真
が
詩
作
と
儒
官
と
を

密
接
に
結
び
つ
け
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。
儒
官
に
い
て
こ
そ

詩
作
は

「国
家
」
に
報
ず
る
方
法
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

三

こ
れ
ま
で
の
論
述
で

「詩
臣
」
と
い
う
言
葉
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
き

た
が
、
そ
も
そ
も
、
道
真
に
と

っ
て

「詩
臣
」
と
は
具
体
的
に
は
何
を

意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

大
曽
根
章
介
氏
は

「
（道
真
の
）
理
想
像
は
詩
を
も

つ
て
天
子
を
補
佐

」鈍
い̈
〆離鑓
霙
瞬
羹
籍
解
版
唱

た
と
え
ば

（引
用
者
注
、
五
・
鮒
詩
）
の
如
き
風
雲
月
霞
の
詩
人
が
棲
む

一
方
で
、
王
道
善
政
の
詩
臣
と
い
う
不
抜
の
理
想
が
あ
っ
た
」
と
、
道

真
の

「理
想
像
」
と
し
て
の

「詩
臣
」
を
述
べ
ら
れ
る
。
道
真
が

「詩

臣
」
た
ろ
う
と
強
く
自
覚
し
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
の
内
実

が

「文
を
も
つ
て
経
済
を
説
く
」
も
の
で
あ
る
と
か

「王
道
善
政
」
を

導
く
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
道
真
の
用
法
に
即
し
て
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

「菅
家
文
草
』
の
中
で

「詩
臣
」
と
い
う
語
は
五
例
見
出
さ
れ
る
。
貞

観
十
年
正
月
内
宴
で
道
真
は
序
者
と
し
て
序
を
作
り
詩
を
賦
し
て
い
る

が
、
そ
の
中
に
見
え
る
の
が
も
っ
と
も
早
い
例
で
あ
る
。

臣
聞
、
春
者
、　
一
年
之
驚
策
、
四
時
之
光
彩
也
。
時
是
鶯
花
、
人
皆

亮
藻
、
君
王
遊
予
、
其
不
悦
乎
。
故

一
聯
楽
韻
、
非
二
勅
喚

一不
レ
得

レ
発
二
其
声

一、
数
輩
訓
日
、
非
二
詔
旨

一不
レ
得
Ｌ
Ｆ
・其
志
一、
謂
二
之
内

宴

一、
其
事
可
レ
知
。
…
…

（中
略
）
…
…
伏
叙
二
一
人
之
有
ラ
慶
、
兼

賦
二
万
物
之
逢

ラ
春
云
レ
爾
、
謹
序
。



寒
光
早
退
更
無
余
　
寒
光
早
く
退
き
て
更
に
余
無
し

万
物
逢
春
決
汗
初
　
万
物
春
に
逢
ふ
決
汗
の
初
め

問
著
林
前
鶯
語
報
　
問
著
す
林
前
鶯
語
の
報

看
過
水
上
浪
文
書
　
看
過
す
水
上
浪
文
の
書

訓
国
脂
露
言
行
楽
　
詩
臣
脂
露
は
れ
て
行
楽
を
言
ふ

女
妓
粧
成
舞
歩
虚
　
女
妓
粧
成
り
て
歩
虚
を
舞
ふ

侍
宴
雖
知
多
許
事
　
宴
に
侍
り
て
多
許
の
事
を
知
る
と
雖
も

一
年

一
日
本
仙
居
　
一
年

一
日
仙
居
を
恭
く
す

（
一
・
２７

「早
春
侍
内
宴
同
賦
無
物
不
逢
春
応
製
井
序
し

内
宴
は
、
奏
楽
と
献
詩
を
中
心
と
す
る
公
宴
詩
会
で
あ
る
れ
ゃ
序
に

「
一
聯
の
楽
韻
、
勅
喚
に
非
ざ
れ
ば
其
の
声
を
発
す
る
を
得
ず
、
数
輩

の
詩
臣
、
詔
旨
に
非
ざ
れ
ば
其
の
志
言
ふ
を
得
ず
」
と
い
う
の
は
、
そ

れ
を
指
す
。
詩
の

「詩
臣
膳
露
は
れ
て
行
楽
を
言
ふ
　
女
妓
粧
成
り
て

歩
虚
を
舞
ふ
」
も
同
様
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「詩
臣
」
と
は
献
詩
を
行
う

も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
例
は
他
に
も
、

寛
平
四
鈍
九
月
後
朝
宴
の
詩
序
に
、

子
レ
時
涼
気
屡
動
、
夜
漏
頻
移
。
訓
曰
両
三
人
、
近
習
七
八
輩
、
請

各
成
レ
篇
、
以
備
言
レ
志
云
レ
爾
。

（五
・
卸

「重
陽
後
朝
同
賦
秋
雁
櫓
声
来
応
製
井
序
し

と
見
え
る
。
残
る
二
例
の
う
ち
の

一
つ
は
先
に
引
い
た

コ
ニ
月
三
日
於

雅
院
賜
侍
臣
曲
水
之
飲
応
製
」
（四
・
ツ
）
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
、
仁

和
二
年
の
内
宴
の
こ
と
を
叙
し
た
長
大
な
詩
題
に
見
え
る
。

予
為
二
外
吏

一、
幸
侍
二
内
宴
装
束
之
間
一、
得
レ
預
二
公
宴

一者
、
雖
レ

有
二
旧
例
・、
又
殊
恩
也
。
王
公
依
レ
次
、
行
二
酒
訓
曰
邸
相
国
以
レ
当

レ
次
、
又
不
レ
可
レ
辞
レ
盃
。
予
前
作
立
不
レ
行
、
須
史
吟
日
、
明
朝

風
景
属
二
何
人
一。　
一
吟
之
後
、
命
レ
予
高
詠
。
蒙
レ
命
欲
レ
詠
、
心

神
迷
乱
、
綾
発
二
〓
二

涙
流
鳴
咽
。
宴
罷
帰
家
、
通
夜
不
レ
睡
、

黙
然
而
止
如
レ
病
胸
塞
。
尚
書
左
丞
、
在
レ
傍
詳
聞
。
故
寄
二
一
篇
一、

以
慰
二
予
情
・。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（三
・
麟
）

仁
和
二
年
、
讃
岐
守
に
任
じ
ら
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
内
宴
に
預
か
る

こ
と
が
で
き
た
こ
と
、
基
経
が
道
真
の
前
で
詩
を
吟
じ
た
こ
と
な
ど
が

記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に

「王
公
次
に
依
り
て
、
酒
を
詩
臣
に
行

ふ
」
と
あ
る
。
例
え
ば

「撰
集
秘
記
』
所
引

「清
涼
記
」
「九
日
節
会
」

，ヽ
、

次
大
臣
奏
レ
給
二
諸
大
夫
酒
一。侍
従
四
人
起
二
帳
座

一、応
レ
召
進
。
立

二
左
近
陣
東
南
方

一。参
議
伝
レ
仰
畢
、
其
二
人
相
分
、
経
二
舞
台
南
一、

着
二
文
人
握

・行
レ
酒
。

と

「文
人
」
に

「酒
を
行
ふ
」
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
「王
公
次
に

依
り
て
、
酒
を
詩
臣
に
行
ふ
」
と
い
う
の
は
こ
れ
と
関
わ
る
も
の
と
考

え
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
「行
酒
」
さ
れ
る

「詩
臣
」
と
は
、
「文
人
」
に

当
た
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
「文
人
」
は
、
工
藤
重
矩
島
が
考
証
さ

