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景

龍

宮

廷

文

学

の

創

作

基

盤

安

東

俊

六

序

初
唐

の
文
学

の
主
流

は

、
宮

廷

サ

ロ
ン
文

学

で
あ

っ
た
。

六
朝
以

来

依

然

と
し

て
絶

対
的

な
優

勢

を
ほ

こ

っ
て
き

た

こ
の
宮

廷
修

辞
主

義

サ

ロ
ン

文
学

は
、
則

天
武

后

の
治
世

に

一
段

の
盛
況

を
呈

し
、

や

が
て
中

宗

の
景

龍
年
間

(七
〇
七
-
七

一
〇
)

に
至

っ
て
、
宮

廷
修

辞
主

義

文
学

の
総
決

算

と
も

い
う

べ
き
最

高
潮

期

に
達

し

た
。

景
龍

年
間

の
宮

廷
サ

ロ
ン
文
学

の

盛
況

ぷ
り

は
、

「
唐
詩

紀
事

」
巻

九

・
李
適

の
条

に
記

さ
れ

た
四

十
余

回

の
宴
集

の
記

事

や
、

現
存
す

る

応
制
詩

が

三
百
首

に
な

ん
な

ん
と
す

る

厩

大
な
数

に

及

ぷ
と

い
う

事

実

か
ら

だ
け

で
も
容

易

に
う

か

が

い
知

る

こ
と

が
で
き

る

が
、

し

か
し
景
龍

年
間

の
宮

廷

サ

ロ
ン
文

学

が
文
学

史
上

に
特

筆
す

べ
き
意

義

を
も

つ
の
は
、

た
だ

に
唱
和

さ

れ
た
応

制

詩

の
数
量

の
彪

大

さ
に
よ

る
も

の
で
は
な

い
。

そ

れ

は
、
景

龍
年

間

に
、

こ
の
応

制
詩

と

い
う
特

定

の
文

学

の
中

だ
け

に
か
ぎ

っ
て
、

従
来

長
く

歌
謡

調

の
詩

体

と

し

て
軽

視

さ

れ
て
き

た
七

言
詩

が
、

七
言
律

詩

と

い
う

確
立

し
た
形

式
を

も

っ
て
格
調

高

い
文

学
的

形

式

と
し

て
完

全

に
定

着
し

た

こ
と

に
よ

っ
て

で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、

た
し

か

に
景

龍

年
間

に
宮

廷
文
学

サ

ロ
ン
に
お

い
て
は
、

中
宗

を

と
り
ま

く
詩

人
達

に
よ

っ
て
数
百
首

に
も
及

ぷ
応
制

詩

の
唱

和
が

な

さ
れ
、

こ
の
応

制
詩

の
中

だ

け

に
か
ぎ

つ
て
、
景
龍

三

年
か

ら
同

四
年

に

か
け

て

の
わ
ず

か

一
年
あ

ま

り

の
短

期

間

に
、
七
言

律
詩

の
韻

律

が
ほ

ぼ
完

全

に
完

成

の
域

に
達

し
た

の

で
あ

る
が
、

今

こ
の
応
制

詩

の
唱
和

が

お

こ
な
わ

れ

た
宮

廷

サ

ロ
ン
の
情

況

を

つ
ぶ
さ

に
観
察

し

て

み
る
と

き
、

そ

こ
に

は
安
易

に
見

過
す

こ
と

の

で
き
な

い
意
外

な
現

象

が
見
ら

れ

る

こ

と

に
気

づ
く
。

そ

の
意

外

な
現
象

と

は
、
応

制
詩

が
唱

和

さ
れ

た
文
学

サ

ロ
ン
の
外

面
的

な
情
況

が
、
七

言
律
詩

と

い
う
全

く
新

た
な

画
期

的

な
文

学
形
式

が
創

造

さ
れ

る

に
は
あ

ま
り

に
も
不

向
き

な

、
否

む
し

ろ
そ

れ
を

不
可
能

な

ら
し

め
る

に
近

い
も

の

で
あ

っ
た
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

い
