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述
書
賦
と
い
う
と
、多
く
の
人
は
曹
植
の「
洛

神
の
賦
」
や
陸
機
の
「
文
の
賦
」
と
い
っ
た
短

い
賦
を
思
い
浮
か
べ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ

ろ
が
、
こ
れ
は
そ
の
よ
う
な
短
篇
の
作
品
で
は

な
い
。
上
は
周
の
史
籀
、
秦
の
李
斯
か
ら
下

は
唐
の
粛
宗
の
乾
元
の
始
め
に
至
る
ま
で
の
二

百
十
人
も
の
書
人
の
書
を
賦
形
式
で
批
評
し
た

堂
々
た
る
一
冊
の
書
論
書
で
あ
る
。
分
量
だ
け

見
て
も
、
本
文
の
賦
の
部
分
だ
け
で
七
千
六
百

四
十
字
（
竇
蒙
の
「
語
例
字
格
」
に
よ
る
）
も
あ

り
、
こ
れ
は
唐
代
の
書
論
と
し
て
名
高
い
孫
過

庭
の
『
書
譜
』
の
二
倍
の
多
さ
で
あ
る
。
そ
れ

に
書
人
ご
と
に
付
さ
れ
た
注
や
、
批
評
用
語
を

解
説
し
た「
語
例
字
格
」な
ど
も
加
わ
る
か
ら
、

と
て
も
「
文
の
賦
」
な
ど
の
比
で
は
な
い
。

　

著
者
の
竇と
う

臮き

は
、
字
を
霊
長
と
い
い
、
扶
風

の
人
。
唐
の
天
宝
年
間
に
、
官
は
検
校
戸
部
員

外
郎
、宋
汴
節
度
参
謀
に
至
っ
た
と
い
う
。『
述

書
賦
』
が
完
成
し
た
の
は
、
兄
の
竇
蒙
の
後
序

に
よ
れ
ば
、
安
禄
山
の
乱
後
の
大
暦
四
年
（
七

六
九
）
で
あ
る
。
書
論
で
は
、
こ
れ
よ
り
前
に

孫
過
庭
の『
書
譜
』が
六
八
九
年
、張
懐
瓘
の『
書

断
』
が
七
二
七
年
に
完
成
し
て
お
り
、
詩
論
で

は
、
皎
然
『
詩
式
』
が
十
七
、
八
年
ほ
ど
遅
れ

て
成
っ
て
い
る
。

　

簡
単
に
そ
の
内
容
を
紹
介
す
る
と
、
本
書
の

大
半
を
占
め
る
の
は
、す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

古
代
か
ら
唐
代
に
至
る
ま
で
の
書
人
二
百
十
人

の
書
を
賦
の
形
式
で
批
評
し
た
文
章
と
、
書
人

の
経
歴
や
実
見
し
た
書
蹟
な
ど
に
つ
い
て
説
明

し
た
注
で
あ
る
。
そ
れ
ら
で
先
ず
驚
か
さ
れ
る

の
は
「
翰
墨
の
妙
に
し
て
品
流
に
入
る
べ
き
者

は
、
咸み

な
備つ
ぶ

さ
に
収
め
た
」
と
い
う
収
録
人
数

の
多
さ
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
驚
か
さ
れ

る
の
は
、
こ
の
本
の
中
で
取
り
上
げ
た
書
人
の

書
蹟
は
、
彼
が
す
べ
て
目
睹
し
た
（「
親
矚
」「
親

睹
」）
直
筆
に
基
づ
き
、
先
人
の
既
存
の
評
語

を
借
り
て
お
茶
を
濁
し
た
よ
う
な
も
の
は
全
く

な
い
と
竇
臮
が
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
点
か
ら
し
て
も
、
本
書
が
書
法
史
の
文

献
と
し
て
い
か
に
貴
重
な
も
の
で
あ
る
か
が
わ

か
る
で
あ
ろ
う
。

　
『
述
書
賦
』
の
批
評
の
仕
方
の
特
色
を
一
、

二
挙
げ
る
と
、
ま
ず
今
述
べ
た
よ
う
に
、
竇
臮

が
あ
く
ま
で
も
通
説
に
妥
協
せ
ず
、
自
己
の
鑑

識
眼
や
審
美
観
に
従
っ
て
批
評
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
書
に
は
賞
賛
ば
か
り

