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陸
機
擬
す
る
所

の
古
詩
に

つ
い
て

柳

川

順

子

陸
機

三
六
一ー
三
〇
三
)
の

「擬
古
詩
」
は
、
そ
の
大
部
分

に
相
当
す
る
十
二
の
詩
篇
が

『
文
選
』
(巻
三
十
)
に
収
録
さ
れ
、
ま
た

『
詩

品
』

の
序
論
に
は

「
五
言
の
驚
策
な
る
者
」
「篇
章

の
珠
澤
、
文
彩
の
郡
林
」
と
絶
賛
さ
れ
て
い
る
六
朝
詩

の
名
作

で
あ
る
。
陸
機

の

代
表
作

の

一
つ
に
も
数
え
ら
れ
る
こ
の
作
品
に
は
、
作
者

の
学
問
的
文
学
的
素
養
が
存
分
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
看
取
さ
れ
る
が
、

そ
れ

で
は
、
こ
の
渾
身

の
力
作
を
成
す
に
当
た

っ
て
、
陸
機
は
ど
の
よ
う
な
基
準
に
拠

っ
て
そ
の
模
擬
対
象
を
選
び
取

つ
た
の
だ
ろ
う

か
.

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
私
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
漢
魏
六
朝
時
代
を
通
じ
て
、
数
あ
る
古
詩
の
中
で
も
特
別
な

一

群
と
し

て
別
格
視
さ
れ
て
い
た
古
詩
群
が
あ
り
、
陸
機
は
、

こ
の
既
成

の
価
値
評
価

に
準
拠
し
て
、
そ
の
特
別
な
古
詩

群
を
ま
る
ご
と

自
ら
の
模
擬
対
象
と
し
た
の
で
あ
る
、
と
。
本
稿
の
眼
目
は
、
私
が
こ
の
よ
う
に
推
定
す
る
根
拠
を
示
し
、
そ
の
当

否
を
検
討
す
る
こ

と
に
あ

る
。

さ
て
、
後
漢
末
の
建
安
文
壇
以
降
、
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
渡

つ
て
、
文
学
の
主
流
ジ
ャ
ン
ル
は
賦
か
ら
五
言
詩

へ
と
移
行
し
て
い
っ

た
が
、

言
う
ま
で
も
な
く
古
詩
は
こ
の
五
言
詩
の
祖
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
文
学
史
上
か
く
も
重
要
な
意
義
を
持

つ
に
も
関
わ
ら
ず
、

五
言
占
詩
の
成
立
経
緯
、
及
び
そ
の
年
代
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
幾
多
の
論
考
が
発
表
さ
れ
な
が
ら
、
今
も

な
お
定
説
を
見

て

い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
本
稿
が
提
示
す
る
推
論
は
、
陸
機

の

「
擬
古
詩
」

に
着
目
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
従
来

と
か
く
漠
然
と

一

括
り
に
さ
れ
て
き
た
古
詩
と
い
う
作
品
群
を
、
よ
り
淵
源
に
近

い
詩
群
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
と
に
二
分
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る

が
、

こ
の
推
測
が
も
し
さ
ほ
ど
的
外
れ
で
な
い
と
論
証
さ
れ
る
な
ら
ば
、
陸
機
は
、
五
言
古
詩

の
文
学
史
的
位
置
に

つ
い
て
模
索
す
る

我

々
の
た
め
に
、

一
つ
の
有
力
な
足
掛
り
を
残
し
て
お

い
て
く
れ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
陸
機
の
擬
す

る
所
と
な

っ
た
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古
詩
に

つ
い
て
考
察
を
進
め
な
が
ら
も
、
更
に

一
歩
踏
み
込
ん
で
、
五
言
占
詩

の
成
立
経
緯
と
い
う
文
学
史
的
難
問
題

に
つ
い
て
も
、

屋
下
に
屋
を
架
す
る
こ
と

へ
の
機
り
は
覚
悟
の
上
で
、
私
な
り
に
若
干
の
見
通
し
を
述

べ
て
み
た
い
。

陸
機

の

「
擬
古
詩
」
は
、
『
文
選
』
巻
三
十
所
収

の
十
二
首

「擬
行
行
重
行
行
」
「
擬
今
日
良
宴
會
」
「擬
遙
追
牽
牛

星
」
「擬
渉
江
采

芙
蓉
」

「擬
青
青
河
畔
草
」
「擬
明
月
何
咬
咬
」
「
擬
蘭
若
生
朝
陽
」
「
擬
青
青
陵
上
柏
」
「擬
東
城

一
何
高
」
「
擬
西
北
有
高
櫻
」
「
擬
庭

中
有
奇
樹
」
「擬
明
月
咬
夜
光
」
に
加
え
て
、
「駕
言
出
北
閾
行
」

の

一
首
が
、
擬

「
騙
車
上
東
門
」
と
し
て
推
定
さ
れ

て
い
る
。
さ
て
、

こ
こ
に
挙
げ
た

「
擬
古
詩
」
十
三
首
を
通
覧
す
る
に
、
そ
の
模
擬
対
象
と
な

っ
た
古
詩
群
に
お
い
て
、
そ
の
全
首
を
貫
く
内
容
的
首
尾

一
貫
性

は
見
出
し
難
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
陸
機

は
決
し
て
、
初
め
に
何
か
表
現
し
た
い
テ
ー
マ
が
あ

つ
て
、
そ
れ
を
盛
る
に
ふ
さ
わ

し
い
内

容
の
古
詩
を
選
び
取

つ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
文
学
作
品
と
し
て
の
完
成
度

の
高
さ
を
基
準
に

模
擬
対

象
を
選
抜
し
、
そ
れ
ら
と
の
対
比
に
お
い
て
、
自
ら
の
修
辞
技
巧
を
誇
示
し
よ
う
と
し
た
の
か
と
い
う
と
、

こ
れ
も
ま
た
的
中

は
し
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
陸
機
の
模
擬
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
詩
篇
の
中
に
も
、
「古
詩
十
九
首
」
(『文
選
』
巻
二
十
九
)

に
選
ば
れ
て
い
る
佳
作
や
、
後
述
の

『詩
品
』

に
お
い
て
高
い
評
価
を
臓
ち
得

て
い
る
絶
品
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ

で

は
い
っ
た

い
陸
機
の
選
択
基
準
は
ど

こ
に
あ

っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
か
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
鍾
蝶

(,
.ー
五
一
八
,
.)
の

『詩

品
』
上
品
、
古
詩
の
項
に
見
え
る
次

の
よ
う
な
論
評
で
あ
る
。

陸
機
擬
す
る
所
の
十
四
首
は
、
文
は
温
や
か
に
以
て
麗
し
く
、
意
は
悲
し
く
し
て
遠
し
。

心
を
驚
か
し
魂
を
動

か
し
、

一
字
千

金

に
幾
し
と
謂
ふ
可
し
。
其
の
外
、
「
去
る
者
は
日
に
以
て
疎
し
」
な
ど
の
四
十
五
首
は
、
哀
怨
多
し
と
難
ど
も
、
頗
る
総
雑
と

爲

す
。
奮
く
は
是
れ
建
安
中
の
曹

(植
)
・
王

察

)
の
製
り
し
所
な
ら
ん
か
と
疑
は
る
。
「
客
、
遠
方
從
り
來
た

る
」
、
「
橘
柚
は
華

實

を
垂
る
」
は
、
亦
驚
絶
と
爲
す
　
。
人
も
代
も
冥
滅
し
て
、
清
音
掲
り
遠
し
。
悲
し
き
夫
。

鍾
礫

は
、
陸
機
の
模
擬
対
象
と
な

つ
た
古
詩
十
四
首
と
、
そ
う
で
な
い
古
詩
四
十
五
首
と
を
戴
然
と
区
別
し
、
前
者

に
対
し
て
は
ほ

と
ん
ど
無
条
件

に
近
い
絶
賛
を
与
え
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
ま
る
で
自
明
の
こ
と
の
よ
う

に
、
「
陸
機
擬
す
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る
所

の
十
四
首
」
と
い
う
括
り
方
が
為
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
こ
の

一
言
で
も

っ
て
、
当
時
の
誰
も
が
あ
る

特
定

の
詩
群
を
思

い
浮
か
べ
る
に
違
い
な
い
、
と
踏
ん
で
い
る
か
の
よ
う
な
書
き
方
で
あ

っ
て
、
決
し
て
、
陸
機

の
文
学
的
審
美
眼
を

称
賛

し
て
い
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
、
た
ま
た
ま
陸
機

の
擬
す
る
所
と
な

っ
た
古
詩
が
、
彼

に
選
び
取
ら
れ
た

こ
と
に
よ

っ
て
、

付
随
的

に
そ
の
価
値
を
引
き
上
げ
ら
れ
た
と
言

っ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
思
う
に
、
六
朝
人
に
と

っ
て

「
一
字
千
金
」
の
価
値
を
持

っ

た
古
詩
群
が
既

に
存
在
し
、
そ
の
作
品
群
を

一
括
し
て
指
し
示
す
の
に
最
も
端
的
、

か
つ
広
く
認
知
さ
れ
た
言
葉

が
、

こ
こ
に
い
う

「
陸
機

所
擬
」
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
些
か
唐
突
に
見
え
る
鍾
燥
の
こ
の
切
り
出
し
方
の
背
後
に
は
、
陸
機

の
擬

す
る
所
と
重
な
る

特
定

の
古
詩
群
を

一
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
認
識
し
、

こ
れ
を
格
別
に
高
く
評
価
す
る
、
あ
る
文
学
的
共
通
基
盤
が
存
在
し
た
こ
と
を

想
定

せ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
れ
で
は
、
今
私
が
こ
こ
で
想
定
し
た
文
学
的
共
通
基
盤
な
る
も
の
は
、
果
し
て
当
時
、
本
当
に
存
在
し
た
の
だ