れ
た
よ
う
に
詩
宴
で
の
献
詩
者
を
指
す
。
つ
ま
り
道
真
は

「文
人
」
を

「詩
臣
」
と
表
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
先
に
あ
げ
た
例
も
そ
の
よ
う

に
理
解
で
き
よ
う
。
道
真
が
い
う

「詩
臣
」
と
は
、
公
宴
詩
会
あ
る
い

は
そ
れ
に
準
ず
る
詩
会
で
の
献
詩
者

（＝
「文
人
し

を
意
味
す
る
の
で

あ
る
。
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前
節
で
、
都
を
回
想
す
る
道
真
の
詩
を
通
じ
て
、
詩
作
が
国
司
の
職

務
と
対
置
で
き
る
ほ
ど
に
強
固
に
職
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
、

そ
こ
で
い
う
詩
作
と
は
公
宴
詩
会
に
お
け
る
も
の
を
指
す
こ
と
を
述
べ

た
が
、
そ
れ
は

「文
人
」
と
し
て
の
自
分
を
想
起
し
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
「文
人
」
は
、
工
藤
氏
の
考
証
に
も
あ
る
よ
う
に
、
職
務
と
し
て

『延
喜
式
」
な
ど
に
も
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
も
、
国
司

の
職
務
と
対
置
で
き
る
職
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た

だ
、
道
真
が

「文
人
」
と
そ
の
ま
ま
に
表
現
せ
ず

「詩
臣
」
と
記
し
た

こ
と
は
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
「詩
臣
」

と
い
う
語
は
、
管
見
で
は
中
国
に
見
出
せ
な
い
。
日
本
の
漢
詩
文

・
記

録
史
料
で
も
、
現
在
見
出
せ
た
の
は
、
道
真
の
作
以
外
で
は
、
次
の
例

が
す
べ
て
で
あ
る
。

夫
七
月
七
日
、
霊
疋
佳
期
也
。
仰
二
秋
河
之
歌
々
一、
暗
二
白
気
之

突
々
一。守
レ
夜
之
人
、
以
レ
此
為
レ
応
、
登
レ
仙
之
語
、
信
而
有
レ
徴
。

今
夕
詔
・一訓
曰

一
日
、

貧
本
朝
文
粋
』
八

・
２

「七
夕
代
牛
女
惜
暁
更
応
製
」
小
野
美
材
）

青
春
之
半
、
黒
月
之
終
、
殿
前
紅
桜
、
開
敷
可
レ
愛
。
太
上
法
皇

有
レ
勅
、
喚
・一訓
曰
四
五
人
一。
蓋
慇
二
鶯
花
之
空
過

一、
課
二
鳳
藻
一而

相
惜
焉
。

含
同
』
十

・
窮

「紅
桜
花
下
作
応
太
上
法
皇
製
」
大
江
朝
綱
）

廿
九
日
戊
子
、
法
皇
（宇
多
）
幸
二
大
覚
寺
一。
命
下
採
二
野
菜

一之
遊
上、

左
大
臣

（時
平
）
以
下
雇
従
。
喚
・一訓
日

一賦
二
即
事

一云
々
。

今
日
本
紀
略
』
延
喜
五
年
正
月
条
）

朝
綱
の
例
は
、
道
真
の
詩
序
に
見
え
る
も
の
と
同
じ
構
造
を
持
ち
、

「文
人
」
を
示
そ
う
。
「日
本
紀
略
」
の
記
事
は
、
例
え
ば
、

廿

一
日
辛
丑
、
内
宴
。
奏
二
女
楽

一、
喚
一一劇
囚

一、
賦
レ
詩
如
ン
常
。
賜

レ
綿
有
レ
差
。　
　
　
　
　
　
　
　
（コ
一代
実
録
』
仁
和
二
年
正
月
条
）

の
「文
人
を
喚
ぶ
」
と
同
様
に
理
解
で
き
る
。
ま
た
美
材
の
詩
序
の
「詩

臣
に
詔
す
」
も
同
じ
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
「詩
臣
」
と
は
道
真
以
外
の

文
章
に
お
い
て
も

「文
人
」
を
指
す
こ
と
に
な
る
。

「詩
臣
」
の
語
を
通
覧
し
た
が
、
道
真
に
顕
著
で
あ
る
こ
と
が
確
認

で
き
よ
う
。
恐
ら
く
、
美
材
や
朝
綱
も
道
真
の
用
法
を
摂
取
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
「詩
臣
」
の
語
の
、
中
国
で
の
用
例
が
管
見
に
入
ら

ず
、
少
な
く
と
も

一
般
的
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
考
え
合

わ
せ
る
と
、
」ゝ
れ
は
道
真
が
使
い
始
め
た
語
と
い
え
る
よ
う
に
も
思
え

る
が
、
更
な
る
調
査
を
行
い
た
い
。
と
も
あ
れ
、
道
真
が

「文
人
」
に

対
し
て

「詩
臣
」
と
表
現
し
始
め
た
人
物
で
あ

っ
た
と
は
い
え
よ
う
。

も
っ
と
も
記
録
史
料
は
別
に
し
て
公
宴
詩
会
の
序
文
な
ど
で
献
詩
者
を

指
す
場
合
に
「文
人
」
と
記
す
の
は
極
め
て
稀
で
「詩
人
」
「文
士
」
「墨

客
」
な
ど
が
用
い
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
に
お
け
ば

「詩
臣
」
と
い
う
措

辞
は
、
「詩
」
を
も

っ
て

「国
家
」
に
報
い
る

「臣
」
と
い
う
姿
勢
を
鮮

明
に
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
に
道
真
の
、
「詩
」
を

「業
」
と

す
る

「臣
」
と
し
て
の
強
固
な
自
覚
を
読
み
と
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
の

で
は
な
い
か
。
そ
し
て

「詩
臣
」
と
し
て

「国
家
」
に
報
ず
る
の
は
公

宴
詩
会
と
い
う
場
で
あ
っ
た
。



四

Ｌ

罐

」
赫
艦

断
唖
什
製
蒻

藤

鱚

轄

肇

齢

次

の
よ
う

に
述
べ
ら
れ
る
。

公
宴
詩
会
の
際
の
兼
題
擬
作
の
詩
が
本
義
を
外
れ
た
も
の
で
あ
り
、
た
と

へ
彫
心
鎮
骨
し
て
麗
句
を
配
し
衆
人
の
賞
讃
を
得
た
と
し
て
も
、
真
の
詩

か
ら
遠
く
離
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ら
う
。

さ
ら
に
氏
は
、
道
真

の

「
三
月
三
日
於
雅
院
賜
侍
臣
曲
水
之
飲
応
製
」

（四
・
ツ
）
を
引
い
て
、

こ
こ
に
い
ふ
詩
臣
（引
用
者
注
、
尾
聯
「四
時
不
廃
歌
王
沢
　
長
断
詩
臣
作
外

臣
」
に
い
つ
詩
臣
）
と
は
都
で
応
製
侍
宴
に
天
子
の
徳
恵
を
讃
へ
る
こ
と
に

終
始
す
る
者
を
指
す
の
で
あ
ら
う
か
。
既
に
述
べ
た
如
く
、
詩
の
本
義
が

詩
興
の
起
こ
る
ま
ま
に
賦
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
種
種
の
制
約
に
東