で
は
な
く
、「
こ
の
人
物
は
こ
の
よ
う
に
思
わ

れ
て
い
る
が
、
書
に
は
別
の
面
が
あ
ら
わ
れ
て

い
る
」
と
い
っ
た
、
自
分
の
見
方
に
よ
る
断
言

が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、『
書
譜
』

の
作
者
で
あ
る
孫
過
庭
の
草
書
を「
千
紙
一
類
、
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一
字
万
同
」の
つ
ま
ら
な
い
も
の
だ
と
酷
評
し
、

ま
る
で
孫
過
庭
に
対
し
て
何
か
特
別
な
恨
み
で

も
も
っ
て
い
た
の
か
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
に
ば
っ

さ
り
と
切
り
捨
て
て
い
る
の
も
そ
の
一
例
で
あ

る
。

　

た
だ
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
竇
臮
は
自
分
の

好
み
に
固
執
す
る
よ
う
な
偏
狭
な
見
識
の
持
ち

主
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
本
書
が
練
り
上
げ

ら
れ
た
美
文
の
賦
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
何

と
な
く
守
旧
派
的
な
形
式
主
義
者
の
感
じ
を
抱

か
せ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
が
決
し
て
そ

う
で
は
な
い
こ
と
は
、
当
時
の
新
興
書
法
の
書

家
で
あ
る
賀
知
章
や
張
旭
の
狂
草
に
随
分
注
目

し
、
彼
ら
の
経
歴
に
つ
い
て
長
い
注
記
を
し
て

い
る
の
を
見
て
も
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
本
書
は

特
定
の
書
家
や
流
派
に
偏
す
る
こ
と
の
な
い
広

い
批
評
眼
を
も
つ
稀
代
の
批
評
家
に
よ
っ
て
著

さ
れ
た
総
合
的
な
書
論
な
の
で
あ
る
。

　

次
の
特
色
と
し
て
は
、
書
名
に
「
賦
」
と
題

し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の

本
の
も
つ
文
学
性
を
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
本
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書
や
人
物
の
特
徴

を
、
さ
ま
ざ
ま
な
比
喩
、
と
り
わ
け
自
然
物
の

比
喩
を
多
く
用
い
て
み
ご
と
に
伝
え
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
陳
の
毛
喜
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

に
評
す
る
。

快
哉
伯
武
、
心
空
手
敏
。
古
風
若
遺
、
令
範

惟
允
。
如
平
郊
逸
驥
、
晩
景
飛
隼
。

快
な
る
か
な
伯
武
、
心
は
空
に
し
て
手
は

敏
な
り
。
古
風
は
遺わ

す

る
る
が
若
き
も
、
令

範
は
惟
れ
允ま
こ
と

な
り
。
平
郊
の
逸
驥
（
ひ
と

り
離
れ
た
名
馬
）、
晩
景
の
飛
隼
（
飛
ぶ
ハ

ヤ
ブ
サ
）
の
ご
と
し
。

　

こ
れ
は
最
も
短
い
批
評
の
一
つ
で
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
詩
的
な
表
現
手
法
に
よ
っ
て
、
書

の
イ
メ
ー
ジ
を
彷
彿
と
し
て
浮
か
び
上
が
ら
せ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
れ
ら
二
百
十
人
の
書
人
の
批
評
の

後
に
続
く
の
は
、
表
装
、
収
蔵
、
購
売
、
印
章

な
ど
に
携
わ
っ
た
六
十
六
人
に
関
す
る
具
体
的

な
記
述
や
批
評
で
あ
る
。上
述
の
本
文
中
に
も
、

唐
の
貞
観
年
間
の
人
、
李
懐
琳
が
他
人
の
偽
作

を
さ
か
ん
に
作
っ
て
い
た
と
い
っ
た
、
書
を
め

ぐ
る
社
会
背
景
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
も
あ
る

が
、
こ
の
部
分
は
も
っ
ぱ
ら
当
時
の
書
の
背
景

に
つ
い
て
述
べ
た
貴
重
な
記
録
で
あ
り
、
当
時

の
書
と
商
売
の
関
係
な
ど
多
く
の
興
味
深
い
事

実
を
今
日
に
伝
え
て
い
る
。

　