ろ
う
か
。
鍾
礫
が

自
明

の
こ
と
の
よ
う
に

一
括
し
た

「
陸
機
所
擬
」
の
詩
篇
は
、
同
時
代
の
他
の
人
々
に
お

い
て
も
同
様
に
、

一
つ
の
詩
群
と
し
て
認
識

さ
れ
、
「
一
字
千
金
」

の
如
く
別
格
視
さ
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
に
判
断
し
て
よ
い
と
私
は
考
え
る
。

と
い
う
の
は
、
鍾
燦
と
ほ
ぽ
同
時
代

の
文
学
選
集

『
玉
台
新
詠
』
も
、
『
詩
品
』

と
同
様
、
陸
機

の
擬
す
る
所
と
な

っ
た
古
詩
を
、
そ

の
他

の
古
詩
と
は
明
瞭
に
区
別
し
、

こ
れ
に
前
漢
屈
指

の
辞
賦
作
家
、
枚
乗
の
名
を
冠
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
『
詩
品
』

に
お
け
る

占
詩
分
類

の
認
識
は
、
『
玉
台
新
詠
』

に
お
い
て
も
等
し
く
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
を
明
示
す
る
た
め
に
、
今
、

陸
機

「
擬
古
詩
」

と

『
玉
台
新
詠
』
所
収
の
枚
乗

「雑
詩
」、
同
所
収

「古
詩
」
、
及
び

『
文
選
』
所
収
の

「古
詩
十
九
首
」
と
を

↓
覧
表

に
て
対
照
さ
せ

て
み

た
い
。
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『文
選
』
巻
三
十

陸

機

「
擬
古

詩
」

擬
行
行
重
行
行

擬
今
日
良
宴
會

擬
追
這
牽
牛
星

『
玉
台
新
詠
』
巻

一

枚

乗

「
雑

詩

」

行
行
重
行
行

追
週
牽
牛
星

『
玉
台
新
詠
』
巻

一

「
古

詩

」

『文
選
」
巻
二
十
九

「
古
詩

十
九

首
」

其

一

行
行
重
行
行

其
四

今
日
良
宴
會

其
十

這
這
牽
牛
星

陸
機

擬
す

る
所

の
古

詩

に

つ
い

て

(
柳
川

)
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擬
渉
江
采
芙
蓉

擬
青
青
河
畔
草

擬
明
月
何
咬
鮫

擬
蘭
若
生
朝
陽

擬
青
青
陵
上
柏

擬
東
城

一
何
高

擬
西
北
有
高
縷

擬
庭
中
有
奇
樹

擬
明
月
咬
夜
光

(
駕

言
出

北
闘

行

)

渉
江
采
芙
蓉

青
青
河
畔
草

明
月
何
較
咬

蘭
若
生
朝
陽

東
城
高
且
長

西
北
有
高
櫻

庭
前
有
奇
樹

再
再
孤
生
竹

凛
凛
歳
云
暮

孟
冬
寒
氣
至

客
從
遠
方
來

上
山
採
簾
蕪

四
坐
且
莫
誼

悲
與
親
友
別

穆
穆
清
風
至

其
六

渉
江
采
芙
蓉

其
二

青
青
河
畔
草

其
十
九

明
月
何
較
咬

其
三

青
青
陵
上
柏

其
十
二

東
城
高
且
長

其
五

西
北
有
高
櫻

其
九

庭
中
有
奇
樹

其
七

明
月
鮫
夜
光

其
十
三

駆
車
上
東
門

其
十

一
迴
車
駕
言
湛

其
十
五

生
年
不
満
百

其
十
四

去
者
日
以
疎

其
八

冑
再
孤
生
竹

其
十
六

凛
凛
歳
云
暮

其
十
七

孟
冬
寒
氣
至

其
十
八

客
從
遠
方
來
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さ

て
、
右
の
表
を
見
る
に
、
「
今
日
良
宴
會
」
「青
青
陵
上
柏
」
「
明
月
咬
夜
光
」
「
騙
車
上
東
門
」

の
四
首
は
、
陸
機
擬
す
る
所

の
古

詩

で
あ
り
な
が
ら
、
『
玉
台
新
詠
』
に
枚
乗

「雑
詩
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
は

い
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
、
た
ま
た

ま
こ
の
四
首

の
内

容
が
、
『
玉
台
新
詠
』
と
い
う
選
集
の
性
格

に
合
致
し
な
い
た
め
に
採
録
さ
れ
な
か

っ
た
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
て
よ
い
。
恐
ら
く
、
『
玉

台
新
詠
』

の
依
拠
し
た
枚
乗
作

「
雑
詩
」
の
中
に
は
、
必
ず
や
こ
れ
ら
四
首
の
詩
篇
も
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
陸
機

の
模

擬
対
象

と
な
ら
な
か

つ
た
古
詩
は
、
『
玉
台
新
詠
』
が
読
み
人
知
ら
ず
の

「
古
詩
」
と
し
て
採
録
す
る
グ
ル
ー
プ
に
非
常

に
よ
く
重
な

る
。
要
す
る
に
、
『
詩
品
』
に
お
い
て

「
陸
機
所
擬
」
と
言
い
表
わ
さ
れ
た
詩
群
が
、
『
玉
台
新
詠
』
に
お
い
て
は
枚

乗

「雑
詩
」
と
い

う
呼
称

に
よ

っ
て

一
括
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

と

こ
ろ
で
、
『
玉
台
新
詠
』
を
傍
証
の
資
料
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
反
論
も
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、

『
玉
台
新
詠
』
は
、
『
文
選
』
が
堂

々
た
る
正
統
文
学
の
選
集
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
専
ら
児
女
の
情
を
詠
ず
る
ば
か
り
の
軟
派
文
学
選

集
、

い
わ
ば
文
学
界
の
日
影
者
で
あ
る
。
し
か
も
、
枚
乗
の
生
き
た
前
漢
初
め
に
整
然
た
る
五
言
詩
が
存
在
し
た
は
ず
は
な
く
、
そ
の

よ
う
な
荒
唐
無
稽
の
説
を
採
る
な
ど
不
見
識
も
甚
だ
し
い
。
か
く
の
如
き
選
集
は
、
史
料
と
し
て
全
く
信
頼
す
る
に
足
ら
な

い
の
で
は

な
い
か
、
と
。
し
か
し
、
編
集
過
程
と

い
う
視
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
実
は

『
玉
台
新
詠
』

は
、
『
文
選
』

の
そ
れ

よ
り
も
は
る
か
に

高

い
価
値
を
持

つ
史
料
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
『
文
選
』
は
、
先
行
す
る
選
集

の
中
か
ら
更
に
秀
作
を
抽
出
し
た
二
番

煎
じ

の
簡
約
化
さ
れ
た
選
集

で
あ
る
が
、

一
方

の

『
玉
台
新
詠
』
は
、
そ
の
序
文
に
、

往
時
の
名
篇
、
當
今
の
巧
製
は
、
諸
を
麟
閣
に
分
か
ち
、
散
じ
て
鴻
都
に
在
り
、
篇
章
を
籍
さ
ざ
れ
ば
、
披
覧

す
る
に
由
無
し
。

是

に
於

て
脂
を
燃
や
し
て
瞑
爲
し
、
筆
を
弄
し
て
農
書
し
、
艶
歌
を
撰
録
す
る
こ
と
、
凡
そ
十
巻
を
爲
す
。

と
記
す

よ
う
に
、
宮
廷
の
書
庫
に
眠
る
様
々
な
作
品
集
の
中
か
ら
直
接
に
、

い
わ
ゆ
る
艶
詩

に
相
当
す
る
作
品
の
み
を
抄
出
し
た
第

一

次
選
集

で
あ
る
ら
し
い
か
ら
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
本
選
集
が
、
「陸
機
所
擬
」

の
古
詩
群
を
枚
乗

「雑
詩
」
と
し

て
収
録
す
る
こ
と

に
は
、
な
ん
ら
か
の
文
献
的
根
拠
が
あ

っ
た
と
見
て
よ
い
。
ち
な
み
に
、
古
詩

の
作
者
と
し
て
枚
乗
の
名
を
挙
げ
る
の
は
ひ
と
り

『
玉

台
新
詠
』
ば
か
り
で
は
な
い
。
南
斉
末

に
成

っ
た

『
文
心
雕
竜
』
明
詩
篇
や
初
唐
の

『
文
選
』
李
善
注

(巻
二
+
九
、
古
詩
十
九
首
)
も
、
或

説
と
し

て
こ
の
こ
と
を
伝
え
る
。
本
当
に
枚
乗
の
作
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、

い
ず
れ
に
せ
よ
六
朝
当
時
、
数
あ
る

占
詩
を
、
枚
乗
作

の

一
群
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
と
の
二
つ
の
グ

ル
!
プ
に
分
け
て
認
識
す
る
説
が
行
わ
れ

て
い
た

こ
と
は
確
か
で
あ

陸
機

擬

す
る
所

の
古
詩

に

つ
い
て

(
柳

川
)
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ろ
う
。

そ
し
て
、
『
玉
台
新
詠
』
は
こ
の
既
成
の
古
詩
分
類
に
素
直
に
従

っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。
他
方
、
鍾
燦
は
、
枚
乗

作
と
伝

え
ら
れ
る
古
詩
群
を

一
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
は
妥
当
と
し
な
が
ら
も
、
た
だ
、
そ
の
作
者
と
し
て
枚
乗
の
名

を
挙
げ

る
こ
と
に
は
疑
義
を
挟
み
、
そ
こ
で
、
こ
れ
に
代
え
て

「
陸
機
所
擬
」
と
い
う
指
し
示
し
方
を
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ

て
、
『
詩
品
』
に
い
わ
ゆ
る

「
陸
機
所
擬
」
が

「
一
字
千
金
に
幾
き
」
値
を
持

つ
こ
と
に
つ
い
て
、
従
来
の
論
者
は
と
か
く
、
こ

れ
ら

の
詩
篇

の
ほ
と
ん
ど
全
て
が
、
古
詩
中
の
白
眉

「
古
詩
十
九
首
」
の
中
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
強
調
し
、
以
て
そ
の
評
価

の
高
さ
を

追
認

す
る
根
拠
と
為
し
て
き
た
。
だ
が
、
先

に
挙
げ
た
対
照
表
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
古
詩
十
九
首
」
は
、
陸
機
擬
す
る
所
の
古

詩
の
大
部
分
を
包
摂
す
る

一
方
で
、
彼
の
模
擬
対
象
と
な
ら
な
か

っ
た
詩
篇
を
も
相
当
数
含
ん
で
い
る
。

つ
ま
り

「古
詩
十
九
首
」
は
、

鍾
蝶

や
徐
陵
ら
に
お
い
て
二
分
さ
れ
る
古
詩
グ
ル
ー
プ
の
双
方

に
跨

っ
て
秀
作
を
選
り
す
ぐ

つ
た
も
の
で
あ

っ
て
、
そ

の
評
価
基
準
は
、

片
方

の
古
詩
群

に
対
し
て
無
条
件

の
称
賛
を
与
え
る
鍾
嘆
の
そ
れ
と
は

一
致
し
な
い
。
他
方
、
既
に
上
文
に
指
摘

し
た
通
り
、
「
陸
機

所
擬
」

の
古
詩
群
は
、
『
玉
台
新
詠
』
所
収
枚
乗

「
雑
詩
」

の
方

に
は
る
か
に
深
く
重
な

っ
て
い
る
。
そ
の
端
的
な
例
と
し
て
、
陸
機

擬
す

る
所
の

「蘭
若
生
朝
陽
」
は
、
「古
詩
十
九
首
」
に
は
採
ら
れ

て
い
な
い
が
、
『
玉
台
新
詠
』

に
は
、
枚
乗

「雑
詩
」

の

一
つ
と
し

て
確

か
に
採
録
さ
れ

て
い
る
。
わ
ず
か

一
例
で
は
あ
る
が
、

こ
れ
は
貴
重
な
事
象

で
は
な

い
か
。
す
な
わ
ち
、
『
詩

品
』
に
い
わ
ゆ
る

「
陸
機
所
擬
」
の
占
詩
群
は
、
文
学
作
品
と
し
て
の
完
成
度
の
高
さ
に
よ

っ
て
別
格
視
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
も

っ
と
別
の
所
に
そ
の

特
別

な
称
賛
の
所
以
が
あ

っ
た
ら
し
い
こ
と
を
、

こ
の

一
事
象
は
鋭
く
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
陸
機
が
こ
の
古
詩
群
を
模
擬
対
象

に
選

ん
だ
理
由
も
、
必
ず
や
鍾
礫

の
こ
の
評
価

の
根
拠
に

一
致
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
を
要
す
る
に
、
『詩
品
』
古
詩
評
に
お
い
て
鍾
礫
が
前
提

に
し
た
と
見
ら
れ
る
共
通
認
識
、
す
な
わ
ち
、
陸
機
の
擬
す
る
所
と

な

っ
た
諸
作
品
は
、
古
詩
の
中

で
も
あ
る
特
別
な
価
値
を
持

つ
も
の
と
し
て

一
つ
の
詩
群
を
為
す
と
す
る
認
識
は
、
『
玉
台
新
詠
』
、
そ

し
て
恐
ら
く
は
そ
の
編
集
母
体
と
な

つ
た
諸

々
の
作
品
集

に
お
い
て
も
、
確
か
に
認
め
ら
れ
る
る
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
共
通
認
識
は
、

六
朝

末
の
み
な
ら
ず
、
魏
晋
南
北
朝
時
代
全
般
に
渡

っ
て
広
く
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
陸
機
は
、
当
時
の
誰
も
が
自
明

の
こ

と
と
し
て
別
格
視
し
た

↓
群
を
、

一
括
し
て
そ
の

「擬
古
詩
」

に
お
け
る
模
擬
対
象
に
取
り
上
げ
た
の
だ
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、

こ
の
第

一
古
詩
群
と
称
す

べ
き
作
品
群
は
、

い
っ
た

い
ど
の
よ
う
な
性
格
を
持

つ
が
故
に
、
六
朝
当
時
か
く
も
高

い
評
価
を
付
与
さ
れ

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

一6一



二

 

『
詩

品
』
に
お
い
て

「
陸
機
所
擬
」
と
括
ら
れ
、
ま
た

『
玉
台
新
詠
』

に
お

い
て
は
枚
乗

「
雑
詩
」
と
総
称
せ
ら
れ
る
古
詩
群
は
、

六
朝
時
代
、
そ
の
他
の
古
詩
を
圧
し
て
別
格
視
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
第

一
古
詩
群

の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
こ
こ
で

一
旦
、

陸
機
擬
す
る
所
の
古
詩
群
か
ら
離
れ
、
彼
の
模
擬
対
象
と
は
な
ら
な
か
つ
た
も
の
の
方

へ
目
を
転
じ
て
み
よ
う
。
先

に
も
触
れ
た
通
り
、

陸
機
擬
す
る
所

の
第

一
古
詩
群
は
、

い
く
ら
こ
れ
を
凝
視
し
て
み
て
も
、
そ
こ
に
通
底
す
る
テ
ー
マ
も
詩
篇
相
互
の
繋
が
り
も

一
向
に

見
え
て
こ
な
い
の
だ
が
、
見
方
を
変
え
て
、
第

一
古
詩
群

に
焦
点
を
合
わ
せ
な
が
ら
、
更
に
こ
の
作
品
群
の
周
囲
に
点
在
す
る
そ
の
他

の
古
詩
、
及
び
古
歌
や
占
楽
府
、
漢
魏

の
文
人
に
よ
る
作
品
に
ま
で
視
界
を
広
げ
、
そ
れ
ら
と
の
関
連
性
を
修
辞
的
側
面
か
ら
探

っ
て

み
る
と
、
第

一
群
古
詩
の
中
か
ら
幾

つ
か
の
基
本
的
発
想
パ
タ
ー

ン
や
特
徴
的
な
措
辞
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
れ

ら
第

一
群
古
詩
の
中
核
を
為
す
と
思
わ
れ
る
修
辞

・
発
想
様
式
は
、
「
陸
機
所
擬
」
か
ら
外
れ
る
そ
の
他
の
古
詩
の
随
所

に
、
様

々
に

改
変
さ
れ
た
姿
と
な

っ
て
そ
の
片
鱗
を
覗
か
せ
て
い
る
よ
う
に
看
取
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
着
目
し
、
第

二
グ
ル
ー
プ
の
古
詩

の
吟
味

を
通
じ
て
、
間
接
的
に
第

一
古
詩
群

の
輪
郭
を
照
ら
し
出
そ
う
と
い
う
の
が
本
章

の
狙
い
で
あ
る
。

そ

こ
で
ま
ず
取
り
上
げ
る
の
は
、
『
玉
台
新
詠
』
に
読
み
人
知
ら
ず
の

「
古
詩
」
と
し
て
採
録
さ
れ
、
『
文
心
雕
竜

』
明
詩
篇

で
は
後

漢
の
傅
毅

(?
1
九
〇
?
)
の
作
と
断
定
さ
れ
て
い
る

「
再
再
孤
生
竹
」
詩
で
あ
る
。

再
再
孤
生
竹

結
根
泰
山
阿

與
君
爲
新
婚

冤
締
附
女
羅

冤
締
生
有
時

夫
婦
會
有
宜

千
里
遠
結
婚

再
卉
た
る
孤
生
の
竹

根
を
泰
山
の
阿
に
結
ぶ

君
と
新
婚
を
爲
す
こ
と

冤
続

の
女
羅
に
附
く
が
ご
と
し

冤
締

の
生
ず
る
に
は
時
有
り

夫
婦
の
會
す
る
に
は
宜
し
き
有
り

千
里
に
遠
く
婚
を
結
び

陸
機

擬
す

る
所

の
古

詩

に

つ
い
て

(
柳

川

)
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悠
悠
隔
山
阪

思
君
令
人
老

軒
車
來
何
遅

傷
彼
恵
蘭
花

含
英
揚
光
輝

過
時
而
不
采

將
随
秋
草
萎

君
亮
執
高
節

賎
妾
亦
何
爲

悠
悠
と
し
て
山
肢
を
隔

つ

君
を
思

へ
ば
人
を
し
て
老

い
し
む

軒
車
の
來
る
こ
と
何
ぞ
遅
き

傷
む

彼

の
恵
蘭

の
花
の

英
を
含
み
て
光
輝
を
揚
ぐ
る
も

時
を
過
ご
し
て
采
ら
ず
ん
ば

將
に
秋
草
に
随
ひ
て
萎

へ
ん
と
す
る
を

君

亮
に
高
節
を
執
れ
ば

賎
妾

亦
何
を
か
爲
さ
ん

こ

の
詩
篇
で
ま
ず
目
を
引
か
れ
る
の
は
、
九
句
目
の

「
思
君
令
人
老
」
で
あ
る
。
こ
の
句
は
、
第

一
群
古
詩

「行
行
重
行
行
」
に
も

見
え
る
も
の
で
あ

っ
て
、

こ
の
こ
と
は
、
両
詩

の
問
に
強
い
影
響
関
係
の
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
同

一
句
を
用
い
る
ば
か
り
で
な
く
、

男
女

の
離
別
を
詠
ず
る
こ
と
に
お

い
て
も
、
本
詩
は
か
の
詩
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
た
だ
、
「
行
行
重
行
行
」
詩
は
本