縛
さ
れ
た
文
場
で
苦
吟
す
る
こ
と
が
、
詩
臣
の
本
務
で
は
あ
る
ま
い
。

＾
”
）

と
も

い
わ
れ
る
。
ま
た
、
藤
原
氏
は
、

宮
廷
詩
賦
の
創
作
と
い
う
こ
と
も
、文
章
道
の
本
来
的
な
使
命
で
あ
っ
た
。

の
み
な
ら
ず
、
嵯
峨
朝
の
唯
美
的
な
詩
壇
に
重
き
を
な
し
た
祖
父
清
公
以

来
、
菅
家
三
代
に
わ
た
っ
て
濃
縮
さ
れ
た
血
が
道
真
の
う
ち
に
開
花
さ
せ

た
も
の
も
ま
た
、
華
麗
な
宮
廷
詞
華
に
ふ
さ
わ
し
い
繊
細
な
感
性
で
あ
っ

た
。

〈
勧
吟
詩
〉
で
は
徒
ら
な
花
月
吟
詠
を
戒
め
て
王
道
の
詩
臣
た
る
べ

き
使
命
を
説
き
、
事
実
彼
は
す
ぐ
れ
た
政
治
的
言
志

・
諷
諌
の
詩
も
数
多

く
創
作
し
て
来
た
が
、
「菅
家
文
草
』
の
侍
宴
詩
の
過
半
は
、
や
は
り
花
草

風
月
を
中
心
と
し
た
い
わ
ゆ
る

「六
朝
的
」
な
綺
麗
巧
緻
な
詩
で
あ
る
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

大
曽
根
氏
は
、
道
真
が

「詩
臣
」
で
あ
り
た
い
と
願
っ
た
詩
を
引
き

つ
つ
、
「応
製
侍
宴
」
で
の
詠
作
は

「詩
臣
の
本
務
」
で
は
な
い
と
い

い
、
藤
原
氏
も
、
そ
う
し
た

「宮
廷
詩
賦
の
創
作
」
を

「詩
臣
」
の

「使

命
」
か
ら
外
れ
た
も
の
と
見
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
前

節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
道
真
の
い
う

「詩
臣
」
と
は
公
宴
詩
会
の
献
詩

者
で
あ
る

「文
人
」
を
指
す
の
で
あ
り
、
両
氏
の
見
解
に
は
に
わ
か
に

は
従
え
な
い
。
道
真
の
用
法
に
即
す
る
限
り

「詩
臣
」
の

「使
命
」
は

公
宴
詩
会
で

「王
沢
」
を
歌
う
こ
と
な
の
で
あ
ぁ
∝

と
こ
ろ
で
、
大
曽
根
氏
が

「応
製
侍
宴
」
を

「詩
臣
の
本
務
」
で
は

な
い
と
さ
れ
た
の
は
、
「詩
の
本
義
が
詩
興
の
起
こ
る
ま
ま
に
賦
す
る

も
の
で
あ
る
な
ら
ば
」
と
い
う
条
件
の
下
で
あ
っ
た
が
、
氏
が

「詩
の

本
義
」
と
い
わ
れ
た
の
は
、
「毛
詩
』
大
序
の

「詩
者
志
之
所
レ
之
也
」

で
あ
る
。
道
真
の
文
学
の
根
拠
に

「毛
詩
』
大
序
を
見
出
し
た
の
は
、

夙
に
秋
山
氏
の
論
考
に
も
確
認
で
き
る
が
、
大
曽
根
氏
は
そ
れ
を
道
真

の
作
品
か
ら
具
体
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
藤
原
氏
も
大
曽
根
氏

の
示
し
た
用
例
を
補
強
し
、
さ
ら
に
大
序
の
当
該
条
に
注
さ
れ
た

「毛

詩
正
義
』
の
「感
レ
物
而
動
乃
呼
為
レ
志
」
も
含
め
て
道
真
の
詩
作
へ
の

姿
勢
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
。
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
道
真
の
こ
う

し
た
文
学
観
と
、
」ゝ
れ
ま
で
述
べ
来

っ
た
公
宴
詩
会
で
の
献
詩
者
と
し

て
の
「詩
臣
」
と
の
関
係
は
、
や
は
り
考
察
を
加
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

以
下
、
大
曽
根

・
藤
原
両
氏
が
示
さ
れ
た
用
例
に
私
に
追
加
で
き
る
も

の
を
加
え
て
あ
げ
る
。
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臣
聞
、
春
者
、　
一
年
之
驚
策
、
四
時
之
光
彩
也
。
時
是
鶯
花
、
人

皆
亮
藻
、
君
王
遊
予
、
其
不
悦
乎
。
故

一
聯
楽
韻
、
非
二
勅
喚

・不

（七
・５‐６
「「未
旦
求
衣
賦
一首
胆承
液隠載酎卸譴
端鵡鮮場搬
腋次
し

喘赫欄肝辞藤布
・一けれみひ同載めわけ吟赫け課微”り

貧
菅
家
後
集
』
輌

「詠
楽
天
北
窓
三
友
詩
七
一こ
）

こ
れ
ら
の
例
を
通
覧
す
る
と
、
最
後
の
例
は
配
流
後
の
作
な
の
で
除

く
と
し
て
も
、
最
初
の
例
が
内
宴
で
の
作
、
三
番
目
が
曲
水
宴
、
四
番

目
の
例
が
重
陽
後
朝
宴
で
の
作
と
、
公
宴
詩
会
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
じ

る
詩
会
に
お
い
て
道
真
は

「詩
者
志
之
所
レ
之
也
」
を
用
い
て
い
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
大
曽
根
氏
の
い
う

「詩
の
本
義
」
を
道
真
は
公
宴

詩
会
で
の
詩
序
で
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
道
真
の
詩
へ
の
拠
り
所
と