さ
ら
に
そ
の
後
、
竇
臮
の
「
後
序
」
な
ど
何

篇
か
の
文
章
が
続
い
た
後
、
最
後
に
兄
の
竇
蒙

の
作
成
し
た
「
語
例
字
格
」
の
附
録
を
以
て
終

結
す
る
。「
語
例
字
格
」
と
い
う
の
は
、
読
解

の
便
に
供
す
る
た
め
に
、『
述
書
賦
』
中
に
含

ま
れ
る
重
要
な
批
評
語
彙
を
抽
出
し
て
説
明
し

た
も
の
で
、
全
部
で
九
十
言
、
各
二
句
か
ら
成

る
注
を
あ
わ
せ
る
と
百
八
十
句
が
挙
が
っ
て
い

る
。
そ
れ
に
は
、「
忘
情
」「
天
然
」「
放
」「
逸
」

の
よ
う
な
普
通
の
語
か
ら
「
束
」「
魯
」「
雄
」

「
雌
」「
訛
」「
怯
」
と
い
っ
た
お
も
し
ろ
い
評
語

ま
で
あ
り
、実
に
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で
い
る
。

宋
代
以
後
に
尊
ば
れ
る
「
拙
」「
老
」
な
ど
の

語
が
か
な
り
の
ウ
エ
ー
ト
を
占
め
て
い
て
何
度

も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
驚
き
で
あ
る
。
ま

た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
彙
に
付
さ
れ
た
注
も
お
も

し
ろ
い
。
た
と
え
ば
、「
枯
槁
」
に
は
、「
北
せ

ん
と
欲
し
て
南
に
還
れ
ば
気
脈
断
絶
す
」
と
注

し
、「
浮
」
に
は
「
帰
す
る
所
な
き
を
浮
と
曰

う
」
と
注
し
、「
実
」
に
は
「
気
、
風
雲
に
感

ず
る
を
実
と
曰
う
」
と
注
し
、「
閑
」
に
は
「
孤

雲
遠
く
に
生
ず
る
を
閑
と
曰
う
」
と
注
す
る
よ

う
に
、
な
か
な
か
に
文
学
的
で
あ
る
。
書
を
そ

ん
な
風
に
観
賞
す
る
と
さ
ぞ
お
も
し
ろ
い
だ
ろ
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う
な
と
思
い
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
注
句
を
味

わ
う
の
も
楽
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
て
こ
の
よ
う
に
、『
述
書
賦
』
は
中
国
書