い

か

え
れ
ば

、
応
制

詩

の
唱
和

の
ほ
と

ん
ど
全

て

が
天
子

の
催
す

酒

宴

の
座

興

で
あ

り

、
詩

を
競
う

ゲ
ー

ム
と
し

て

の
遊

戯
性

を
色

濃

く
帯

び
た

も

の

で
あ

っ
て
、

一
般

的

に
言

っ
て
、

こ
う

し

た
情
況

の
も

と

で

の
詩

作

は
む

し

ろ

低
俗
化

す

る
傾
向

こ
そ
確

率

高

く
も

つ
も

の

で
あ

っ
た
と
し

て
も

、

お
よ
そ

新

た
な
詩

形
式

が
完

成
す

る

と

い

っ
た
画

期
的

で
飛

躍
的

な
発
展

は
望

み
難

い
は
ず

で
あ

る
。

と

こ
ろ

が

こ
の
場
合

に
は
、

こ
う

し

た

一
般
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的

で
常

識
的

な
方

向

と
は
全

く
逆

の
、

実

に
不

可
解

な

現
象
を

呈
し

て

い

る
の

で
あ

る
。

で
は

、
景
龍

宮

廷
文
学

サ

ロ
ン
に
お

い
て
、
七

言
律
詩

と

い
う

新

た
な

詩

形
式

が
意

欲

的

に
と

り
あ

げ
ら

れ

て
完

成

し
、
修

辞

の
美

が
極
限

に
ま

で
追

究

さ
れ

て
、

か
く
も

並

び
な

く
応
制

詩

が
多
作

さ

れ
る

に
至

っ
た

の

は
、

一
体

い
か
な

る
理
由

に
よ

る
も

の
で
あ

ろ
う

か
。

こ

の
点

を

明
ら

か

に
す

る

こ
と

は
、

同
時

に
景
龍

宮

廷
サ

ロ
ン
文
学

の
内
奥

の
性

格
を

明
確

に
す

る

と
と
も

に

、

こ
の
サ

ロ
ン
の
中

心
的

な
存

在

で
あ

る
宮

廷
詩

人

の

宮
廷

に

お
け

る
生
活

ぷ
り

と

詩
作

の
態
度

と
を
明
確

に
把

握
す

る

こ
と

に

も

つ
な

が
る

の

で
あ

つ
て
、

こ
れ
を

一
つ
の
重

要

な
手
懸

か

り
と
す

る

こ

と
に
よ

つ
て
、

従
来

あ
ま

り
論

及

さ
れ

な

か

っ
た
景
龍
宮

廷
サ

ロ

ン
文
学

の
全

貌
を

ほ

ぼ
包

蔵

な
く

明

ら

か
に
す

る

こ
と
も

で
き

る
よ
う

に
思

わ
れ

る
。

し

た
が

っ
て
小

論

は
、

こ

の
よ
う

な
意

図

の
も

と
に
、
景
龍

宮

廷
サ

ロ
ン
文
学

に
緊

迫

し
た

空
気

を
も

た
ら

し

た
も

の
は
な

に
か
、

そ

の
誘

因

を

さ
ぐ

っ
て
み
た

い
と
思

う
。

い
っ
た

い
、

景
龍

年
間

の
宮

廷
文

学

サ

ロ

ン
は

、
ど

の
よ
う

に
し

て
形

成

さ
れ
た

の
で
あ

ろ
う

か
、

そ
し

て
ま

た
、

こ
の
文
学

サ

ロ

ン
に
お
け

る

応
制
詩

の
唱
和

は

、
ど

の
よ
う

な
零

囲
気

の
な

か
で
、

ど

の
よ
う
な

形
態

で
行

わ
れ

て

い
た

の
で
あ

ろ
う

か
。

景
龍

宮
廷

サ

ロ
ン
文
学

の
内
面

的
性

格
を

明
確

に
す

る

た
め

に
も

、
ま
ず

こ
う

し

た
点

を

明
ら

か
に
し

て
お
く

必
要

が
あ

ろ
う
。

「新

唐
書

」

巻

二
百

二

・
李

適
伝

に
次

の
よ
う

な
記

事

が
見
え

る
。

初

め
中
宗

景
龍

二

年
、
始

め

て
修

文

館

に
大

学
士

四
員

・
学
士
入
員

.