さ
れ
る

「毛
詩
」
大
序
の

「詩
者
志
之
所
レ
之
也
」
は
、
公
宴
詩
会
で

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

道
真
の
詩
作
へ
の
態
度
に
「毛
詩
』
大
序
が
窺
え
る
こ
と
に
つ
い
て
、

藤
原
應
ば
、

仁
明
朝
承
和
期
の
時
代
の
変
化
を
経
て
詩
人
達
が
詩
を

「私
的
に
自
ら
の

心
を
慰
め
る
糧
」
と
す
る
傾
向
が
深
ま
っ
て
い
っ
た
時
、
い
わ
ば
文
章
経

国
の
観
念
的
粉
飾
が
剥
落
し
て
ゆ
く
な
か
で
、
「詩
言
志
」
と
い
う
詩
の
大

切
な
本
義
が
輝
き
出
た
の
で
あ

っ
た
、
だ
か
ら

「詩
言
志
」
や

「詩
者
志

之
所
之
也
」
と
い
う
詩
の
定
義
は
、
わ
が
国
で
古
来

一
貫
し
て
確
認
さ
れ

て
来
た
わ
け
で
は
な
く
、
道
真
ら
が
、
詩
人
の
存
在
理
由
は
詩
人
た
る
そ

の
こ
と
の
う
ち
に
し
か
な
い
と
い
う
切
実
な
自
党
の
な
か
で
、
改
め
て
こ

れ
を
主
体
的
に
選
び
取
っ
た
の
で
あ
る
。

と
述
べ
ら
れ
た
が
、
道
真

の

「
詩
言
志
」
は
公
宴
詩
会

の
場
で
発
せ
ら

れ
て
お
り
、

」ヽ
う
し
た
例
か
ら

「
詩
人
の
存
在
理
由
は
詩
人
た
る
そ
の

レ
得
レ
発
二
其
声

一、
数
劃
ョ
日
「
劃
劉
副
∃
到
ボ
ｄ
得
日
ョ
∃
劉
司
一

二
之
内
宴

・、
其
事
可
レ
知
。

謂

（
一
．
２７

「早
春
侍
内
宴
同
賦
無
物
不
逢
春
応
製
井
序
し

酒
為
忘
憂
盃
有
数
　
酒
は
憂
を
忘
る
る
為
に
し
て
盃
数
有
り

訓
縁
刹
憲
翻
個
多
一　
詩
は
志
を
叙
す
る
に
縁
り
て
昏
猶
ほ
多
し

（
一
・
位

「団
坐
言
懐
し

我
君

一
日
之
沢
、
万
歳
之
余
、
曲
水
雖
レ
遥
、
遺
塵
雖
レ
絶
、
書
二

巴
字
一而
知
二
地
勢

一、思
二
魏
文

一以
翫
二
風
流
ゴ
コ
コ
コ
四
「
］、
謹

上
二
小
序
一云
爾
。（五

・
観

「二
月
三
日
同
賦
花
時
天
似
酔
応
製
井
序
し

子
レ
時
涼
気
屡
動
、
夜
漏
頻
移
。
詩
臣
両
三
人
、
近
習
七
八
輩
、
請

各
成
レ
篇
、
以
備
言
レ
志
云
レ
爾
。

（五
・
卸

「重
陽
後
朝
同
賦
秋
雁
櫓
声
来
応
製
井
序
し

仁
寿
年
中
、
文
選
寛
宴
、
先
君
詠
レ
句
、
得
二
樵
隠
倶
在
ラ
山
、
古

調
多
叙
レ
所
レ
懐
。
予
今
習
二
先
君
体

一、
寄
レ
詩
言
レ
志
、
来
者
語
レ

之
。

（六
・
４３７

「北
堂
文
選
寛
宴
各
詠
史
句
得
乗
月
弄
滉
援
」
詩
題
注
）

閣
茂
之
歳
、
後
九
月
十
二
日
、
天
子
召
コ
見
文
章
士
十
有
二
人
於

殿
上
一、
有
レ
勅
日
、
賦
者
古
詩
之
流
、
詩
蓋
志
之
所
レ
之
。
各
献
二

一
篇
一、
具
言
二
汝
志

・。
詩
云
賦
云
、　
一
文

一
字
、
不
レ
可
レ
風
コ
雲

其
興
一、
不
レ
可
レ
河
コ
漢
其
詞
一。

-10-



こ
と
の
う
ち
に
し
か
な
い
と
い
う
切
実
な
自
覚
」
を
読
み
取
る
に
し
て

も
、
そ
う
し
た
場
で
の
コ
百
志
」
を
除
い
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
藤
原
氏
が
論
じ
ら
れ
た

「毛
詩
正
義
」
の

「感
レ
物
而

動
乃
呼
為
レ
志
」
に
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
先
程
と
同
様
、
氏

の
挙
例
に
私
に
見
出
し
た
も
の
も
加
え
て
あ
げ
る
。

重
陽
之
後
、
翌
日
之
夕
、
秋
雁
者
月
令
之
賓
也
。
櫓
声
者
風
窓
之

聴
也
。
訓
日
４
皿
劉

非
レ
来
二
鏡
湖
之
波
一、
馳
レ
心
而
思
。

（五
・
３４９
「重
陽
後
朝
同
賦
秋
雁
櫓
声
来
応
製
井
序
し

期
回
口
∃
回
州
Ｊ
劉
劇
綱
Ⅶ
螂
「

有
二
我
感
之
可
ラ
悲
レ
秋
、
元
二

我
興
之
能
楽
ラ
水
。

（七

・
５‐５

「秋
湖
賦
以
秋
水
無
岸
為
韻
、
二
百
字
以
上
成
篇
し

今
之
所
レ
集
、
多
是
仁
和
年
中
、
讃
州
客
意
、
寛
平
以
降
、
応
制

雑
詠
而
已
。
客
意
者
以
叙
二
微
臣
之
失
ラ
道
也
。
応
制
者
以
遇
二
天

子
之
好
ラ
文
也
。
鯛
日
劉
４
感
、
不
レ
覚
滋
多
。
詩
人
之
興
、
推
而

可
レ
量
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（“
「献
家
集
状
し

丞
相
度
年
幾
楽
思
　
丞
相
年
を
度
り
て
幾
た
び
か
楽
し
み
思
へ
る

割
割
訓
物
劇
囚
謝
　
今
宵
物
に
触
れ
て
自
然
に
悲
し

こ
な

磐

号

に

罐

粍

鴫

』

岬
齢

醐

鰐

猾

ル

生
裡
の
風
物
や
人
事
に
触
発
さ
れ
た
感
動
を
歌
お
う
と
す
る
姿
勢
に
関

わ
る
」
と
述
べ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
道
真
の
作
を
見
る
限
り
そ
の
よ
う

に
言
い
切
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
初
の
例
は

重
陽
後
朝
宴
で
の
作
で
あ
り
、
三
番
目
の

「献
家
集
状
」
で
は
、
「讃

州
」
で
の
作
と

「応
制
」
詩
に
つ
い
て

「物
に
触
る
る
感
、
覚
え
ず
滋

く
多
し
」
と
い
う
。
ま
た
最
後
の
例
も
応
制
詩
で
あ
る
。
道
真
は

「物

に
触
る
る
感
」
を

「天
子
」
の
命
に
よ
る
詠
詩
で
い
う
の
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
詩
や
詩
序
で
物
に
触
れ
て
感
興
が
起
こ
っ
て
詩
を
賦
す
と
い
っ

て
も
、
そ
れ
は
天
皇
の
命
に
よ
る
公
的
な
宴
で
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
私

的
な
感
興
で
は
な
く
、
公
宴
詩
会
に
お
い
て
初
め
て
興
を
催
す
と
い
う

形
を
採

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
も

つ
と
も
顕
著
に
表
れ
て
い
る

の
は
、
「詩
者
志
之
所
レ
之
也
」
の
例
と
し
て
最
初
に
引
い
た
内
宴
詩
序

で
あ
る
。
道
真
は

「数
輩
の
詩
臣
も
、
詔
旨
に
非
ざ
れ
ば
其
の
志
を
言

ふ
を
得
ず
」
と
い
う
。
つ
ま
り
、
風
物
に
寄
せ
て
詩
を
詠
む
の
は
、
私

的
な
も
の
で
は
な
く
公
宴
詩
会
で
の
行
為
な
の
で
あ
り
、
「詔
旨

（＝
天

子
の
命
と

を
承
っ
て
初
め
て

「志
」
を

コ
〓こ

う
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。
詩
興
を
催
す
景
物
も
公
宴
詩
会
の
場
に
お
い
て
こ
そ
よ
り

