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題
す
る
詩
を
作
っ
て
お
り
、そ
の
中
で「
我
、巴は

東と
う

三
峡
に
在
り
し
時
、

西
の
か
た
明
月
を
看
て
峨
眉
を
憶
う
」
と
詠
い
出
し
て
い
る
。
老
い

た
李
白
が
若
き
日
を
回
想
し
自
ら
の
目
に
映
じ
た
自
然
の
姿
を
、
ひ

た
す
ら
客
観
的
に
描
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
却
っ
て
峨
眉
山
の
月
に

万
感
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

鑑
賞
と
研
究

　
「
峨
眉
山
」
は
成
都
市
の
西
南
に
位
置
す
る
名
山
で
標
高
三
、

〇
九
九
メ
ー
ト
ル
。
蛾
の
触
角
の
よ
う
な
形
で
峰
が
対
立
す
る
こ
と

か
ら
こ
の
名
が
あ
る
と
い
う
。「
平
羌
江
」
は
そ
の
山
の
ふ
も
と
を

流
れ
る
川
。「
峨
眉
山
」
か
ら
は
峻
険
な
高
山
を
、「
平
羌
江
」
か
ら

は
ゆ
っ
た
り
し
た
流
水
を
、「
清
渓
」
か
ら
は
す
が
す
が
し
い
雰
囲

気
を
、「
三
峡
」
は
舟
旅
の
難
所
で
あ
る
と
共
に
、
実
社
会
へ
乗
り

出
す
李
白
の
前
途
へ
の
不
安
を
連
想
さ
せ
る
な
ど
、
固
有
名
詞
の
文

字
が
与
え
る
印
象
を
巧
み
に
生
か
せ
て
い
る
。

　
全
体
の
鑑
賞
と
し
て
、
こ
の
詩
は
峨
眉
山
に
か
か
る
月
（
故
郷
に

残
し
た
恋
人
）
に
心
を
残
し
つ
つ
も
、
希
望
と
不
安
を
胸
に
長
江
を

下
る
舟
旅
の
情
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
。
前
半
二
句
で
は
山
の
上
に

か
か
る
秋
の
月
の
光
が
川
の
水
に
差
し
入
る
情
景
を
凝
縮
し
て
述

べ
、後
半
二
句
は
峨
眉
山
の
月
に
心
引
か
れ
る
心
情
を
詠
じ
て
い
る
。

当
時
の
人
々
に
は
月
を
仰
い
で
昔
の
偉
人
や
遠
く
離
れ
て
い
る
家
族

を
偲
び
、又
月
に
心
を
託
す
と
い
う
習
慣
が
あ
っ
た
。
結
句
の
「
君
」

は
月
を
擬
人
化
し
た
表
現
で
あ
ろ
う
が
、「
峨
眉
」
が
美
し
い
女
性

の
眉
を
連
想
さ
せ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
李
白
が
離
郷
の
際
に
別
れ
を

告
げ
た
女
性
の
存
在
を
暗
示
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
李
白
は
数
多

く
の
望
郷
の
詩
を
残
し
て
い
る
が
、
こ
の
の
ち
一
度
も
故
郷
の
蜀
の

地
に
足
を
踏
み
入
れ
て
い
な
い
。
李
白
五
十
九
歳
の
冬
、
永え

い

王お
う

璘り
ん

の

乱
に
連
座
し
、
夜や

郎ろ
う

に
流
さ
れ
た
と
き
、
三
峡
を
遡さ

か
の
ぼり
白
帝
城
の
下

ま
で
来
た
が
恩
赦
に
あ
う
と
す
ぐ
長
江
を
下
っ
て
い
る
。
何
か
李
白

の
心
に
か
か
り
、故
郷
に
入
る
の
を
躊ち

ゅ
う

躇ち
ょ

さ
せ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

一
つ
の
謎
で
あ
る
。

   

悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ
（
２
）

『
白
帝
城
』　
　
李
　
白

　
　
今
も
人
の
心
を
捉と

ら

え
て
は
な
さ
な
い
李
白
の
詩

　
白
帝
城
は
三
峡
の
一
つ
の
瞿く

塘と
う

峡き
ょ
う

と
い
う
峡
谷
の
所
に
あ
る
名
所

で
、
漢
の
時
代
に
公こ

う

孫そ
ん

述じ
ゅ

と
い
う
将
軍
が
、
此
処
に
砦
を
築
き
、「
我

こ
そ
は
白
帝
（
西
の
帝
王
）
な
り
」
と
号
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の

名
の
由
来
と
な
っ
た
。こ
の
詩
は
李
白
が
長
江
を
下
る
旅
に
出
た
時
、

一
夜
明
け
た
早
朝
、白
帝
城
を
発
っ
て
よ
り
江
陵
ま
で
を
、舟
で
下
っ

た
こ
と
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
詩
の
制
作
時
期
を
知
る
上
に
お
い
て
、
李
白
が
生
涯
を
と
お

し
て
、
こ
の
三
峡
を
二
度
下
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
一
度
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は
二
十
五
歳
の
時
、
大
志
を
抱
い
て
故
郷
の
蜀
を
出
た
時
。
も
う
一

度
は
安あ

ん

史し

の
乱
に
ま
き
込
ま
れ
夜や

郎ろ
う

に
流
さ
れ
る
途
中
、
白
帝
城
ま

で
来
た
と
こ
ろ
で
、
大
赦
の
知
ら
せ
を
聞
い
て
江
陵
へ
と
引
き
返
し

た
五
十
九
歳
の
時
で
あ
る
。
こ
の
詩
が
作
ら
れ
た
時
期
は
何
れ
か
で

あ
ろ
う
が
現
存
す
る
一
千
余
首
の
李
白
の
詩
の
大
半
が
、
い
つ
頃
の

も
の
で
あ
る
か
定
か
で
な
い
。
杜
甫
の
よ
う
に
、
世
相
と
年
代
を
追

う
詩
と
は
好
対
照
を
な
し
て
い
る
の
で
、
制
作
時
期
の
決
め
手
と
な

る
確
実
な
証
拠
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
詩
の
内
容
は
明
る
い
希
望
と

躍
動
感
あ
ふ
れ
る
唐
代
七
絶
の
随
一
と
評
さ
れ
、
李
白
の
最
高
傑
作

と
し
て
今
に
親
し
ま
れ
て
い
る
。

希
望
に
満
ち
た
李
白
の
う
た

白
帝
城
を　
あ
け
が
た　
た
っ
た

眼
前
に　
ひ
ろ
が
る　
あ
さ
や
け
雲

江
陵
ま
で
の
一
千
里

一
日
に
し
て
下
っ
て
し
ま
お
う

両
岸
に
は　

な
き
つ
づ
け
る
猿
の
こ
え

軽
い
舟
が　

あ
れ
よ
あ
れ
よ
と
い
う
ま
に

万
と
重
な
る

山
を
す
ぎ
さ
っ
た

勇
躍
た
る
李
白
！　
そ
し
て
伝
説
に
彩
ら
れ
た
死

　
白
帝
城
は
現
在
の
四
川
省
奉ほ

う

節せ
つ

県
に
あ
っ
た
古
城
で
、
こ
の
下
流

が
い
わ
ゆ
る
長
江
の
「
三
峡
」
で
あ
る
。
や
が
て
白
帝
城
を
発
っ
た

李
白
の
乗
る
舟
よ
り
眼
前
に
広
が
る
中
国
第
一
の
大
河
、
長
江
。
実

に
お
び
た
だ
し
い
人
々
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
胸
に
こ
の
河
を
下

り
或
い
は
上
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
李
白
も
又
、
前
途
に
希
望
を
も

ち
、
は
や
る
心
の
ま
ま
に
江
陵
へ
と
下
っ
て
い
っ
た
。

　

そ
の
後
の
彼
の
生
涯
を
見
る
と
、
文
字
ど
お
り
旅
人
と
し
て
は

じ
ま
り
、
旅
人
と
し
て
終
わ
っ
た
と
言
え
よ
う
が
、
ど
の
場
所
に

も
定
住
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
足
跡
は
中
国
全
土
に
及
ん
で
い
る
。