来
、
死
者

へ
の
追

慕
を
主
題
と
す
る
文
芸
の
血
筋
を
濃
厚

に
引
く
も
の
で
あ

っ
た
と
推
察
さ
れ
る
が
、
本
詩
で
は
、

こ
の
テ
ー

マ
が
地
上
に
引
き
下
ろ
さ

れ
、
死
者
の
魂
魂
と
生
け
る
者
と
の
交
感
が
、
現
実

の
夫
婦
愛

へ
と
転
換
せ
ら
れ
て
い
る
。
第

一
群
古
詩
に
色
濃
く
残
る
呪
術
的
発
想

を
、
自

ら
が
住
ま
う
人
間
世
界
に
引
き
付
け
て
改
変
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
本
詩
は
か
の
詩
の
後
続
作
品
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

他

方
、
十

一
句
目

「傷
彼
恵
蘭
花
」
以
下
の
四
句
を
見
る
に
、

こ
れ
は
、
第

一
群
古
詩

「渉
江
采
芙
蓉
」
に
い
う

「采
之
欲
遺
誰
、

所
思
在

遠
道
」
、
同

「庭
中
有
奇
樹
」
詩

に
い
う

「墓
條
折
其
榮
、
將
以
遺
所
思
」
を
念
頭
に
置
き

つ
つ
、
こ
の

「花

を
折
り
采

っ
て
、

遥
か
遠
方

に
い
る
思
う
所
の
人

へ
送
り
届
け
た
い
」
と
い
う
発
想
パ
タ
ー
ン
に
ひ
ね
り
を
加
え
た
も
の
と
看
取
さ
れ

る
。
第

一
群
古
詩

に
見

え
る
こ
の
特
徴
的
な
措
辞
は
、
『
楚
辞
』
九
歌
、
山
鬼
に
い
う

「
折
芳
馨
分
遺
所
思
」
、
及
び
同
九
歌
、
大
司
命

に
い
う

「
折
疏
麻

号
嗜
華
、
將
以
遺
分
離
居
」
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
詩
中
の
詠
じ
手
が
花
を
折
り
采
る
の
で
あ

っ
た
が
、
本
詩

で
は
、

詠
者

が
自
ら
の
身
を
折
り
采
ら
れ
る
べ
き
花
に
喩
え
て
い
る
。
ま
た
、
第

一
群
古
詩
が
空
間
的
隔
た
り
を
強
調
す
る

こ
と
に
傾
き
が
ち

で
あ

っ
た
の
に
対
し
て
、
本
詩
は
、
東
方
朔

「
七
諌
」
沈
江
に
い
う

「秋
草
榮
其
將
實
号
、
微
霜
下
而
夜
降
」
を
用

い
な
が
ら
、
時
間
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的
推
移
、
華

の
凋
落
と
い
う
テ
ー
マ
を
よ
り
強
く
前
面
に
打
ち
出
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
本
詩
の
こ
の

↓
節
は
、
か
の
第

一

群
古
詩
の
提
示
す
る
基
本
パ
タ
ー
ン
を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
れ
に
大
胆
な
加
工
を
施
し
た
も
の
と
見
ら
れ
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
改
変
の

手
を
経
た
本
詩
は
、
そ
の
も
と
と
な

っ
た
第

一
群
古
詩
よ
り
は
明
ら
か
に
遅
れ
て
成

っ
た
も
の
だ
と
判
断
さ
れ
よ
う
。

以
上
、
比
較
的
顕
著
な
事
例
を
指
摘
し
て
み
た
が
、
こ
の
よ
う
に

「再
再
孤
生
竹
」
詩
は
、
第

一
群
古
詩

「行
行

重
行
行
」
を
祖
述

し

つ
つ
、
更
に
別

の
第

一
群
古
詩

「
渉
江
采
芙
蓉
」
「庭
中
有
奇
樹
」
に
見
え
る
特
徴
的
発
想
パ
タ
ー
ン
を
も

ア
レ

ン
ジ
し
て
取
り
込

ん
で
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
本
詩
が
古
詩
の
中

で
も
比
較
的
新
し
い
時
代
に
成

っ
た
作
品

で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る
が
、
こ
れ
を

逆

の
視
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
第

一
群
古
詩
は
、
陸
機
の
擬
す
る
所
で
な
い
第

ニ
グ
ル
ー
プ

に
属
す
る
本
詩
よ
り
も
先

に
成
立
し
て
お

り
、

し
か
も
、
本
詩
の
成

っ
た
時
点
に
お
い
て
、
既
に
複
数

の
素
材
を
並
列
し
て
提
供
し
得
る
だ
け
の
、
あ
る
ま
と
ま
り
を
為
す
作
品

群
と
し
て
流
布
し
て
い
た
、
と
言
い
替
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

こ
れ
に
類
似
す
る
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
第

ニ
グ
ル
ー
プ
の
古
詩

「凛
凛
歳
云
暮
」
に
は
、
結
び
の
四
句

「
師
陳

以
適
意
、
引
領
遙

相
脆

。
徒
僑
懐
感
傷
、
垂
涕
沽
讐
扉
」
に
、
第

一
群
古
詩

「
明
月
何
較
咬
」

の
結
び

「
引
領
還
入
房
、
涙
下
沽
裳

衣
」

の
変
奏
を
、

「
亮
無

農
風
翼
、
焉
能
凌
風
飛
」
と
い
う
句
に
、
同

「
西
北
有
高
櫻
」
詩
に
い
う

「
願
爲
讐
鳴
鶴
、
奮
翅
起
高
飛
」

の
片
鱗
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
同
じ
く
第

二
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る

「新
樹
蘭
恵
飽
」
詩

(『古
詩
紀
』
巻
二
十
)
で
は
、
前
述
の

「
渉
江
采
芙
蓉
」

詩

に
見
え
る
特
徴
的
な
措
辞

「
采
之
欲
遺
誰
、
所
思
在
遠
道
」
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
同
詩
を
祖
述
し
な
が
ら
、

こ
れ
に
第

↓
群
古
詩

「
追
追

牽
牛
星
」

に
見
え
る

「終
日
、
章
を
成
さ
ず
」
と

い
う
発
想
や
、
華
や
香

の
移
ろ
い
や
す
さ
と
い
う
新

た
な

テ
ー

マ
を
加
味
し

て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。

陸
機

の
模
擬
対
象
か
ら
外
れ
る
古
詩
は
、
概
ね
第

一
古
詩
群
よ
り
は
遅
れ
て
成

っ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な

い
か
。

こ
の
こ

と
を
推
測
さ
せ
る
今

一
つ
の
例
と
し
て
、
鍾
燥
が
第

ニ
グ
ル
ー
プ
の
筆
頭
に
掲
げ
た

「
去
者
日
以
疎
」
詩
を
挙
げ
る

こ
と
も

で
き
る
。

去
者

日
以
疎

去
る
者
は
日
に
以
て
疎
く

生
者

日
以
親

生
く
る
者
は
日
に
以
て
親
し

出
郭
門
直
視

郭
門
を
出
で
て
直
に
視
れ
ば

但

見
丘
與
墳

但
だ
丘
と
墳
と
を
見
る
の
み

陸
機

擬

す
る
所

の
古

詩

に

つ
い
て

(
柳

川
)
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古
墓
黎
爲
田

松
柏
擢
爲
薪

白
楊
多
悲
風

論
瀟
愁
殺
人

思
還
故
里
閻

欲
蹄
道
無
因

古
墓
は
黎
か
れ
て
田
と
爲
り

松
柏
は
擢
か
れ
て
薪
と
爲
る

白
楊
に
悲
風
多
く

瀟
薫
と
し
て
人
を
愁
殺
す

故

の
里
閻
に
還
ら
ん
と
思
ふ
も

蹄
ら
ん
と
欲
し
て
道

に
因
る
べ
き
無
し

ま
ず
、
七

・
八
句
目
に
見
え
る

「白
楊
多
悲
風
、
薫
薫
愁
殺
人
」
と
は
、
第

一
群
古
詩

「騙
車
上
東
門
」
に
い
う

「
白
楊
何
薫
薫
」

に
、
古
楽
府
歌
詩

(『太
平
御
覧
』
巻
二
十
五
引
)
の
辞
句

「
胡
地
多
細
風
、
樹
木
何
薫
薫
」
と

「
秋
風
瀟
薫
愁
殺
人
」
と
を
ア
レ
ン
ジ
し

つ

つ
組

み
合
わ
せ
て
成

っ
た
表
現
で
あ
ろ
う
。
更
に
、
詩
全
体
の
発
想
様
式
と
し
て
も
、
か
の

「駆
車
上
東
門
」
詩
が
提
供
す
る

「
門
を

出
て
遥
か
彼
方
に
墳
墓
を
眺
め
る
」
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
本
詩
に
お
い
て
最
も
印
象
的

に
描
写
さ
れ
る
の

は
、
壮
大
に
造
営
さ
れ

て
い
た
墳
墓
の
、
凋
落
し
た
そ
の
後
の
姿

で
あ

っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
か
の
詩
に
い
う

「
松
柏
來
廣
路
」
と
本

詩
に
い
う

「
松
柏
催
爲
薪
」
と
の
間
の
落
差
が
端
的

に
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
同
じ
松
柏
で
あ
り
な
が
ら
、
片
や
広

い
墓
道
を
挟
ん
で

盛
大

に
植
え
ら
れ
、
片
や
擢
か
れ
て
薪
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
後
漢
の
順
帝
-
桓
帝
期

(
一
二
五
-

一
六
七
)
頃

の
人
で

あ
る
王
符
の

『
潜
夫
論
』
浮
修
篇

に
は
、
近
年
京
師
の
貴
戚
の
間
に
、
盛
大
に
墳
墓
を
営
み
、
周
囲
に
広
く
松
柏
を
植
え
る
よ
う
な
贅

沢
が
は
び
こ

っ
て
い
る
こ
と
を
記
す
が
、

こ
の
記
述

に
拠
る
な
ら
ば
、
「
駆
車
上
東
門
」
詩
は
、
後
漢
中
期
以
前
の
上
層
階
級

に
お
け

る
奢
修
の
風
潮
を
色
濃
く
反
映
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
敢
え
て
反
転
さ
せ
、
崩
壊
し
た
墳
墓
に
人