直
学

士

十
二
貝

を
置

き

、
四
時

八
節

十

二
月

を
象

る
。
是

に
於

て
李

喬

・
宗
楚

客

・
趙
彦

昭

・
章
嗣

立
大

学
士

た

り
。

(李
)
適

・
劉
憲

・

崔

堤

・
鄭
倍

・
慶

蔵
用

・
李
又

・
學
義

・
劉

子
玄
学

士

た
り
。

蘇
稜

・
馬
懐

素

・
宋

之

問

・
武

平

一

・
杜

審
言

・
沈
栓

期

・
閻
朝
隠

直
学

士

た
り

。
又
徐

堅

・
章

元
旦

・
徐
彦

伯

・
劉

允
済

ら
を

召
き

て
員
を

満

た
す
。

其

の
後

選
ぱ

る
る
者

一
な
ら
ず

。

凡
そ

天
子
饗

会

游
豫
す

れ
ば
、
唯

宰
相

及

び
学

士

の
み
従

ふ
を
得
。

春

は

梨
園

蚊

び
に
泪

水

に
幸

し

て
祓
除

す

れ
ば

則
ち

細
柳

圏
を

賜

ひ
瘍
を
辟

く
。
夏

は
蒲
萄

園

に
宴

し

て
朱

桜

を
賜

ふ
。

秋

は
慈

恩

の
浮
図

に
登

り
菊

花

酒
を
献

じ

て
寿

を
称
す
。

冬

は
新

豊

に
幸

し

て
白

鹿

観

を

歴

、

馳

山

に

上

る
。

浴
を

湯
池

に
賜

ひ
香

粉
蘭

沢

を
給

ふ
。
従

行

に
翔
麟

馬

を
給

ふ
。

品
官

黄
衣

各

々

一
。

景
龍
年

間

の
宮

廷
文
学

サ

ロ
ン
が
サ

ロ
ン
と
呼

ぷ

に
ふ
さ

わ
し

い
は

っ

き

り

と
し
た
形

を

も

つ
の

は
、

こ

こ
に

い
う
景
龍

二
年

(七
0
八
)
四
月

に

は
じ
ま

る
。

こ
れ
以

前

に
は

そ
う

し
た

形
跡
を

見
出

す

こ
と

が

で
き
な

い

こ
と

か
ら

み
て
、
中

宗

が

こ
の
サ

ロ
ン

の
形
成

を

企
図
し

た
直

接
的

な
動

機

は
、
章

后

に
制

せ
ら

れ

て
政
治

が
意

の
ま

ま
に

な
ら
な

く

な

っ
た
憤

癒

の
代
償

と
し

て
、

文
学
好

き

な
性
向

を
満

足

さ

せ
る
た

あ
に
意

図
的

に
詩

人
達

を
修

文
館

に
集

め
て
随
時

随
意

に
楽

し
も

う

と
し

た

こ
と

で
あ

っ
た

ら

し

い
。

と

は

い
う

も

の

の
、
中
宗

が

い
か
に
意
欲

的

に
文
学

サ

ロ
ン
の

形

成
を

企
図

し

た
と
し

て
も

、
多
く

の
文
才
豊

か

な
詩

人
達

に
恵

れ
な
け

れ
ば

そ

の
夢

を
実

現
す

る

こ
と
は

で
き

な
か

っ
た

は
ず

で
あ

る
。

と

こ
ろ

が
ち

ょ
う

ど
格

好

に
も

、
則

天
武

后

の
愛

護

を
受
け

た
多

く

の
文
才

に
秀

で
た
官

僚
達

が
そ

の
ま

ま
中
宗

の
膝

下

に
参
集

し

て

い
た

の
で
あ

っ
て
、

こ
れ
ら

の
官

僚

に
修

文
館

学
士

を
兼

任

さ

せ
て

一
堂

に
呼

び
集

め

る

こ
と
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は

、
中
宗

に

と

っ
て

い
た

っ
て
造

作
も

な

い
こ
と

で
あ

っ
た
。

勿
論

直
接

的
な

動
機

で

は
な

か

っ
た
と
し

て
も

、

こ
れ
も

サ

ロ
ン
形
成

の
大

き
な
契

機

と
な

っ
た

で