白
帝
城
を
発
っ
て
よ
り
数
え
る
こ
と
十
七
年
、
長
い
放
浪
生
活
の

後
、
や
が
て
李
白
の
名
声
は
高
ま
り
、
四
十
二
歳
に
し
て
長
安
の

宮
廷
に
召
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
の
ち
玄
宗
の
子
永
王
が
安
禄
山

討
伐
の
兵
を
起
こ
し
た
時
、
李
白
は
戦
火
の
中
に
捕
ら
え
ら
れ
た
。

そ
の
六
十
二
年
の
生
涯
は
ま
さ
に
波
瀾
万
丈
の
窮き

わ

み
と
い
え
よ
う
。

生
涯
努
力
し
続
け
た
詩
作
に
お
い
て
唐
代
中
期
に
一
条
の
光
芒
を

放
っ
て
消
え
た
流
星
と
呼
ん
だ
ほ
う
が
相ふ

さ
わ応
し
い
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
生
涯
は
伝
説
に
彩
ら
れ
、
そ
の
死
す
ら
例
外
で
は
な
い
。
あ

る
晩
、
酔す

い

眼が
ん

朦も
う

朧ろ
う

と
し
た
李
白
は
江
上
に
浮
か
ぶ
舟
の
上
で
月
を

愛め

で
て
い
た
。
李
白
は
お
も
む
ろ
に
立
ち
上
が
り
、
川
面
に
写
っ

た
月
を
捉と

ら

え
よ
う
と
し
て
水
中
に
身
を
お
ど
ら
せ
た
と
い
う
の
で

あ
る
。
こ
の
死
は
民
衆
で
囁さ

さ
や

か
れ
た
俗
説
に
す
ぎ
な
い
が
、
李
白

の
死
に
は
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
と
後
世
の
人
が
与
え
た
も
の
で
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あ
ろ
う
。
李
白
の
詩
の
魅
力
は
雄
大
で
自
由
な
精
神
の
の
び
や
か

さ
で
あ
る
が
、
そ
の
絶
句
の
う
ま
さ
は
誰
を
も
っ
て
し
て
も
及
ば

な
い
と
さ
え
言
わ
れ
て
い
る
。

蜀
か
ら
都
に
上
る
行
路
は
水
と
陸

　