生
の
無
常
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
本
詩
は
、
か
の
第

一
群
古
詩
の
後
続
作
品
で
あ
る
と
見
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
の
事
例
か
ら
見
る
に
、
第

ニ
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
古
詩
は
、
第

一
群
の
そ
れ
に
比

べ
て
相
対
的
に
新
し
い
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

鍾
蝶

の
紹
介
す
る
旧
説

に
、
「
陸
機
所
擬
」
で
な
い

「其
外
」
の
古
詩
を
、
建
安
文
壇

の
曹
植
や
王
緊
の
作

で
は
な

い
か
と
疑

っ
て
い

た
の
は
、
誠
に

一
理
あ
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
な
お
、
第
ニ
グ

ル
ー
プ
の
相
対
的
新
し
さ
は
、
用
語
の
側
面
か
ら
も
こ
れ
を
論
証
し
得
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
触
れ
な
い
。
要
す
る
に
、
陸
機
擬
す
る
所
と
な

つ
た
第

一
古
詩
群
は
、
第

ニ
グ

ル
ー
プ
の
古
詩
に
比

べ
て
よ
り
古
い
時
代

に
成
立
し
、
後
続
の
古
詩
作
家

に
と

つ
て
拠
る
べ
き
規
範
と
な

っ
た
、

五
言
古
詩
の
源
流
と
も
称
し
得
る
作
品
群
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で
あ
る
、
と
い
う
の
が
本
章

に
お
け
る
結
論
で
あ
る
。

た
だ
、
上
文

に
て
指
摘
し
て
き
た
こ
と
は
、
陸
機
の
擬
す
る
所

で
な
い
第

二
グ
ル
ー
プ
の
古
詩
全
て
に
つ
い
て
当

て
は
ま
る
も
の
で

は
な

い
。
中

に
は
、
第

一
古
詩
群
と
は
ほ
と
ん
ど
何
の
関
連
性
も
示
さ
ず
、
他
方
、
古
楽
府
と
の
み
強
い
繋
が
り
を
見
せ
る

「
生
年
不

漏
百
」
詩
や
、
第

一
古
詩
群
は
お
ろ
か
、
現
存
す
る
古
詩

・
古
楽
府
の
い
ず
れ
と
も
無
縁
で
あ
る
よ
う
に
看
取
さ
れ
る

「
上
山
采
簾
蕪
」

詩
の
如
き
も
の
も
あ

つ
て
、
そ
れ
ら
の
詩
篇
の
位
置
付
け
は
、
上
述

の
論
法
か
ら
す
れ
ば
、
全
く
未
詳
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ

う
な
作
品
を
混
在
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
鍾
蝶
が

「
頗
る
総
雑
と
爲
す
」
と
評
し
た
所
以
も
あ
る
だ
ろ
う
。
と
は

い
え
、
大
局
的
に

は
、
「
再
再
孤
生
竹
」
「去
者
日
以
疎
」
等
の
詩
に
お
い
て
検
証
し
て
き
た
通
り
、
第
ニ
グ

ル
ー
プ
に
属
す
る
古
詩

の
多
く
は
、
第

一
古

詩
群

の
精
髄
を
発
想
源
と
し
な
が
ら
、

こ
れ
に
新
た
な
工
夫
を
加
え
て
成

っ
た
、
第

一
古
詩
群

の
系
譜
上
に
連
な
る
作
品
で
あ
る
と
言

え
る
。
第

ニ
グ
ル
ー
プ

の
古
詩
、
更

に
敢
え
て
言
え
ば
建
安
時
代

の
五
言
詩
を
も
含
め
た
そ
れ
が
、
発
想
や
表
現

の
面
に
お
い
て
思

い

の
外
相
近
似
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
、
時
代
背
景
を
同
じ
く
し

つ
つ
、
各
地
で
自
然
発
生
的
に
誕
生
し
た

こ
と
を
物
語
る
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
多
く
が
、
第

一
古
詩
群
と
い
う
同

一
の
源
流
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
と
私
は

考
え
る
。
な
お
、
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
「古
詩
」
と
の
類
似
性
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る

一
連

の

「
李
陵
録
別
詩
」
は
、
第

一
群
の

占
詩

は
も
ち
ろ
ん
、
第

ニ
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
古
詩
を
も
踏
ま
え
る
表
現
が
散
見
し
、
し
か
も

「
李
陵
詩
」
内
部
で
の
み
共
有
す
る
詩

句
を
相
当
数
持

つ
こ
と
か
ら
考
え
て
、
い
わ
ゆ
る

「
古
詩
」
よ
り
も
更
に
遅
れ
て
、
あ
る
特
定
の
主
題
の
下

に

一
派
を
為
し
た
、
い
わ

ば
支
流

の
如
き
位
置
を
占
め
る
作
品
群
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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陸
機

の
擬
す
る
所
と
な

っ
た
第

一
古
詩
群
は
、
第
ニ
グ

ル
ー
プ
に
属
す
る
古
詩
よ
り
も
古

い
時
代
に
成
立
し
、
そ
れ
ら
後
続
の
古
詩

生
成

の
た
め
に
曲豆
富
な
発
想
源
を
提
供
し
た
、
五
言
古
詩
の
源
流
と
も
称
す

べ
き
作
品
群

で
あ

っ
た
。
そ
れ
で
は
、

こ
の
第

一
古
詩
群

は
、

い
つ
頃
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
、

一
つ
の
詩
群
を
成
す
に
至

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
未
だ
推
測
の
域

を
出

て
は
い
な
い
の
だ
が
、
現
時
点
で
の
私
な
り
の
見
通
し
を
述

べ
て
み
た
い
。

陸
機

擬

す
る
所

の
古

詩

に

つ
い
て

(
柳
川

)
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さ

て
、
先
に
も
触
れ
た
と
お
り
、
第

一
古
詩
群
は
そ
の
内
容
に

一
貫
性
を
見
出
し
難
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
同
じ
第

一
群

に
属
し
な

が
ら
、
そ
の
成
立
年
代

に
前
後

の
隔
た
り
が
あ
り
そ
う
な
も
の
さ
え
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
「
西
北
有
高
棲
」

詩
と

「東
城
高
且

長
」
詩

と
は
、
結
び
の
句
に
そ
れ
ぞ
れ

「
願
爲
讐
鳴
鶴
、
奮
翅
起
高
飛
」、
「思
爲
讐
飛
燕
、
街
泥
巣
君
屋
」
と
い
い
、
と
も
に
同

一
祖

型
に
拠

っ
た
ら
し
い
形
跡
も
露
わ
で
あ
る
が
、
し
か
し
後
者
は
、

一
対
の
鳥
に
な
り
た
い
と
詠
ず
る
の
み
な
ら
ず
、
君
の
家

に
巣
を
か

け
た

い
と
い
う
別
次
元
の
願

い
を
加
え
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
詩
中
に
て
呼
び
か
け
る
対
象
が
、
前
者
で
は

一
対

の
鳥

の
片
方
に
重

な

っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者

で
は
そ
の
鳥
か
ら
乖
離
し
、
家
屋
の
主
人

へ
と
す
り
替
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
後
者

は
前

者
よ
り
も
遥
か
に
祖
型
か
ら
の
離
脱
の
程
度
が
大
き
い
と
言
え
る
。
他
方
、
こ
の
両
詩
は

「
音
響

一
何
悲
」
と
い
う
句
を
共
有
し
て
お

り
、

同

一
の
系
列
に
連
な
る
作
品
で
あ
る
こ
と
明
白
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
東
城
高
且
長
」
詩
は
、
同
じ
第

一
群
に

属
す

る

「
西
北
有
高
櫻
」
詩
の
後
続
作
品
で
あ
ろ
う
と
推
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

第

一
古
詩
群
は
、
各
詩
篇
の
成
立
年
代
と
い
う
側
面
か
ら
見
た
場
合
、

一
つ
の
ま
と
ま
り
を
為
す
作
品
群
と
し
て
は
今

一
つ
凝
集
性

に
欠

け
る
。

こ
の
こ
と
を
物
語
る
別
の
事
例
と
し
て
、
い
ず
れ
の
詩
群

に
属
す
る
か
未
詳

の

「　
車
駕
言
湛
」
詩
を
挙
げ
る
こ
と
も
で

き
る
。

こ
の
詩
に
は

「
人
生
非
金
石
、
山豆
能
長
壽
考
。
奄
忽
随
物
化
、
榮
名
以
爲
寳
」
と
い
う

一
節
が
見
え
る
が
、

こ
れ
を
第

一
群
古

詩

「青
青
陵
上
柏
」

に
い
う

「
人
生
天
地
間
、
忽
如
遠
行
客
」
、
同

「
今
日
良
宴
會
」
詩
に
い
う

「
人
生
寄

↓
世
、
奄
忽
若
餌
塵
」、
同

「騙
車
上
東
門
」
詩
に
い
う

「
人
生
忽
如
寄
、
壽
無
金
石
固
」
と
突
き
合
わ
せ
て
み
る
に
、
「
　
車
駕
言
湛
」
詩
は
、
第

一
群
古
詩

の
三

首
と

「
人
生
」
「
金
石
」
「
奄
忽
」
と
い
う
特
徴
的
詩
語
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
他
方

こ
れ
を
、
紛

れ
も
な
く
第

二
グ

ル
ー
プ

の
古
詩
と
判
断
さ
れ
る

「悲
與
親
友
別
」
詩

の

「人
生
無
幾
時
、
顛
浦
在
其
問
」
と
い
う
句
と
比
較
し
て
み
た
場
合
、
内
容
と

し
て
は
近

い
と
思
わ
れ
る
も
の
の
、
表
現
上
は
か
な
り
隔
た
り
の
あ
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
よ
う
。
「　
車
駕
言
通
」