法
史
の
研
究
に
と
っ
て
必
須
の
基
本
的
文
献
で

あ
る
が
、
わ
が
国
で
は
こ
れ
ま
で
全
訳
書
を
も

た
な
か
っ
た
。
全
訳
書
が
あ
ら
わ
れ
な
か
っ
た

理
由
と
し
て
は
、
や
は
り
翻
訳
の
難
し
さ
を
挙

げ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
す
で
に
述
べ
た

よ
う
に
、
典
故
を
駆
使
し
、
彫
琢
を
施
し
た
韻

文
体
の
賦
形
式
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
『
述

書
賦
』
は
、
そ
れ
だ
け
で
も
解
読
に
は
相
当
の

困
難
を
伴
う
が
、
そ
れ
に
加
え
て
さ
ら
に
竇
臮

の
造
語
に
な
る
独
特
の
評
語
に
対
す
る
書
史
学

的
理
解
や
、
長
い
歴
史
や
多
く
の
書
人
に
対
す

る
幅
広
い
知
識
な
ど
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ

る
。
大
野
氏
の
よ
う
な
中
国
書
法
史
の
研
究
者

で
あ
る
と
と
も
に
、
中
国
文
学
の
研
究
者
で
も

あ
る
博
学
多
識
の
学
者
で
な
け
れ
ば
よ
う
為
し

え
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
大
野
氏
は
こ
の
難

事
業
に
約
二
十
五
年
前
か
ら
取
り
組
み
、
鹿
児

島
大
学
の
紀
要
に
連
載
し
た
が
、
途
中
、
中
断

の
の
ち
再
開
し
、
こ
の
た
び
よ
う
や
く
本
書
の

訳
注
を
完
成
さ
れ
た
。
本
書
は
大
野
氏
と
い
う

最
適
の
訳
者
を
得
て
、
千
二
百
数
十
年
を
経
て

始
め
て
全
巻
翻
訳
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
本
書
は
上
述
の
よ
う
に
か
な
り
難
解

で
、
分
量
も
多
い
の
で
、
訳
注
の
や
り
方
に
つ

い
て
は
多
少
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
と

り
わ
け
難
し
い
の
は
、
本
書
の
記
述
内
容
が
人

物
を
批
評
し
て
い
る
の
か
、
作
品
（
書
）
を
批

評
し
て
い
る
の
か
、
把
握
し
が
た
い
も
の
が
多

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
野
氏
は
ど
ち
ら
で

も
解
さ
れ
る
も
の
の
多
く
を
か
な
り
大
胆
に
、

人
物
で
は
な
く
、
書
や
書
風
に
関
連
づ
け
て
解

読
し
、
そ
ち
ら
に
重
き
を
お
い
た
訳
注
を
試
み

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
読
者
の
な
か
に
は
多
少

勇
み
足
を
お
か
し
て
い
る
と
思
う
向
き
も
あ
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
私
は
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
曖

昧
な
訳
注
を
す
る
よ
り
も
、
こ
の
よ
う
な
試
み

の
ほ
う
を
多
と
し
た
い
。
こ
の
ほ
う
が
書
法
史

研
究
に
役
立
ち
、
刺
激
を
与
え
る
と
思
う
か
ら

で
あ
る
。
お
そ
ら
く
大
野
氏
の
こ
の
挑
戦
的
な

訳
注
は
、
今
後
、
中
国
書
法
史
の
研
究
者
の
み

な
ら
ず
、
他
分
野
の
研
究
者
に
も
計
り
知
れ
な

い
便
益
を
与
え
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

実
は
私
は
本
書
の
書
評
を
依
頼
さ
れ
た
と

き
、
専
門
で
も
な
い
の
に
や
た
ら
と
違
う
分
野

に
分
け
入
っ
て
書
評
を
す
る
の
は
お
こ
が
ま
し

い
と
思
い
、
お
引
き
受
け
し
て
よ
い
も
の
か
ど

う
か
迷
っ
た
。
し
か
し
、
本
書
を
読
み
終
え
た

今
、
大
き
な
喜
び
を
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

知
識
的
な
面
で
勉
強
に
な
っ
た
と
い
う
だ
け
で

は
な
い
。
著
者
の
竇
臮
と
そ
の
兄
の
竇
蒙
が
い

か
に
精
魂
を
込
め
て
こ
の
学
術
上
極
め
て
価
値

の
あ
る
本
書
を
著
し
た
か
が
、
ひ
し
ひ
し
と
伝

わ
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
訳

業
上
多
大
な
困
難
の
伴
う
本
書
を
、
大
野
氏
が

い
か
に
精
魂
を
込
め
て
訳
注
し
た
か
が
わ
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
全
て
が
実
利
主
義
に
流
れ
る

今
の
世
に
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
労
多
く
し
て

報
わ
れ
る
こ
と
の
少
な
い
地
味
な
仕
事
に
身
命

を
擲
つ
こ
と
こ
そ
、
学
者
と
し
て
こ
の
う
え

も
な
く
貴
い
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
せ
る
も
の
が

本
訳
注
に
は
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
困
難
な
訳
業

を
完
遂
さ
れ
た
大
野
氏
の
長
年
の
努
力
に
対
し

て
、
心
か
ら
敬
意
を
表
す
る
。

（
ご
う
や
ま
・
き
わ
む　

九
州
大
学
名
誉
教
授
）
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