李
白
二
十
五
歳
に
し
て
蜀
の
地
を
あ
と
に
し
諸
国
遍
歴
の
旅
に

出
る
こ
と
を
決
意
し

た
。
こ
の
時
李
白
の

初
志
は
、
少
年
時
代

か
ら
蓄
え
た
知
識
と
、

天
賦
の
文
学
的
才
能

を
発
揮
す
る
と
こ
ろ

と
し
て
、
い
つ
か
唐

朝
に
お
い
て
活
躍
し

た
い
と
考
え
て
い
た
。

蜀
か
ら
中
央
へ
出
る

に
は
当
時
、
水
、
陸

の
両
路
が
あ
っ
た
。

陸
路
は
北
に
山
越
え

の
道
を
と
れ
ば
真
っ

す
ぐ
都
長
安
に
つ
な

が
り
、
五
百
里
ほ
ど

と
距
離
に
す
れ
ば
ず

い
分
近
道
で
あ
る
が
、
秦
嶺
山
脈
の
難
所
中
の
難
所
、
蜀
の
桟
道
を

越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
噫あ

呼あ

、
危
う
い
か
な
高
き
か
な　

蜀
道
の
難
き
は
青
天
に
上
る

よ
り
難
し
」
に
は
じ
ま
る
李
白
の
長
編
詩
に
よ
っ
て
、
そ
の
困
難
を

お
し
は
か
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。剣つ

る
ぎ

の
よ
う
に　
鋭
く
そ
そ
り
立
つ
、

断
崖
や
各
所
に
ゆ
ら
ゆ
ら
と
揺
れ
る
危
う
げ
な
掛
け
橋
。『
谷
底
を

見
れ
ば
目
が
く
ら
み
頭
が
く
ら
く
ら
し
て
ゾ
ッ
と
す
る
』
と
。
結
局

李
白
は
険
し
い
陸
路
を
避
け
て
蜀
を
流
れ
る
平
羌
江
か
ら
岷び

ん

江こ
う

へ
と

下
り
、
長
江
へ
合
流
す
る
水
路
を
と
っ
た
。

二
つ
の
疑
問

　
ひ
と
つ
は
千
里
の
江
陵
を
一
日
で
下
り
切
れ
る
か
と
い
う
疑
問
で

あ
る
が
、
唐
代
の
千
里
は
今
の
五
〇
〇
キ
ロ
前
後
で
あ
る
。
夜
間
航

行
は
不
可
能
で
あ
り
、
三
峡
を
過
ぎ
る
と
川
幅
も
広
く
、
流
速
も
落

ち
る
の
で
一
日
で
下
り
切
る
と
い
う
の
は
事
実
無
理
で
あ
っ
た
だ
ろ

う
。
一
日
に
し
て
下
る
と
い
う
伝
承
は
当
時
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
も

の
で
、
昔
の
民
謡
や
詩
に
も
、「
朝
に
白
帝
を
発
し
て
暮
れ
に
は
陵
」

と
い
う
句
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
種
の
言
い
な
ら
わ
し
に
な
っ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
や
は
り
李
白
は
ス
ピ
ー
ド
感
を
表
現
す
る
技
法

と
し
て
用
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
う
一
つ
の
疑
問
点
は
「
還
」

と
い
う
字
に
対
す
る
見
方
と
し
て
、
李
白
が
江
陵
か
ら
長
江
を
上
っ

て
き
て
引
き
返
す
時
に
作
っ
た
の
で
は
、
と
す
る
疑
問
で
あ
る
。
つ

ま
り
罪
を
許
さ
れ
て
す
ぐ
引
き
返
し
た
と
解
釈
す
れ
ば
、
李
白
の
死

長安

秦嶺山脈岷山

戴天山

成都
峨眉山峨眉山

清渓

大
渡
河

岷
江

嘉
陵
江

嘉
陵
江

桟道

渝
州

長江

四川
蜀平

羌
江

夜郎

江陵江陵

洞庭湖

白
帝
城

巫
峡

瞿
塘
峡

西
陵
峡

黄
鶴
楼岳

陽
楼泊

羅

長
沙

太線は詩に詠まれて
いるコース
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の
三
年
前
の
晩
年
の
作
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
「
還
」
と
い

う
の
は
必
ず
し
も
「
か
え
る
」
の
意
で
は
な
く
、
江
陵
と
白
帝
城
と

の
間
を
往
復
す
る
舟
便
の
帰
り
舟
で
あ
り
、
又
間
・
還
・
山
（
上
平

声
十
五
剛
）
を
使
っ
た
押
韻
の
作
法
と
考
え
れ
ば
理
解
し
や
す
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
李
白
の
判
明
し
た
生
涯
の
う
ち
で
、
確
実
に
こ
こ

を
通
っ
た
と
な
し
得
る
の
は
二
度
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
に
過

ぎ
ず
、「
還
」
の
一
字
で
ど
ち
ら
に
決
ま
る
と
い
う
よ
う
な
性
質
の

も
の
で
は
な
い
。

　
詩
全
体
の
希
望
感
、
ス
ピ
ー
ド
感
、
力
量
感
か
ら
し
て
、
二
十
五

歳
の
若
き
李
白
が
大
志
を
抱
い
て
故
郷
を
あ
と
に
し
た「
峨
眉
山
月
」

に
続
い
て
作
ら
れ
た
詩
で
あ
る
と
解
し
た
い
。　
　

研
究
と
鑑
賞

　