詩
は
、
明
ら
か
に

先
に
挙
げ
た
第

一
群
古
詩

の
三
首
の
方

に
よ
り
近
く
、
仮
に
こ
れ
を
か
の
諸
篇
と
同
じ
詩
群

の
中
に
含
め
て
も
不
自

然
で
は
な
い
よ
う

に
さ

え
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
詩
は
、
「物
化
」
と
い
う
道
家
的
哲
学
用
語

(『荘
子
』
刻
意
篇
に
見
ゆ
。)
を
用
い
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ

の
作
者

の
立
脚
点
が
、
か
の
諸
篇
に
通
底
し
て
い
た
酒
宴
と
い
う
場
を
離
れ
、
個
人
的
詠
懐
詩
と
し
て
深
化
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け

ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
先

の
三
首
よ
り
は
か
な
り
遅
れ
て
成

っ
た
も
の
の
よ
う
に
感
受
さ
れ
る
。
と
も
か
く
、
第

一
古
詩

群
の
境
界
線
は
、

後
世

の
我

々
か
ら
見
る
と
、
こ
の
よ
う
に
甚
だ
曖
昧
模
糊
と
し
て
い
る
。
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以
上

に
述

べ
た
第

一
古
詩
群
の
時
間
的
拡
散
性
は
、
そ
の
詩
に
詠
ぜ
ら
れ
た
具
体
的
事
物
か
ら
も
看
取
さ
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
ま

ず
、
明
ら
か
に
後
漢
時
代
を
指
し
示
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
『
文
選
』
李
善
注
に
も
指
摘
す
る
と
お
り
、
「騙
車
上
東
門
」

詩
に
い
う

「
上
東
門
」
と
は
、
後
漢
の
都
洛
陽
に
実
在
し
た
城
門

の
名
で
あ
る
し
、
ま
た

「青
青
陵
上
柏
」
詩
は
、

遊
興
の
場
と
し
て

後
漢

の
南
都

「宛
」
と
首
都

「
洛
」
と
を
挙
げ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が

一
方
、
第

一
古
詩
群
の
中
に
は
、
前
漢
の
宮
廷
文
化
に
直
結
す
る

よ
う
な
事
物
を
詠
み
込
ん
で
い
る
詩
も
確
か
に
存
在
す
る
の
で
あ

つ
て
、
た
と
え
ば

「
蘭
若
生
春
陽
」
詩
や

「渉
江
采
芙
蓉
」
詩

に
見

え
る
香
草
は
、
実
際
か
の
上
林
苑
に
も
多
種
多
様

に
植
え
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
し

(司
馬
相
如

「上
林
賦
」)、
ま
た

「
這
這
牽
牛
星
」
詩

に

詠
わ
れ

た
牽
牛
織
女
の
恋
物
語
は
、
上
林
苑

の

↓
角
、
昆
明
池
の
左
右

の
岸
辺
に
各

々
の
石
像
が
別
個
に
置
か
れ
、

雲
漢
に
隔

て
ら
れ

た
そ

の
悲
恋
が
現
実
に
具
象
化
さ
れ
て
い
た
ら
し
い

(班
固
「西
都
賦
」
・張
衡

「西
京
賦
」)。

こ
こ
を
以
て
短
絡
的
に
そ
の
詩

の
成
立
を
前
漢

と
看
倣
す

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ

で
も
、
第

一
古
詩
群
の
中
に
は
、
前
漢
宮
廷
文
化
に
由
来
す
る
事
物
を
詠
ん
だ
詩
篇
が
相
当
数

含
ま
れ

て
い
る
と
は
断
定
し
て
も
よ

い
だ
ろ
う
。

要
す

る
に
、
第

一
古
詩
群
は
、
幾
歳
月
か
の
問
に
作
ら
れ
伝
え
ら
れ
て
き
た
様

々
な
内
容
の
詩
篇
を
包
括
し
、
し
か
も
そ
の
諸
詩
篇

を
括
る
境
界
線
は
、
現
時
点
か
ら
見
た
と
こ
ろ
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
。
だ
が
、

一
見
雑
多
な
よ
う
に
思
え
る
こ
の
作
品
群
は
、
既

に
繰
り
返
し
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
遅
く
と
も
陸
機

「
擬
古
詩
」

の
成

っ
た
西
晋
時
代
に
は
、
確
か
に

一
つ
の
ま
と
ま
り
を
為
し
て

流
布
し
、
そ
の
他
諸
々
の
古
詩
篇
と
は

一
線
を
画
す
べ
く
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
そ
こ
に
は
人
為
的
操
作
の
加
わ

つ

た
こ
と
を
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
第

一
古
詩
群
と
は
、
幾

つ
か
の
同
質

の
詩
篇
が
自
ら
寄
り
集
ま

つ
て
成

っ
た
作

品
群
で
は
な
く
、

あ
る
時
期
、
あ
る
場
に
お
い
て
、
極
め
て
人
為
的
に
ま
と
め
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か

つ
た
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、

こ
の
第

一
古
詩
群

は
強
力
な
伝
播
経
路
を
得
て
大
い
に
世
に
流
通
し
、
前
章

に
て
見
て
き
た
如
く
、
後
続

の
古
詩
作
家
の
た
め
に
曲豆
か
な
素
材
と
拠
る
べ

き
模
範
と
を
提
供
し
得
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ

で
は
、

こ
の
第

一
古
詩
群
の
成
立
は
い
つ
頃
と
見
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
従
来
、

五
言
古
詩
を
民

間
文
芸

に
発
祥
す
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
、
そ
の

一
応

の
完
成
期
を
、
窪
安
年
間

(
一
九
六
-
二
一九
)
を
含
め
た
後
漢
末
と
推
定
す
る

説
が
大
勢
を
占
め
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
説
は
、
五
言
古
詩
と
姪
安
詩
と
の
発
想
上
内
容
上
の
類
似
性
に
着
目
し
、
こ
れ
を

同
時
代

の
産
物
と
し
て
見
る
立
脚
点
に
立

つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
私
は
、

こ
れ
ま
で
に
縷

々
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
古
詩
を
自
然
発

陸

機
擬

す

る
所

の
古
詩

に

つ
い
て

(
柳

川
)

一13一



中
国
文
学
論
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第
二
十
八
号

生
的
民
間
詩
と
は
看
敬
さ
な
い
。
ま
た
、
古
詩
と
漢
魏
詩
と
の
近
似
性
は
、
後
続
の
作
家
た
ち
が
、
古
詩
の
中
で
も
別
格
の

一
群
を
仰

ぎ
、
こ
れ
を
模
倣
し
踏
襲
し
た
結
果
生
じ
た
も

の
で
あ
る
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
五
言
古
詩
の
源
流
た
る

第

一
古
詩
群

の
成
立
が
、
建
安
時
代
よ
り
も
大
幅
に
遡
る
と
し
て
も
な
ん
ら
不
都
合
は
な
い
。

第

一
古
詩
群
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
推
測
す
る
な
ら
ば
、
後
漢
の
安
帝

・
順
帝
期

(
一〇
六
-
一
四
四
)
を
下
る
こ
と
は
ま

ず
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
頃
活
躍
し
た
張
衡

(ヒ
八
⊥

三
九
)
の
作
品
に
は
、
そ
の
随
所
に
古
詩
踏

襲
の
痕
跡
が
あ
り

あ
り
と
認
め
ら
れ
、
第

一
古
詩
群
が
こ
の
時
期
既
に
十
分
流
布
し
て
い
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
そ
の
最

も
端
的

な
例
と
し
て
、
「怨
詩
」
(『文
選
』
巻
二
±
二、
王
樂
「贈
士
孫
文
始
」
詩
李
善
注
引
)
に
い
う

「
同
心
離
居
」
は
、
第

一
群
古
詩

「渉
江
采

芙
蓉
」

の

「
同
心
而
離
居
」
を
踏
ま
え
る
こ
と
疑
い
を
容
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん

「
同
心
」
と

「離
居
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ

『
易
』
繋
辞

伝
上
に

い
う

「
二
人
同
心
、
其
利
断
金
」
、
『
楚
辞
』
九
歌
、
大
司
命

に
い
う

「折
疏
麻
分
瑠
華
、
將
以
遺
号
離
居
」

に
典
拠
を
持

つ
詩

語

で
は

あ
る
が
、

こ
の
二
つ
の
語
が
出
会

っ
た
の
は
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
古
詩
に
お

い
て
だ
か
ら

で
あ
る
。
ま
た
、

「
四
愁
詩
」
四
首

(『文
選
』
巻
二
+
九
)
に
繰
り
返
し
現
れ
る
措
辞

「路
遠
莫
致
」
も
、
『
毛
詩
』
衛
風
、
竹
竿

に
い
う

「
山豆
不
爾
思
、
遠
莫
致
之
」
よ
り
は
、

第

一
群
古
詩

「庭
中
有
奇
樹
」

に
い
う

「
路
遠
莫
致
之
」

の
方
を
よ
り
強
く
念
頭
に
置
い
た
表
現
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
と
い
う
の

は
、
本
詩
は
ご
の
外

に
も
、
「
明
月
何
鮫
咬
」
詩
に
い
う

「涙
下
沽
裳
衣
」
を
踏
ま
え
た

「
側
身
西
望
涕
需
裳
」
の
類
の
句
を
各
首
毎

に
変
奏
し

つ
つ
畳
み
掛
け
る
な
ど
、
作
品
全
体
と
し
て
、
古
詩
の
作
風
を
濃
厚
に
承
け
て
い
る
こ
と
が
明
瞭
に
看
取
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