あ

ろ
う

。

か
く

し

て
形
成

さ
れ

た
景
龍

宮
廷

文
学

サ

ロ
ン

は
、
中

宗

が
景
龍

四

年

(七

一
○
〉
六
月
章

后

に
毒
殺

さ

れ
る
ま

で

の
約
二

年
余

の
間

、
先

掲

の
李
適

伝

に
名
を

列

ね
る

よ
う

な
詩

人
達

に
よ

つ
て
華

か
に
彩

ら
れ

る

こ
と

に
な
る

の
で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、

こ
の
サ

ロ
ン
に
参
集

し

た
詩

人
達

の
中

に
は
、

い
さ

さ
か

特

異
な
存

在

の
詩

人

が
数
人

い
た
。

先

掲

の
李
適
伝

に

は
続

け
て

い
う

ー

帝

感

ず

る

と

こ
ろ

有

れ

ば

即

ち

詩

を
賦

し

、
学
士
皆

属

和
す
。

当

時

人

の
敵

慕

す

る
と

こ
ろ
な

り
。
然

れ

ど
も
皆

押

狼
桃
俵

、
君

臣

の

礼

法
を

忘

れ
、

惟
文
華

を
以

て
幸

を
取

る

の
み
、
章

元
旦

・
劉
允

済

・
沈
栓

期

・
宋
之

問

・
閻
朝

隠
ら

の
若

き

は
、
宿

の
称
な

し
。

特
異

な
存

在

の
詩

人
達

と
は
、

こ
こ
に

「
惟
文

華
を

以

て
幸

を
取

る

の

み
「

中
略
ー
宿

の
称
な

し
」

と

か
な
り
あ

か

ら
さ

ま

に
軽

蔑

を
う

け

て

い

る
車
元

旦

・
劉

允

済

・
沈
佳

期

・
宋
之

問

・
閻
朝

隠
ら

一
連

の
宮
廷

詩

人

の
こ
と
で
あ

る
。

こ

の
中

で
も

と
り

わ
け
沈
栓

期

・
宋

之
問

・
閻
朝

隠

の

三
詩

人
は

、
神

龍
元

年

(七
〇
五
)
の
政
変

で
嶺

南

に
流
既

さ
れ

た
罪

人
で

あ

つ
た

に
も

か
か

わ
ら
ず

、
中
宗

に
文

学

の
才
を

愛
さ

れ

た
た

め
に
学

士

に
迎

え
ら

れ

た
き

わ
め

て
特

異
な

経
歴

の
持

ち
主

で
あ

っ
て
、
し

か
も
彼

ら

は

こ
の
宮

廷
文

学
サ

ロ
ン
の
も

つ
と
も
代

表

的
な

花
形

ス
タ

ー

で
あ

つ

た
。

景
龍
宮

廷
文

学
サ

ロ
ン
に
お

い
て
、
構

成

貝

の
中

に
こ
う

し

た
特

異

な
性

格
を

も

つ
詩

人
達

が
含
ま

れ

て

い
た

こ
と
、
し

か
も
彼

ら

が

こ
の
サ

ロ
ン
の
最

も
中

心
的

な

存
在

で
あ

っ
た

と

い
う

こ
と
は
、

こ
の
サ

ロ
ン
の

文
学

の
性

格

を
大

き
く
規

定
す

る

こ
と

に
な

る

の
で
あ

る
が
、

し

か
し

こ

の
問
題

は
後

述
す

る

こ
と

と
し

て
、

こ

こ
で
は
、

こ
う

し

た
詩

人
達

を
中

心

に
彪
大

な
数

の
応

制
詩

の
唱

和

が
行

わ

れ

た
サ

ロ
ン
の
模
様

を
詳

細

に

見

て

い
く

こ
と
に

し

ょ
う
。

今

日
景

龍
宮

廷

文
学

サ

ロ
ン
の
盛

況

ぷ
り
を

も

っ
と
も

よ
く

伝
え

て

い

る

の
は

「
唐
詩

紀
事

」
巻

九

・
李
適

の
条

で
あ

る
。

早
く

は
修

文
館

直
学

士

で
あ

っ
た
武
平

一
に

「
景
龍

文
館

記

」
十

巻
が