こ
の
詩
の
技
巧
は
一
句
目
の
色
彩
工
夫
に
あ
る
。
白
―
彩
（
赤
）

の
対
応
が
美
し
く
、
白
帝
城
の
周
辺
は
緑
の
山
と
青
い
川
の
流
れ
で

あ
る
。
白
帝
城
の
あ
た
り
の
朝
焼
け
の
雲
と
く
れ
ば
、
連
想
さ
れ
る

の
は
朝ち

ょ
う

雲う
ん

暮ぼ

雨う

で
知
ら
れ
る
巫
山
の
故
事
で
あ
る
。そ
の
伝
説
と
は
、

戦
国
時
代
楚
の
襄じ

ょ
う

王お
う

（
紀
元
前
二
九
八
―
二
六
三
）
が
巫
山
に
遊
ん

だ
時
、
昼
寝
を
し
た
時
の
夢
の
話
で
あ
る
が
、
艶あ

で

や
か
な
女
が
現
れ

『
私
は
巫
山
に
住
む
女
で
す
が
あ
な
た
様
に
お
会
い
し
た
く
は
る
ば

る
や
っ
て
参
り
ま
し
た
の
。
ど
う
ぞ
一
緒
に
寝や

す

ま
せ
て
下
さ
い
な
』

と
い
っ
て
王
の
そ
ば
に
す
り
寄
っ
て
き
た
。
王
は
し
ば
し
寝
床
を
同

じ
く
し
て
寵
愛
し
た
が
、
や
が
て
別
れ
の
時
が
く
る
と
『
私
は
こ
れ

か
ら
険
し
い
峰
に
戻
っ
て
朝
は
雲
と
な
っ
て
山
に
か
か
り
、
夕
べ
は

雨
と
な
っ
て
貴
方
さ
ま
を
お
慕
い
し
て
お
り
ま
す
』
と
い
っ
て
、
何い

ず

方か
た

と
も
な
く
去
っ
て
い
っ
た
。
不
思
議
な
夢
か
ら
醒
め
た
王
が
、
翌

朝
、
巫
山
の
方
を
眺
め
て
み
る
と
、
夢
の
中
の
女
が
言
っ
た
と
お
り

美
し
い
光
を
う
け
た
朝
雲
が
た
だ
よ
っ
て
い
た
。
こ
の
故
事
か
ら
男

女
の
密
会
や
情
交
を
「
巫
山
の
夢
」
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
。
第
二

句
は
千
里
と
一
日
の
対
応
が
う
ま
く
、
第
三
句
は
両
岸
の
猿
の
鳴
き

や
ま
な
い
ご
く
短
い
時
間
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
第
一
句
の
視
覚
を

通
し
た
表
現
に
対
し
て
第
三
句
は

聴
覚
に
訴
え
た
技
法
を
用
い
て
い

る
。「
峨
眉
山
月
」
の
「
月
」
が

故
郷
に
残
し
て
き
た
恋
人
を
暗
示

す
る
よ
う
に
、「
猿
声
」
は
李
白

を
引
き
止
め
よ
う
と
す
る
恋
人
の

悲
痛
な
叫
び
を
暗
示
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
よ
う
。
六
朝
時
代
宋
の

劉り
ゅ
う

義ぎ

慶け
い

が
著
し
た
『
世せ

説せ
つ

新し
ん

語ご

』

に
は
次
の
よ
う
な
故
事
が
載
つ
て

い
る
。
晋
の
武
将
、
桓か

ん

温お
ん

が
三
峡

を
下
っ
て
い
る
時
、
家
来
の
一
人

が
子
猿
を
捕
ま
え
て
き
た
。
母
猿

は
悲
し
そ
う
に
鳴
き
な
が
ら
、
岸

づ
た
い
に
百
余
里
も
追
い
続
け
、
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そ
し
て
、
つ
い
に
舟
に
飛
び
移
る
こ
と
が
で
き
た
が
そ
の
途
端
に
息

が
絶
え
た
。
そ
の
腹
を
裂
い
て
み
る
と
腸
が
ず
た
ず
た
に
ち
ぎ
れ
て

い
た
。「
断
腸
」
の
語
源
と
し
て
引
か
れ
る
故
事
だ
が
、
李
白
は
こ

れ
も
意
識
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
第
四
句
で
は
作
者
が
軽
舟