一
層

働
く
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
範
。

道
真
の
作
に
顕
著
に
見
え
る

「詩
臣
」
詈
口志
」
「触
物
之
感
」
は
公

宴
詩
会
と
関
わ

っ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
「
四
時
王
沢
を
歌
ふ
を
廃
め

ず
　
長
く
詩
臣
の
外
臣
と
作
る
を
断
た
ん
」
（前
掲
）
と
い
う
詩
句
が
、

四
季
折
々
の
公
宴
詩
会
で

「
王
沢
」
を
歌
う
道
真
の

「詩
臣
」
と
し
て

の
願
い
を
端
的
に
表
し
た
も
の
と
し
て
、
改
め
て
思
い
起
こ
さ
れ
る
。

五

昌
泰
元
年
間
十
月
七
日
、
貞
真
親
王
の
詩
亭
で
詩
会
が
開
か
れ
た
。



長
谷
雄
の
詩
序
、
道
真
の
詩
が
残
る
。

対
残
菊
待
寒
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紀
長
谷
雄

九
月
十
日
、
於
二
朱
雀
院
後
朝
之
宴

一、
各
献
下
秋
思
入
二
寒
松
一之

詩
上。
皇
子
被
レ
命
、
同
亦
上
レ
詩
。
文
体
非
レ
凡
、
興
託
可
レ
観
。
近

代
皇
子
、
未
レ
有
二
此
比

一。於
レ
是
右
大
将
軍

（道
真
）
、
顧
相
視
日
、

如
・一吾
輩
一者
、
殆
不
レ
可
レ
及
。
須
三
他
日
相
尋
以
為
・一吾
道
之
宗

一。

随
生
戸
而
応
、
記
レ
心ヽ
不
レ
忘
、
以
至
二
今
日
一、
本
之
志
也
。
夫
交

無
・一貴
賎

・、
無
二
新
旧
一、
志
得
則
膠
漆
生
二
於

一
言
一、
道
合
則
風
雲

感
二
於
千
里
一。
斯
言
不
レ
虚
、
於
レ
今
知
之
。
子
レ
時
残
菊
猶
在
、
寒

月
欲
レ
明
。
対
レ
菊
待
レ
月
、
且
述
レ
懐
日
、
世
之
惑
者
、
多
嘲
二
文

士
・。
彼
我
殊
レ
観
、
誰
敢
改
レ
業
。
従
レ
今
而
後
、
及
二
生
之
涯

ヽ
毎

レ
至
二
月
之
夕
、
雪
之
朝
、
雑
花
生
レ
樹
、
危
葉
辞
レ
枝
、
触
レ
物
催

レ
感
、
乗
レ
興
思
レ
人
之
時
一、
不
レ
期
相
尋
、
不
レ
契
相
会
。
雖
レ
無

二
盃
杓
一、
雖
レ
無
二
管
絃

ヽ
一
詠

一
吟
、
遣
二
懐
於
筆
硯
之
間
一耳
。

言
約
已
成
、
交
情
亦
定
。
聯
記
二
本
末
一、
以
作
二
後
日
之
張
本

一也

云
レ
爾
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貧
本
朝
文
粋
』
十
一
・
３３０
）

対

残

菊

待

寒

月

子
時
間
十
月
十
七
日
陪
第
九
皇
子
詩
亭
　

　

　

　

菅

原

道

真

月
初
破
却
菊
織
残
　
月
初
め
て
破
却
し
菊
線
か
に
残
る

漁
夫
樵
夫
抑
意
難
　
漁
夫
樵
夫
す
ら
意
を
抑
へ
難
し

測
復
調
川
州
倒
物
　
況
復
ん
や
詩
人
の
俗
物
に
非
ざ
る
を
や

夜
深
年
暮
泣
相
看
　
夜
深
く
年
暮
れ
て
泣
き
て
相
看
る

含
ハ
・
倒
）

詩
序
の
前
半
は
、
先
に
開
か
れ
た
九
月
十
日
宴
で
の
貞
真
親
王
の
詩

が
非
凡
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
、
親
王
の
詩
亭
で
詩
会
を
開
く
こ
と
の

所
以
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
続
く

「世
の
惑
へ
る
者
、
多
く
文
士
を

嘲
る
」
の
措
辞
か
ら
看
取
で
き
る

「詩
人
無
用
論
」
に
対
し
て
長
谷
雄

は

「今
従
り
後
、
生
の
涯
に
及
ぶ
ま
で
、
月
の
夕
、
雪
の
朝
、
雑
花
樹

に
生
じ
、
危
葉
枝
を
辞
し
、
物
に
触
れ
て
感
を
催
し
、
興
に
乗
じ
て
人

を
思
ふ
時
に
至
る
毎
に
、
期
せ
ず
し
て
相
ひ
尋
ね
、
契
ら
ず
し
て
相
ひ

会
せ
ん
。
盃
杓
無
し
と
雖
も
、
管
絃
無
し
と
雖
も
、
一
詠

一
吟
、
懐
を

筆
硯
の
間
に
遣
る
の
み
」
と
い
う
が
、
」ゝ
れ
は
道
真
も
同
感
で
あ
ろ
う
。

道
真
は

「詩
人
俗
物
に
非
ず
」
と
強
い
句
調
で

「世
の
惑
へ
る
者
」
に

対
峙
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
詩
序
に
い
う

「物
に

触
れ
て
感
を
催
し
、
興
に
乗
じ
て
人
を
思
ふ
時
に
至
る
毎
に
、
期
せ
ず

し
て
相
ひ
尋
ね
、
契
ら
ず
し
て
相
ひ
会
せ
ん
」
の
部
分
で
あ
る
。

元
慶
の

「詩
人
無
用
論
」
に
対
し
て
道
真
は
、
「王
沢
」
を
詠
む

「詩

臣
」
で
あ
る
こ
と
を
長
谷
雄
に
勧
め
た
。
道
真
自
身
も

「詩
臣
」
と
し

て
の
強
い
自
覚
の
も
と
に
公
宴
詩
会
で
の
詩
作
に
励
ん
だ
で
あ
ろ
う

が
、
こ
の
昌
泰
元
年
は
元
慶
当
時
と
は
い
さ
さ
か
趣
を
異
に
す
る
。
長

谷
雄
の
詩
序
に
は

「物
に
触
れ
て
感
を
催
す
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
公

宴
詩
会
の
詩
序
で
発
せ
ら
れ
る
措
辞
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
公
宴
詩
会

を
含
め
儀
式
と
は

「君
臣
上
下
の
秩
序
と
上
奏
、
下
達
の
形
式
と
を
、

空
間
的
位
置
と
参
列
者
の
行
動
と
に
表
現
す
る
よ
う
に
仕
組
ん
だ

一
種

の
演
技
で
あ
っ
て
、
儀．
式．
―こ．
規．
定。
し。
て．
あ．
る。
そ。
の。
次．
第．
書．
き。
の。
通．
り．

に
、
毎
年
繰
返
し
て
参
列
者
を
行
動
せ
し
め
、
彼
等
を
し
て
、
日
と
耳

と
再
拝
等
の
行
動
に
よ
っ
て
、
君
臣
上
下
の
秩
序
と
自
己
の
地
位
分
限
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と
を
覚
ら
し
め
る
」
機
能
を
有
し
、
毎
年
決
ま