あ

つ
て
、

お
そ

ら
く

は

こ

の
書

が
も

っ
と
も

い
か

ん
な
く

そ

の
盛

況

ぷ
り

を
記
述

し

て

い
た
も

の

と
推
測

さ

れ
る

が
、
今

は
散

失
し

て
断
片

的

な
記
事

し

か
残

っ
て
お
ら
ず

こ
れ
を
う

か
が
う

よ
す

が
も

な

い
。

し

た

が

っ
て
今

日

で
は

「
景
龍

文
館

記

」
等

に
依

撮
し

て
書

か

れ
た
も

の
と
考
え

ら

れ
る

「
唐
詩
紀

事
」

を
重

要

な
拠

り

ど

こ
ろ
と
す

る

ほ
か

は
な

い
。

李

適

の
条

の
記
録

に
よ

れ
ば

、

景

龍

二
年

四
月

か
ら

同
四
年

六
月

ま

で

の
間

に
、

中
宗

が
御
苑

や
諸

公
主

・
高
官

達

の
邸
第

及

び
都

城
内

の
寺
院

に
行
幸

し

て
催

し

た
宴

集

は
、
公

的
な

も

の
だ
け

で
も

四
十
余

回

の
多

き
を
数

え
る
。

そ
し

て
こ
う
し

た
宴

集

で
唇
従
す

る
群
臣

に
唱
和

さ

せ

た
応

制

詩

の
数

は
、

現
在

作
品

が

残

つ

て

い
る
も

の

だ
け

で
も
総

数

二
百
数

十
首

。

一
回

の
宴
集

で
唱
和

さ

れ
た

応
制
詩

の
数

で
は
百

余
篇

に
も

及

ぶ
大
規

模
な
宴

集
も

あ

っ
た
。
こ
こ
で
、

応
制

詩

の
数

が
百
余
篇

に
も

及
ん

だ
と

い
う
景
龍

三
年

正
月

晦

日

の
昆

明

池

で

の
応
制
詩

唱
和

の
さ
ま

を
見

て
み
よ

う
。

「
唐
詩

紀

事
」
巻

三

・
上

官

昭
容

の
条

に
は
次

の
よ
う

に
記
し

て

い
る
。

中

宗
正

月
晦

日

昆
明

池
に
幸

し

て
詩
を

賦
し

、
群

臣
制

に
応
ず

る
も

の
百
余

篇
。
殿
前

に
帳

し

て
繰
楼

を
結

び

、
昭
容

に
命

じ

て

一
首

を

選

び
、
新

翻
御

製
曲

を
為

ら
し

む
。従
臣
悉

く
其

の
下

に
集

ま

る
。
須

奥

に
し

て
紙
落

つ
る

こ
と
飛

ぷ
が
如

く
、
各

々
其

の
名

を
認

め

て
之
を

懐

に
す
。

既

に
進

み
、

唯
沈

・
宋

の
二
詩

下
ら
ず

。

又
時

を
移

し
、

一
紙
飛

び
墜

つ
、

競

ひ
取

り
て
観

る
に
乃

ち
沈

の
詩

な
り
。

其

の
評
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を

聞
く

に
及

ん

で
日
く
、

「
二
詩

の
工

力
悉

く
敵

す
る
も

、
沈
詩

の

落

句

に
云
う

「
微
臣
彫
朽

質

差
親

豫
章

材
」

、

蓋
し
詞
気

已

に
娼

く
。

宋
詩

に
云
う

「
不
愁

明

月
尽

自
有

夜
珠

来
』

、
猶

ほ
健

挙

に

渉

る
」

沈
乃

ち
伏

し
、
敢

へ
て
復

た
争

は
ず
。

宴
集

の
規
模

の
大

き

さ
も
さ

る

こ
と
な

が

ら
、

こ
れ
は

ま
さ

し
く
演
出

効
果

満
点

の
詩

の

コ
ン
ク
ー

ル
で
あ

る
。

繰
楼

か
ら

舞

い
落

ち

る
詩
篇

の

紙
ふ
ぶ
き

、
そ

れ
を

一
喜

一
憂

し

つ

つ
見

守

る
群
臣

の
目
、

や
や

あ

っ
て