張
衡

か
ら
更

に
遡

っ
て
、
明
帝

・
章
帝
期

(五
七
-
八
八
)
の
傅
毅

「舞
賦
」
(『文
選
』
巻
十
七
)
に
も
、
明
ら
か
に
第

一
群
古
詩
を
踏
襲

す
る
辞
句
と
し
て
、
「
明
月
何
咬
咬
」
詩
の
冒
頭
句
を
用
い
た

「
夫
何
咬
咬
之
閑
夜
、
明
月
欄
以
施
光
」
、
ま
た

「
東
城
高
且
長
」
詩
に

い
う

「
蠕
蝉
傷
局
促
」
を
踏
ま
え
た

「
哀
蠕
蝉
之
局
促
」
と
い
う
句
が
見
出
せ
る
。
後
者
の
用
例
に
見
え
る

「
蜷
蜂
」
と
は
、
『
毛
詩
』

唐
風

の

一
篇
名
で
あ
り
、
内
容
も
ま
た
そ
れ
を
踏
ま
え
る
の
だ
が
、
た
だ
こ
れ
に

「
局
促
」
な
る
形
容
詞
を
組
み
合

わ
せ
る
の
は

「東

城
高
且
長
」
詩
独
自
の
表
現

で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
傅
毅
が
直
接
意
識
し
た
の
は

『
毛
詩
』
よ
り
も
古
詩

の
方
で
あ

つ
た
こ
と
明
白

で

あ
る
。

こ
の

「
東
城
高
且
長
」
詩
は
、
上
述
の
如
く
、
第

一
古
詩
群
の
中
で
も
比
較
的
新
し
い
と
判
断
さ
れ
る
詩
篇

で
あ
る
か
ら
、
傅

毅
が

こ
れ
を
踏
ま
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
頃
ま
で
に
は
、
第

一
群
古
詩

の
概
ね
は
出
揃

っ
て

い
た
と
い
う
こ
と

を
意
味

し
よ
う
。
そ
れ
ら
が

一
つ
の
詩
群
に
ま
と
め
ら
れ
た
の
も
、
あ
る
い
は
こ
の
頃
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
、
傅
毅
と
い
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え
ば
、
前
章

に
て
取
り
上
げ
た

「再
再
孤
生
竹
」
詩
が
、
『
文
心
雕
竜
』
に
お
い
て
は
彼
の
作
と
断
定
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
想
起
さ
れ

る
。

そ
の
当
否
は
判
断
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
「舞
賦
」
に
お
け
る
古
詩
の
影
響
の
深
さ
か
ら
見
て
、

こ
の
よ
う
な
説
が
生
ま
れ
る
の

も
も

っ
と
も
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ

は
と
も
か
く
、
第

一
古
詩
群

の
成
立
が
か
く
も
早
か

つ
た
の
だ
と
す
る
と
、
後
漢
中
期
以
前
、
文
人
に
よ
る
五
言
詩
が
ほ
と
ん

ど
残
さ
れ
て
い
な
い
の
は
い
つ
た
い
ど
う
い
う
わ
け
だ
ろ
う
か
。
推
測
す
る
に
、
こ
の
時
代
、
五
言
と
い
う
詩
型
は
未
だ
知
識
人
の
正

統
的
文
学
の
ス
タ
イ
ル
と
し
て
は
公
に
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
あ
る
特
定
の
場
に
お
い
て
私
的
楽
し
み
と
し
て
行
わ
れ
る
に
過
ぎ
な
か

っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
が
士
人
と
し
て
そ
の
本
懐
を
詠
ず
る
と
す
れ
ば
、
新
興
の
五
言
詩
型

に
よ
る
の
で
は
な
く
、
『
詩
経
』

以
来
の
伝
統
を
持

つ
四
言
に
よ

っ
て
で
あ

つ
た
だ
ろ
う
。
古
詩
と
称
せ
ら
れ
る
作
品

の
修
辞
的
水
準
の
高
さ
を
思
う
と
、
読
み
人
知
ら

ず
と
は
、
無
名
の
民
間
人
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
作
者
が
そ
の
名
を
公
表
す
る
の
を
た
め
ら

っ
た
結
果
の
無
署

名
で
は
な
か

っ
た

か
と
さ

え
想
像
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
先
に
も
言
及
し
た
張
衡
は
、
相
当
深
く
古
詩
を
愛
好
し
て
い
た
と
見
受
け
ら
れ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、

そ
の
作
品
中
、
現
存
す
る
五
言
の
歌
詩
は

『
玉
台
新
詠
』
(巻
一
)
所
収
の

「
同
聲
歌
」

一
首

の
み
で
あ
る
が
、

こ
の
こ
と
は
、

当
時
に
お
け
る
五
言
詩

の
文
学
的
位
置
付
け
の
低
さ
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
て
、

こ
こ
で
再
び
考
察
の
対
象
を
第

一
古
詩
群

へ
戻
す
こ
と
に
し
て
、
五
言
古
詩
の
源
流
と
も
称
し
得
る
こ
の
作
品
群
は
、
い
っ

た
い
ど

の
よ
う
な
場

に
お
い
て
誕
生
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
そ
れ
は
、
前
漢
末
か
ら
後
漢
初
め
に
か
け
て
の
、
上
層
階
級
の
社
交

界
に
お

い
て
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
と
私
は
推
測
す
る
。
前
漢
末
の
成
帝
期

(前
一三
二ー
前
七
)
頃
、
武
帝

の
創
始
し
た
上
林
楽
府
や
後
宮
の
宮

人
た
ち
を
中
心
と
し
て
、
淫
靡
な
俗
楽
、

い
わ
ゆ
る
鄭
声
が

一
世
を
風
靡

し
た
が

(『漢
書
』
礼
楽
志
)、
も
と
も
と
軽
俗
な
調
子
を
持

つ
五

言
歌
謡

は
、
こ
の
軽
挑
浮
薄
な
音
楽
に
耽
溺
す
る
貴
戚
百
官
の
嗜
好
に
対
し
て
大
き
な
適
応
性
を
発
揮
し
、
そ
れ
な
り
に
芸
術
的
装
飾

を
施
さ
れ
て
演
奏

に
供
せ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
上
林
楽
府
は
次
の
哀
帝
に
よ

っ
て
閉
鎖
さ
れ
た
が
、
朝
廷
外
の
富

豪
吏
民

の
問
で
は
、
そ
の
後
も
鄭
声
耽
溺

の
風
潮
は
衰
え
る
こ
と
が
な
か

っ
た
と
い
う
し

(『漢
書
』
礼
楽
志
)、
ま
た
後
漢
時
代

に
移
行
し

て
後
も
、
た
と
え
ば
張
衡

「
南
都
賦
」
(『文
選
』
巻
四
)
等

の
作
品
に
見
る
と
お
り
、
都
会
の
上
流
社
会
に
お
い
て
は
、
艶
麗
な
歌
舞
音

曲
を
伴
う
酒
宴
が
依
然
と
し
て
盛
大
に
催
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
五
言
歌
謡
は
、
か
か
る
場
に
お
い
て
い
よ
い
よ
芸
術
的
洗
練
の
度
を

加
え
、

恐
ら
く
、
そ
の
幾

つ
か
は
、
後
世
に
い
わ
ゆ
る
相
和
歌
辞
と
し
て
歌
い
継
が
れ
て
い

っ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
、
こ
れ
と

陸

機
擬

す

る
所

の
古
詩

に

つ
い
て

(
柳

川

)
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二
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八
号

同
じ
詩
型
を
持

つ
五
言
古
詩
も
ま
た
、

こ
の
漢
代
上
層
階
級
の
社
交
場
を
舞
台
に
、
五
言
歌
謡
か
ら
の
影
響
も
少
な

か
ら
ず
受
け
な
が

ら
生
成
展
開
し
て
い

つ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
こ
の
五
言
古
詩

の
源
流
に
位
置
す
る
の
が
、
本
稿

に
い
う
第

一
古
詩
群
で
あ

っ
た
。
も

し
こ
の
よ
う
な
見
通
し
が
得
ら
れ
る
な
ら
ば
、
内
容
や
デ

ィ
テ
ー
ル
の
面
で

一
見
雑
駁
な
よ
う
に
思
わ
れ
た
第

一
古
詩
群

の
諸
作
品
も
、

一
つ
の
系
統
の
中
に
各
々
そ
の
出
自
を
求
め
得
る
よ
う
に
思
う
。

結
語

以
上
、
陸
機
の
擬
す
る
所
と
な

つ
た
古
詩
が
、
五
言
古
詩

の
源
流
と
も
称
す
べ
き
別
格
扱

い
の
詩
群
で
あ

っ
た
こ
と
を
論
証
し
た
。

た
だ
、

こ
の
第

一
古
詩
群
の
成
立
経
緯
、
及
び
そ
の
年
代
に
つ
い
て
は
、
本
稿

で
は
ご
く
大
ま
か
な
見
通
し
を
述
べ
た
に
過
ぎ
な
い
。

そ
れ

ら
の
諸
篇
が
何
処
に
お

い
て
誕
生
し
た
の
か
と
い
う
問
題
を
も
含
め
て
、
今
後
も
検
証
を
継
続
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
.
他
方
、

陸
機

が
そ
の

「擬
古
詩
」
に
お
い
て
、
後
続
の
古
詩
を
全
く
無
視
し
、
そ
の
源
流
た
る
第

一
古
詩
群
の
み
を
模
擬
対
象
と
し
た
こ
と
に

つ
い

て
、
私
は
そ
こ
に
、
彼
の
あ
る
思
い
を
強
く
感
ず
る
も

の
で
あ
る
が
、

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
漢
末
か
ら

三
国
を
経
て
西
晋

に
至

る
ま

で
の
、

五
言
古
詩
の
流
行
状
況
を
傭
鰍
し

つ
つ
、
ま
た

一
方
、
西
晋
文
壇
に
お
け
る
陸
機

の
位
置
に
つ
い
て
見
極
め
た
上
で
、

稿
を
改

め
て
論
じ
た
い
。
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(
付

記
)