っ
た
期
日
に
行
わ
れ
て

こ
そ
有
効
な
の
で
あ
る
。
道
真
が

「詩
臣
」
と
し
て
参
加
し
た
内
宴
や

重
陽
宴
は
毎
年
定
め
ら
れ
た
期
日
に
行
わ
れ
る
恒
例
の
詩
会
で
あ

っ

た
。
曲
水
宴
も
そ
れ
に
準
ず
為
ざ

元
慶
年
間
に

「詩
人
無
用
論
」
が
叫

ば
れ
る
渦
中
に
、
道
真
は
そ
う
し
た
公
宴
詩
会
に
参
加
す
る

「詩
臣
」

と
し
て
詩
作
を
行
う
よ
う
、
長
谷
雄
に
勧
め
た
の
で
あ

っ
た
。
公
宴
詩

会
で
こ
そ
物
に
触
れ
て
感
興
が
涌
き
、
「志
」
が

「言
」
え
る
の
で
あ

り
、
詩
興
を
催
す
風
物
も
、
毎
年
恒
例
に
開
か
れ
る
公
宴
詩
会
の
天
子

の
前
で
こ
そ
機
能
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
昌
泰
元
年
で
は
逆
転
す

る
。
風
物
に
感
じ
て
詩
興
が
催
さ
れ
た
と
き
に
、
「期
せ
ず
し
て
相
ひ

尋
ね
、
契
ら
ず
し
て
相
ひ
会
す
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

」

績

産
助
躊

一誕
説

華

蔚

辟

継

鑑

「

そ
れ
は
全
て
、
風
物
に
寄
せ
て
季
節
の
感
傷
や
人
生
の
悲
喜
を
歌
う
詩

人
の
謂
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
先
に
引
い
た

「献
家
集
状
」
で
道
真

は

「客
意
は
以
て
微
臣
の
道
を
失
へ
る
を
叙
す
る
也
。
応
制
は
以
て
天

子
の
文
を
好
む
に
遇
ふ
也
。
物
に
触
る
る
感
、
覚
え
ず
滋
く
多
し
。
詩

人
の
興
、
推
し
て
量
る
べ
し
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
「物
に
触
る
る
感
」

で
生
じ
る

「詩
人
の
興
」
を
賦
し
た
も
の
と
し
て
、
「客
意

（＝
讃
州
客

意
と

と

「応
制
」
と
を
い
う
。
「客
意
」
な
ど
は
藤
原
氏
の
い
う

「季

節
の
感
傷
や
人
生
の
悲
喜
」
に
ふ
さ
わ
し
か
ろ
う
が
、
道
真
は

「応
制
」

詩
を
詠
む
自
分
も

「詩
人
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

道
真
は

「詩
人
」
と
い
う
語
を
生
涯
の
内
で
偏
る
こ
と
な
く
用
い
て

い
る
が
、（々

の
内
実
は
藤
原
氏
や
そ
れ
に
先
だ

っ
て
五
島
和
代
氏

・
菅

野
礼
行
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
季
節
の
推
移
に
敏
感
な
風
月
吟
詠

「詩
人
」
で
あ
ろ
う
。
た
だ
述
べ
来
っ
た
よ
う
に
、
道
真
に
と
っ
て
詠
ま

れ
る
べ
き
風
物
は
、
公
宴
詩
会
で
こ
そ
強
く
働
く
の
で
あ
っ
た
。
「献

家
集
状
」
だ
け
で
な
く
応
制
詩
の
詩
序
で
も
、

子
レ
時
蘭
燈
屡
挑
、
桂
酷
頻
酌
。
近
習
者
侍
臣
五
六
、
外
来
者
調

川
両
三
而
已
。
請
各
即
レ
事
著
二
千
形
言
一云
レ
爾
。
謹
序
。

（五
・
３３６

「閏
九
月
尽
燈
下
即
事
応
製
し

と
、
道
真
は

「詩
人
」
と
称
し
て
い
る
。
「詩
人
」
に
は

「詩
臣
」
を
指

す
場
合
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
昌
泰
元
年
の
詩
会
で
道
真
が
発
し
た
「詩
人
」
に
は
、

そ
れ
ま
で
の
公
宴
詩
会
に
お
け
る
献
詩
者
と
し
て
の

「詩
臣
」
は
含
ま

れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
道
真
は

「物
に
触
れ
て
感
を
催
し
、
興
に
乗
じ
て

人
を
思
ふ
時
に
至
る
毎
に
、
期
せ
ず
し
て
相
ひ
尋
ね
、
契
ら
ず
し
て
相

ひ
会
」
し
感
興
の
お
も
む
く
ま
ま
に
詩
を
賦
す

「詩
人
」
と
し
て

「俗

物
」
と
対
峙
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
道
真
は
最
早

「詩
臣
」
た
れ
と
は

い
わ
な
い
。
道
真
が

「詩
臣
」
と
い
う
語
を
用
い
た
の
は
、
現
存
す
る

作
品
の
中
で
は
寛
平
四
年
九
月
後
朝
宴
で
の
詩
序
が
最
後
で
あ
る
。
道

真
は
翌
寛
平
五
年
に
参
議
に
任
じ
ら
れ
以
後
急
速
に
官
位
を
昇
っ
て
い

き
、
昌
泰
元
年
に
は
正
三
位
権
大
納
言
に
至
っ
て
い
る
。
「国
家
」
の
中

枢
に
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
道
真
は
、
果
た
し
て

「国
家
」
に

報
ず
る

「詩
臣
」
と
し
て
よ
り
も
、
政
治
に
携
わ
る
こ
と
に
重
き
を
お

く
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
し
か
し
、
道
真
は
、
先
に
も
引
い
た
が

「北
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堂
文
選
寛
宴
各
詠
史
句
得
乗
月
弄
瀑
濃

（詩
題
注
略
と

金
↑
４３７
）
で
は
ヽ

寛
平
八
年
に
民
部
卿
に
任
じ
ら
れ
て
繁
忙
と
な
り
、
「半
百
行
年
老
い

尚
書
庶
務
繁
は
し
　
風
月
を
楽
し
ま
ん
と
思
ふ
と
雖
も
　
丘
園
に
到

る
を
放
さ
れ
ず
」
と

「風
月
」
「丘
園
」
へ
の
希
求
を
表
明
し
て
い
る

し
、
翌
九
年
に
右
大
将
に
任
じ
ら
れ
た
後
に
は
、
「伏
し
て
願
は
く
ば
、

陛
下
特
に
優
裕
を
賜
ひ
、
臣
が
武
官
を
罷
め
て
、
臣
を
し
て
永
く
弓
馬

の
談
を
含
籍
せ
件
め
、
臣
を
し
て
専
ら
花
月
の
席
に
供
奉
せ
倅
め
よ
」

（“
「重
請
罷
右
近
衛
大
将
状
し

と
、
「花
月
の
席
」
へ

「供
奉
」
す
る
こ

と
を
望
む
。
「風
月
」
「丘
園
」
、
「花
月
の
席
」
が
す
べ
て
公
宴
詩
会
の

場
を
指
す
の
か
は
分
明
で
な
い
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
儒
官
に
あ
る
こ