衆
目
注

視

の
う

ち

に
ひ
ら

ひ
ら

と
舞

い
落

ち

て
く

る

一
片

の
紙
、

こ
れ

は

さ
な

が
ら

一
幅

の
絵

の
光
景

で
あ

る
。

と
こ
ろ

で

こ
こ

で
注
目
す

べ
き

点

は
、

こ

の
場

合

の
応
制
詩

の
唱
和

が

詩

の
で
き

ば
え

を
競
う

一
種

の
競
技

で
あ

つ
た

と

い
う
事

実

で
あ

る
。

中

宗
は

こ

の
と
き
百

余
篇

も

の
多

く

の
応

制
詩

を
唱
和

さ

せ
て

い
る

け
れ

ど

も
、
そ

の

一
篇

一
篇

の
作
品

に
関
心

を

は
ら

っ
て
は

い
な

い
。

中
宗

の
興

味
は
、

こ
れ

ら
多

く

の
作

品

の
中

か
ら
誰

の
作

品

が
選

び
出
さ
れ
る
の
か
、

も

っ
ぱ

ら
選
出

の
過
程

そ

の
も

の

へ
の
奥
味

と
、
最

優
秀

作
品

一
篇

に
対

す

る
興
味

に

つ
き

て

い
る
と

い
え

る
。
更

に
穿

っ
た
見
方

を
す

れ
ば

、
作

品
自
体

へ
の
興
味

よ
り

も
、
詩

作

の
優
劣

を
競

わ

せ
る
と

い
う
競

作

の
行

為

そ

の
も

の

へ
の
興
味

の
方

が
は
る

か

に
優

先

し

て

い
た

と
見

る

こ
と
が

で
き
る
。

そ

し

て
こ
れ

が
あ
な

が
ち
臆

測

で
な

い
こ
と

は
、

次

に
掲

げ

る

中
宗

の

「
九

日
登
高

詩
序

」
及

び

「
唐

詩

紀
事

」
巻

一

(中
宗
の
条
)
の
記

事

に
よ

つ
て

立
証
す

る

こ
と

が
で
き

る
。

一

人

々
四
韻

を
題

し
、

同

に
五

言
を

賦
す

。

其

の
最

も
後

れ

て
成

る
も

の
、

之

に
引
満

を

罰
す
。

=
中
略
ー
是

の
宴
や

、

章

安

石

・
蘇

壊

の

詩

先

づ
成

り

、
干

経
野

・
慶
懐

慎
最

も

後
れ

て
成

る
、
酒

を

罰
す
。

二
帝

自

ら
序

を

題
し
末

に
云

ふ

、
人

々
四
韻

を
題

し
、

後

る
れ

ば
三
杯

を
罰
す
。

日
暮

れ

て
成

る
者

五

六
人

、
余

は
皆

酒
を

罰

せ
ら

る
。

一

は
景
龍

三
年

九
月

九

日
臨

淵

亭

に
幸

し

た

と
き

の
模
様

を
記

し

た
も

の

で
あ

り

、
口

は

同
年

十
二
月

十

二

日
新

豊

の
温
泉

宮

に
幸

し
た

と
き

の

模

様
を

記
し

た
も

の
で
あ

る
。

こ

の
両
者

の
宴
集

に

お
け

る
応
制

詩

の
唱

和

は
、

詩
作

の
速

さ
を
競

う

、

い
わ

ば
速

作

り

コ
ン
ク
ー

ル

で
あ

る
。

こ

の
競
作

は
、
詩

の
で
き

ば
え

の
優
劣

を
競

わ

せ
た
先

掲

の
昆

明
池

に

お
け

る
競
作

に
比
較

す

る
と
き

、

明
ら

か

に
詩

を
競

わ

せ
る

と

い
う

行

為
そ

の

も

の
に
サ

ロ
ン
の
興
味

が
集
中

し

て

い
た

こ
と
を
端

的

に
物

語

っ
て

い
る

と

い
え

る
。

加

え

て
、
詩

の
で
き

あ

が
り

方

の
お
そ

い
者

に
罰

杯

を

ふ
る

ま

っ
た

と

い
う

こ
の
宴
集

に

お
け

る
競
作

の