に
乗
っ
て
重
な
る
山
を
一
気
に
下
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
ス
ピ
ー
ド

感
溢
れ
る
描
写
で
、
急
流
を
下
る
爽
快
感
が
伝
わ
っ
て
く
る
。「
軽
」

と
「
重
」
の
対
比
。「
千
」・「
一
」・「
両
」（
二
）・「
万
」
と
い
う
数

詞
が
巧
み
に
配
置
さ
れ
て
い
る
点
も
味
わ
い
と
し
て
見
逃
せ
な
い
。

   

悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ
（
３
）

『
登
　
高
』　
　
杜
　
甫

　
　
憂
愁
の
詩
人　
悲
憤
・
慷
慨
を
詠
う

　
李
白
と
杜
甫
は
盛
唐
を
代
表
す
る
二
大
詩
人
と
い
う
こ
と
は
今
更

改
め
て
言
う
に
は
及
ば
な
い
。
自
由
奔
放
を
極
め
た
天
才
肌
の
李
白

に
対
し
、
杜
甫
は
辛
酸
刻
苦
を
な
め
尽
く
し
た
漂
泊
の
詩
人
と
い
う

対
照
的
な
存
在
で
も
あ
っ
た
。
李
白
は
杜
甫
よ
り
十
一
歳
の
年
長

だ
っ
た
が
、
ふ
た
り
は
年
齢
の
差
を
超
え
て
心
を
許
し
合
っ
て
い
た

こ
と
が
、
後
に
於
い
て
、
お
互
い
が
そ
の
頃
を
思
い
出
し
書
き
残
さ

れ
た
詩
に
よ
っ
て
窺
え
る
。
李
白
は
七
〇
一
年
、
杜
甫
は
七
一
二

年
の
生
ま
れ
で
、
共
に
玄
宗
皇
帝
に
仕
え
た
経
歴
が
あ
る
。
李
白
は

酒
の
匂
い
も
構
わ
ず
皇
帝
に
直
接
顔

を
合
わ
せ
て
言
葉
を
交
わ
す
こ
と
も

出
来
る
、
い
わ
ば
特
別
待
遇
の
身
分

だ
っ
た
が
、
杜
甫
は
皇
帝
に
意
見
具

申
を
す
る
左
拾
遺
と
い
う
役
目
が
ら

で
あ
り
な
が
ら
も
、
実
際
に
は
間
接

的
に
し
か
意
見
具
申
は
出
来
な
い
立

場
だ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
仕
事
に
か
な
り
の
誇
り
と
生
き
甲
斐
を
抱

き
つ
つ
も
、遂
に
は
こ
と
志
と
違
う
こ
と
に
な
っ
て
そ
の
場
を
去
り
、

そ
の
先
は
た
だ
た
だ
長
い
放
浪
と
苦
悩
の
人
生
を
送
る
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。

　

李
白
の
家
柄
に
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
。
が
、

杜
甫
は
そ
の
家
系
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
十
三
代
前
の
先
祖
は
杜

預
（
晋
の
名
将
か
つ
春
秋
左
氏
伝
の
注
釈
者
）
が
居
て
、
祖
父
に
は

初
唐
の
代
表
的
詩
人
杜と

審し
ん

言げ
ん

を
も
つ
。
代
々
地
方
官
を
務
め
る
名
家

の
血
筋
だ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
の
若
い
頃
の
様
子
は
、
一
、二
の
事

を
自
身
の
詩
に
窺
う
こ
と
が
出
来
る
だ
け
で
、
あ
ま
り
細
か
い
こ
と

は
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
二
十
歳
前
後
の
頃
か
ら
二
十
九
歳
ま
で
南
方

の
呉
や
越
、
さ
ら
に
は
東
方
の
斉
、
趙
の
地
方
を
漫
遊
し
て
過
ご
し

た
こ
と
が
判
っ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。

近
体
詩
の
確
立

　

六
朝
時
代
に
始
ま
つ
た
声
律
の
工
夫
が
、
初
唐
に
入
っ
て
さ
ら
に
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