と
が

「詩
臣
」
た
る
基
盤
で
あ

っ
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
前
者
が
儒

官
で
あ
る
式
部
大
輔
解
任
の
後
、
後
者
が
武
官
で
あ
る
右
大
将
任
官
の

後
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
儒
官
に
い
る

「詩
臣
」
と
し
て

「国
家
」
に
仕

え
、
天
子
に

「供
奉
」
し
た
い
と
の
道
真
の
思
い
を
読
み
と
る
こ
と
は

許
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
希
求
は
退
け
ら
れ
、
道
真
は
政
務
に
携

わ
ら
ぎ
る
を
得
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
質
的

に
は
異
な
ろ
う
が
、
讃
岐
赴
任
に
際
し
て
道
真
が
発
し
た

「変
業
」
と

い
う
言
葉
も
思
い
起
こ
さ
れ
る
。

昌
泰
元
年
―
大
宰
府
左
遷
の
三
年
前
で
あ
る
―
の

「詩
人
無
用
」
の

声
に
対
し
て
道
真
は
、
自
ら
を

「詩
臣
」
と
し
て
揚
言
し
な
い
。
「国

家
」
の
中
枢
に
地
位
を
占
め

一
儒
官
で
は
な
く
な
っ
た
道
真
は
、
物
に

触
れ
私
的
な
人
生
の
悲
喜
を
歌
う

「純
粋
な
文
学
創
作
者
と
し
て
の

「詩
人
Ｌ

で
あ
ろ
う
と
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

長
谷
雄
は
、
「延
喜
以
後
詩
序
」
含
本
朝
文
粋
』
八
・
四
）
で
、
道
真

売
後
の
都
の
様
子
を
述
べ
た
後
、
次
の
よ
う
に
で
つ
。

故
予
延
喜
以
後
、
不
レ
好
Ｌ
一一炉
詩
。
風
月
徒
地
、
煙
華
如
レ
棄
。
雖

レ
関
二
公
宴
一、
不
二
敢
深
思
・。
只
避
二
格
律
之
責
一而
己
。
一着
側
割
月

物
膚
生
、
随
レ
時
思
動

任
二
志
所

フ
之

而
和
、
甚
二
於
宿
構

一焉
。

不
二
労
敢
沈
吟

・。
応
レ
響

最
早
詩
を
言
う
こ
と
を
好
ま
な
い
か
ら
、
「風
月
」
「煙
華
」
を
な
げ

す
て
よ
う
、
そ
し
て
公
宴
に
預
か
っ
て
も
格
律
の
責
め
を
逃
れ
る
だ
け

だ
、
物
を
見
て
感
興
が
生
じ
思
い
が
動
け
ば
、
「志
」
の
お
も
む
く
ま
ま

に
詩
を
詠
も
う
、
と
い
う
。
「詩
臣
」
と
し
て
な
ら
ば
、
公
宴
詩
会
に
お

い
て

「物
に
触
る
る
感
」
を
歌
う
の
だ
が
、
長
谷
雄
は
、
公
宴
詩
会
に

背
を
向
け
、
感
興
の
お
も
む
く
ま
ま
に
詩
を
賦
そ
う
と
い
う
の
で
あ

る
。
「対
残
菊
待
寒
月
」
詩
序
と
同
様
の
意
識
で
あ
る
。

道
真
―
長
谷
雄
も
同
様
で
あ
ろ
う
が
―
は
「詩
臣
」
と
し
て
「国
家
」

に
報
ず
る
こ
と
を
願
い
つ
つ
も
、
「詩
臣
」
で
あ
り
続
け
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
そ
の
過
程
を
道
真
の
作
品
に
見
え
る

「詩

臣
」
の
語
の
用
法
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
述
べ
て
き
た
つ
も
り
で
あ

る
。
道
真
詩
人
論
に
は
、
本
稿
で
言
及
し
た
論
考
も
含
め
多
く
の
優
れ

た
研
究
が
備
わ
る
が
、
よ
り
具
体
的
な
、
道
真
の
言
葉
に
即
し
た
詩
人

論
へ
の

一
つ
の
階
梯
と
し
て

「詩
臣
」
と
い
う
語
を
と
り
あ
げ
た
。
稿

者
な
り
に

「複
眼
的

・
包
括
的
視
座
踵
で
道
真
に
関
す
る
問
題
を
追
求

し
た
い
と
思
っ
て
い
る
が
、
残
し
た
問
題
も
多
く
見
落
と
し
た
資
料
も

あ
ろ
う
。
今
後
、
さ
ら
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。
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注（１
）
「菅
家
文
草
」
か
ら
引
用
す
る
場
合
は
、
巻
数
と
作
品
番
号
を
示
す
。