本
稿

は
、

一
九
九

九
年

四
月

三

日
、

青

山
学
院

大

学

に
お

い
て
開
催

さ
れ

た
、

六
朝

学
術

学
会

第

一
回
例

会

で
の

口
頭
発

表
を

も
と

に
、

新

た

な
調
査

・
検

討
を

加
え
、

私

な
り

に

一
応

の
立
論

が

成

っ
た
と
思

う
所

を
ま

と
め

た
も

の

で
あ

る
。

当

日
助

言
を
賜

っ
た
方

々
に
、
深

く
御

礼
申

し
上

げ
ま

す
。



(
注

)

許

文

雨

『
文
論

講
疏

』

(
一
九

三
七
年
、

台

北
正

中
書

局
刊

)

に
指
摘

す

る

と
お

り
、
『
芸
文

類
聚
』

巻

四
十

一
、

楽

部

(論

楽

)

に
引

く

陸

機

「
駕

言

出
北

閾
行

」
、

題

目

の
下

に

「
駆

馬

上
東

門
」

の
五
字

あ

り
。

薦
野

校
本

に

「
意
是

題

下
注

、
今

混

爲
耳
」

と
。
従

う

べ
き

で
あ

る
。

こ
の

こ
と
は

、

か

つ
て

「
陸

機

「
擬
古

詩
」

試
論

」

(『
筑
紫

女

学
園

大
学

国

際
文

化
研

究
所

論
叢
』

第

二
号

、

一
九

九

一
年

一
〇
月

)

の

中

で
論

じ
た

こ
と
が

あ

る
。

許

文

雨
前
掲

書

に
引

く
呉
汝

論

『
古

詩
紗

』

に
指
摘

す

る
。

岡
村
繁

氏

「
『
文
選
』

編

纂

の
実
態

と
編
纂

当
初

の

『
文
選

』

評
価
」

(
『
日
本
中

国
学

会
報
』

第

三
十

八
集
、

↓
九

八

六
年

)
を
参

照
。

吉

川
幸

次

郎
記

録
、

詩

品
研
究

班

「
鍾

氏
詩

品
疏

(
一
)
」

(
『
立
命
館

文

学
』
第

二
三

二
号
、

一
九
六

四
年

)
、
及

び
高

木

正

一
訳
注

『
鍾

礫

詩

品
』

二

九

ヒ

八
年
、

東
海

大

学
出

版
会

刊

)
。
興

膳
宏

氏

訳
注

『
詩

品
』

二

九

七

二
年
、

朝

日
新

聞
社

刊
中

国
文

明

選

『
文
学

論

集

』
)
は
、

「
陸
機

所

擬
」
古

詩

と
枚
乗

「
雑
詩

」

と

の
関

係

に
言

及
し

な
が

ら
も
、

そ
れ

以
上

の
解
釈

は
為

し

て

い
な

い
。

「
蘭

若

生
朝

陽
」

詩

、
『
文
選

』
李

善

注

で
は

「
枚

乗
楽

府
詩

」

と

し

て
引

用
す

る

(
巻

二
、

張
衡

「
西
京
賦

」
、

巻

三
〇

、

陸
機

「
擬

古

詩

」
、

巻

三
四
、

曹
植

「
七

啓
」
)。

石
川

三
佐

男

氏

「
中

国

前
漢

「
君

有
行
鏡

」

の
銘

文

に

つ
い

て
1

古
詩

行

行
重

行
行

篇

と

の
比
較

に
及

ぶ
ー

」

(『
専
修

国
文
』

第

四
十

六

号
、

一
九

八
九
年

)

を
参
照

。

こ

の
古
歌

は
、

魏

の
頸
皇

后

「
塘

上
行
」

に
も

「
邊

地

多
悲

風
、

樹

木
何

薫
薫
」

な
る
類

似
句

が
見

え
、

漢
魏

時
代

、

広
く

人

口
に
謄

災

し

て
い
た

こ
と

を
窺

わ
せ
る
。

「
生
年

不
満

百
」

詩

と

「
西
門

行
」

と

は
、

従
来

し

ば

し
ば

古
詩

と
古

楽

府

と

の
近

似

性

を
示

す
好

例

と
し

て
挙

げ

ら
れ

て
き

た

が
、

実

は

こ

の
詩

は

、
晋

楽
奏

す

る
所

の

「
西

門
行
」

に
酷
似

す

る

一
方

、
第

一
古

詩
群

と

の
間

に
類
似

句
を

ほ
と

ん
ど

持

た
な

い
と

い
う
点

に

お

い
て
、

数

あ
る
古

詩

の
中

で
も
極

め

て
特
殊

な
作

品

で
あ
る
。

陸
機
擬

す

る
所

の
古
詩

に

つ
い

て

(
柳

川

)

一17一



中
国
文
学
論
集

第
二
十
八
号

漢
魏

詩

に
頻
見

す

る
発
想

パ

タ
ー

ン
。

古

い
と

こ
ろ

で
は
、

舞
曲

歌
辞

「
准

南

王
」

に

「
願

化
讐

黄
鵠

、
還

故
郷
」

と
。

こ

の
作

品

は
、

晋

の
崔

豹

『
古
今

注
』

(『
楽
府

詩
集

』
巻

五
十

四
引

)

に

よ
れ
ば
、

准
南

王

の
家
臣

小
山

ら
が
、

登
仙

し

た
主

君
を
追

慕

し

て
作

つ
た
歌

辞

で
あ

る

と

い
う
。
恐

ら
く

は
、

こ

の
種

の
措

辞

は
本
来

、

死
者

と

の
交
感

を
主
題

と
す

る
文
芸

の
常

套

句

で
あ

つ
た
と
推

察

さ
れ

る
。

「
西
北

有
高

櫻

」
詩

は
、

西
北

と

い
う

特
定

の
方

角

を
指

し
示

す

こ
と
、

ま

た

「
准
南

王
」

と
同

様

に
、

天
空

に
連

な

る
が

如
き

高
楼

を

登
場

さ
せ

る

こ
と
な
ど

か
ら

し

て
、

こ
の
系

統

の
発
想

の
根

源

に
あ

る
呪
術

的
要
素

を

な
お
残

し

て

い
る

よ
う

に
看
取

さ
れ

る
。

鈴

木
修

次

「
古
歌

・
古
詩

考
」

(
一
九

六
七
年

、
大

修
館

書
店

刊

『
漢
魏

詩

の
研

究
』
)

に
、

古
詩

の
成

立
時

期

に
関

す
る
従

前

の
諸
説

を

整

理
紹

介

し
た

上

で
、

制
作

年
代

よ

り
は
民

間

に
お
け

る
流

行
期

の
方

に
着

目
し

よ
う

と
す

る
新

た

な
視

点
を

提
起

す

る
。

古
詩

関
連

の

論

文

で
は

比
較
的

新

し

い
松

家
裕

子
氏

「
好
情

的

五
言
詩

の
成
立

に

つ
い
て
」

(
『
中

国
文

学
報
』

第

四
十

二
冊

、

一
九
九
〇

年

)
も
、

基

本

的
発

想

は
鈴
木

論
文

の
延

長
線

上

に
あ

る
。

他
方

、

こ
れ

と

は
全
く

別

の
観
点

か
ら

五
言
詩

を
捉

え

る

の
が
、
岡

村
繁
氏

「
五
言
詩

の

文
学
的

定
着

の
過

程
」

(『
九

州
中

国
学
会

報
』

十
ヒ
巻

、

一
九

ヒ

一
年

)

で
あ

る
。

本
稿

は
、

岡
村

論
文

に
大

き
な
啓

発

を
受

け

た
。

『
文

心
雛

竜
』

明
詩

篇

に

「
又
古

詩

は
佳

麗

に
し

て
、

或

は
枚
叔

(
乗

の
字

)
と
構

す

る
も

、
其

の

「
孤
竹

」

の

一
篇

は
、

則

ち
傅
毅

の

詞

な
り
」

と
。

こ
こ

に
い
う

「
其

」

が
、
枚

乗
作

と

し

て
伝

わ

る
古
詩

群
を

特
定

し

て
指

示

し

て
い
る

の
だ

と
す
れ

ば
、

傅
毅

を
、
第

一

古
詩

群

の
編
者

と

し

て
想

定
す

る

こ
と
も

可
能

か
も

し
れ
な

い
。

つ
ま

り
、

傅
毅

は
、
古

来
伝

わ

る
別
格

の
古

詩
篇

を

ま
と

め
、

こ
れ

に

自
作

の
模

擬
詩

を
付

し

て

一
篇

の
作

品
集

に
仕
立

て
上

げ

た

の
で
は

な

い
か
、
と

い
う
想

像

で
あ

る
。

ち
な

み

に
傅

毅

は
、
前

述

の
張
衡

と
共

に
、

枚
乗

の
善

く

し
た

「
七
」

の
文
体

の
有

力

な
継
承

者

の

一
人

で
あ
る

(
曹
植

「
七
啓

」
序

)
。

た
だ
、

『
文
心
雕
竜

』

一
篇

の
史

料

に
拠
る

こ
と

は
殆

う

い
。

岡

村
繁

氏

の
前

掲

論
文

(
注

11
)
を
参

照
。

こ
の

こ
と
を
推

測

さ
せ

る

一
史
料

と

し

て
、
張

衡

「
南
都

賦
」

に

い
う

「
弾

箏
吹
笙

、
更

爲
新
聲

、
寡

婦
悲

吟
、

鴨
鶏
哀

鳴
、

坐
者

棲
歓
、

蕩
魂
傷

精
」
、

そ

の
李
善

注

に

「
寡

婦

曲
未
詳

、
古
相

和
歌

有
鴨

鶏
之

曲
」

と
。
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