（２
）
後
藤
昭
雄
氏

「
文
人
相
軽
Ｌ

「平
安
朝
漢
文
学
論
考
』
（桜
楓
社

・
昭
和

五
十
六
年
、
昭
和
四
十
八
年
初
出
）
。

（３
）
秋
山
虔
氏

「古
代
官
人
の
文
学
思
想
」
（国
語
と
国
文
学
３２
１
４

・
昭
和

三
十
年
四
月
）
な
ど
。

（４
）
後
藤
氏

「「文
人
相
軽
Ｌ

（前
掲
著
）。

（５
）
但
し
、
長
谷
雄
の

「対
残
菊
待
寒
月
」
は

「勧
吟
詩
」
と
位
相
が
違
う
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
後
述
。

（６
）
秋
山
氏

「古
代
官
人
の
文
学
思
想
」
（前
掲
）
、
「菅
原
道
真
論
の
断
章
」
（国

語
と
国
文
学
鉾
Ｉ
Ю
。
昭
和
三
十
二
年
十
月
）
、
「菅
原
道
真
の
位
置
」
（歴
史

教
育
１４
１
６
・
昭
和
四
十

一
年
六
月
）
、
「菅
原
道
真
の
詩
人
形
成
」
「王
朝
の

文
学
空
間
』
（東
京
大
学
出
版
会

・
昭
和
五
十
九
年
、
昭
和
五
十
年
初
出
）
、
大

曽
根
章
介
氏

「菅
原
道
真
―
詩
人
と
鴻
儒
―
」
（日
本
文
学
η
１
９
ｏ
昭
和
四

十
八
年
九
月
）
、
後
藤
氏
前
掲
著
「菅
原
道
真
と
そ
の
時
代
」
所
収
の
諸
論
考
、

藤
原
克
己
氏
「文
章
経
国
思
想
か
ら
詩
言
志
へ
―
勅
撰
三
集
と
菅
原
道
真
―
」

（国
語
と
国
文
学
５７
１
Ｈ
・
昭
和
五
十
五
年
十

一
月
）、
「平
安
朝
の
知
識
人
―

文
章
道
と
菅
原
道
真
」
「講
座
日
本
思
想
２
　
知
性
」
（東
京
大
学
出
版
会

・

昭
和
五
十
八
年
）
な
ど
。

（７
）
注

（６
）
に
あ
げ
た
諸
論
。
ま
た
、
波
戸
岡
旭
氏

「菅
原
道
真
の

「九
月

十
日
」
に
つ
い
て
」
（漢
文
学
会
々
報
３５

。
平
成
元
年
十
二
月
）
な
ど
。

（８
）
秋
山
氏

「菅
原
道
真
の
位
置
」
（前
掲
）。

（９
）
後
藤
氏

「忠
臣

・
道
真

。
長
谷
雄
」
（前
掲
著
、
昭
和
五
十
二
年
初
出
）
、

「嶋
田
忠
臣
論
断
章
」
「平
安
朝
文
人
志
』
（吉
川
弘
文
館

・
平
成
四
年
、
昭
和

六
十
年
初
出
）
に
指
摘
が
あ
る
。

（
１０
）
「祖
業
」
は
本
来

「祖
先
の
業
績
」
を
意
味
す
る
が
、
道
真
の
詩
文
で
は

先
学
の
理
解
す
る
と
お
り
、
「先
祖
代
々
に
伝
わ
る

「業
Ｌ

で
あ
る
。
道
真

の
こ
の
よ
う
な
用
法
が
何
に
基
づ
く
の
か
は
今
後
調
査
を
行
い
た
い
。

（
Ｈ
）
道
真
は

「分
憂
」
を

「祖
業
」
で
は
な
い
と
い
う
が
、
祖
父
清
公
は
、
売

伝

３
続
日
本
後
紀
』
承
和
九
年
十
月
十
七
日
条
）
に
よ
れ
ば
、
大
同
元
年
に

尾
張
介
に
任
じ
ら
れ

「劉
寛
の
治
」
を
施
し
た
、
と
あ
る
。
劉
寛
は
後
漢
の

人
で
温
仁
寛
恕
を
も

つ
て
聞
こ
え
た
良
吏
で
あ
る
。
清
公
は
そ
の
劉
寛
の
如

き
善
政
を
行
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
道
真
は
讃
岐
赴
任
に
当
た
っ
て
こ
の

祖
父
の
業
績
に
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
。
道
真
の
中
で

「国
家
」
に
報
ず

る
方
法
と
し
て
の
詩
作
が
先
鋭
化
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

（
‐２
）
後
藤
氏

「古
今
集
時
代
の
詩
と
歌
」
（国
語
と
国
文
学
６０
１
５
ｏ
昭
和
五

十
八
年
九
月
）
、
大
曽
根
氏
「
風
月
」
政
―
菅
原
道
真
を
中
心
と
し
て
―
員
漢

文
学
会
々
報
３６

・
平
成
二
年
十
月
）。
ま
た
、
拙
稿

「「風
月
」
考
―
公
宴
詩

会
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
―
」
釜
”文
“

・
平
成
八
年
七
月
）
参
照
。

（
‐３
）
大
曽
根
氏

「菅
原
道
真
―
詩
人
と
鴻
儒
―
」
（前
掲
）
。

（
‐４
）
藤
原
氏

「文
章
経
国
思
想
か
ら
詩
言
志
へ
―
勅
撰
三
集
と
菅
原
道
真
―
」

（前
掲
）
。

（
‐５
）
内
宴
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「内
宴
考
」
（詞
林
１８

・
平
成
七
年
十
月
）
参

昭
場

（
‐６
）
寛
平
四
年
と
す
る
こ
と
、
甲
田
利
雄
氏

「
『菅
家
文
草
』
巻
五
の
合
む
問

題
に
つ
い
て
―
「
日
本
紀
略
」
の
誤
謬
及
び
島
田
忠
臣
の
没
年
に
及
ぶ
Ｉ
Ｌ
高

橋
隆
三
先
生
喜
寿
記
念
論
集
古
記
録
の
研
究
』
（続
群
書
類
従
完
成
会

・
昭
和
四

十
五
年
）
に
よ
る
。

（
‐７
）
工
藤
重
矩
氏

「平
安
朝
に
お
け
る

「文
人
」
に
つ
い
て
」
「平
安
朝
律
令

社
会
の
文
学
』
（ぺ
り
か
ん
社

・
平
成
五
年
、
昭
和
五
十
七
年
初
出
）
。

（
‐８
）
大
曽
根
氏

「菅
原
道
真
―
詩
人
と
鴻
儒
―
」
（前
掲
）。

（
‐９
）
藤
原
氏

「平
安
朝
の
知
識
人
―
文
章
道
と
菅
原
道
真
」
（前
掲
）。
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（２０
）
論
述
の
過
程
は
異
な
る
も
の
の
、
波
戸
岡
氏
も
前
掲
論
文
で
同
様
の
見
解

に
至
っ
て
お
ら
れ
る
。
但
し
氏
も
道
真
の

「詩
臣
」
の
用
法
に
関
し
て
検
討

さ
れ
て
は
い
な
い
。

（
２‐
）
藤
原
氏

「文
章
経
国
思
想
か
ら
詩
言
志
へ
―
勅
撰
三
集
と
菅
原
道
真
―
」

（前
掲
）
。

（
２２
）
藤
原
氏

「平
安
朝
の
知
識
人
―
文
章
道
と
菅
原
道
真
」
（前
掲
）
。

（
２３
）
こ
れ
は
、
波
戸
岡
氏
が
前
掲
論
文
で

「詩
宴
に
お
い
て
は
、
主
上
の
聖
恩

を
謳
う
。
そ
れ
は
主
上
の
恩
恵
が
あ
っ
て
こ
そ
人
事
及
び
自
然
の
す
べ
て
が

美
し
く
意
味
を
も
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
詩
宴
に
お
い
て

そ
の
四
季
折
々
の
自
然
美
を
華
麗
に
謳
い
上
げ
る
こ
と
こ
そ
、
詩
臣
道
真
の

本
懐
と
す
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
っ
た
」
と
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
参
考
に
な
ろ

ヽ
つ

。

（
２
）
喜
田
新
六
氏

「王
朝
儀
式
の
源
流
と
そ
の
意
義
」
「令
制
下
に
お
け
る
君

臣
上
下
の
秩
序
に
つ
い
て
」
（皇
學
館
大
學
出
版
部

。
昭
和
四
十
七
年
、
昭
和

三
十
年
初
出
）
。
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
。

（
２５
）
公
宴
詩
会
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
「風
月
」
考
―
公
宴
詩
会
と
の
関
わ
り

に
お
い
て
―
」
（前
掲
）
参
照
。

（
２６
）
藤
原
氏

「平
安
朝
の
知
識
人
―
文
章
道
と
菅
原
道
真
」
（前
掲
）。

（η
）
五
島
和
代
氏

「道
真
と
詩
人
」
（平
安
文
学
研
究
４‐
．
昭
和
四
十
三
年
十

二
月
）
、
菅
野
礼
行
氏

「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
源
流
的
要
素
」
「平
安
初
期
に

お
け
る
日
本
漢
詩
の
比
較
文
学
的
研
究
』
（大
修
館
書
店

。
昭
和
六
十
三
年
、

昭
和
五
十
七
年
初
出
）
。

（
２８
）
藤
原
氏

「菅
原
道
真
研
究
史

・
附
文
献
目
録
」
（解
釈
と
鑑
賞
５５
１
‐０
・
平

成
二
年
十
月
）
。（た

き
が
わ

。
こ
う
じ
　
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）

- 16-