ル
ー

ル
は
、

応
制

詩

の
唱
和

が

、
わ

れ
わ
れ

が

一
般

的

に
考

え
る
高

尚

な
文
学

的

行
為
と
は
ほ
ど
遠

い
、

宴
席

の
座

興

と
し

て
の
遊

び

の
性

格
を

色

濃
く

も

つ
も

の
で
あ

っ
た

こ
と

を
強

く
わ

れ
わ

れ

に
示
唆

し

て

い
る

よ
う

に
思

わ
れ

る
。

と

こ
ろ

で
、

応
制
詩

の
唱
和

が
遊

び

の
性

格
を

色
濃

く
帯

び

る

に
至

つ

た

こ
と
は

、
当
時

の
宮

中

の
雰

囲

気

か
ら
考

え

る
な

ら
ば
、

む
し

ろ

必
然

的

な
結

果

で
あ

っ
た

と

い
え

る
。

な

ぜ
な

ら
ば
、

当
時

の
宮

中

に
は

、
そ

う

し

た
傾
向

を
誘

発
す

る

に
充
分

な
、
.弛
緩

し

た
空
気

が
溺

満
し

て

い
た

の
で
あ

る
。

中
宗

は
凡

庸
な

天
子

で
あ

っ
た
か
ら

、
政
権

は
野
心

家

の
車

后
が

ほ
ぼ
掌

中

に
握

つ
て

い
た
。

か

つ
て
中
宗

が
則
天

武
后

に

よ

つ
て
房

陵

に
幽
閉

さ

れ

た
と
き

、
禍
福

の
常

な

ら

ざ
る

こ
と
を

説

い
て
、
中

宗

に

復
位

の
希

望

を
失

わ

せ
な
か

っ
た
賢

夫

人
章

后
は

、
や

が
て
中

宗

が
復
位

す

る
と

、
高
宗
朝

に
お

い
て
武

后

が
行

な

つ
た
そ

の
ま
ま

に
朝

政
を

預

か

り
聞

き

、
中
宗

を
制

し

て
、

か
え

つ
て
中

宗

に

口
出

し
す

る

こ
と
を

遠
慮

さ

せ
た

ほ
ど

で
あ

っ
た
。

政
権

を
握

る
章

后

は
武
三

思

と
通
じ

、
そ

の
武

三
思

は
上

官
昭

容

と
通
じ

、
上
官

昭
容

は
吏
部

侍
郎

崔
提

と
通
ず

る

と

い
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っ
た
乱
脈

ぷ
り

で
、

宮
中

に

は
朝

野

に
示

し

の

つ
か
な

い
振
舞

い
が

目
立

っ
て
多

か

っ
た

の
で
あ

る
。

こ
う

し

た
乱

れ

は
中
宗

の
公
主
達
に
も

及
び
、

公
主

は
み

な
そ

れ
ぞ

れ
府
を

開

き

、
生
活

は
豪

奢
を
き

わ

め

て
、
専
横

な

振
舞

い
は
後

を

た

た
な
か

っ
た
。

夫

の
愛

妄

の
耳
や
鼻

を
削

ぎ
落

し

た
宜

城
公
主

や

、
豪
勢

な
邸

宅

を
築

い
て
庭

の
木

石
の
値

だ
け

で
も
銭

二
十
億

万
と

い
わ

れ
た
長

寧

公
主

の
話
な

ど
、

一
々
数

え
あ
げ

れ

ば
枚
挙

に

い
と

ま
が
な

い
が
、
と

り
わ

け
安
楽

公
主

の
振

舞

い
は
け
た

は
ず

れ

で
あ

っ
た
。

恣

に
任
官

の
辞

令

を
発

行
し

て
官
職

を

売

っ
た
り

、
邸

宅
を
宮

廷

に
ま

ね

て
池

を
う

が
ち
、

そ

れ
を
定

昆
池

と
称

し

て
昆

明
池

に
な
ぞ

ら
え

、
石
を

高
く

積

ん
で
華

山

に
象

ど
り

、
水

を
引

い
て
天
津

に
象

ど

る
な

ど

、
そ

の

生
活

ぷ
り

は
諸

王
達

を

は
る

か
に
凌

ぐ
も

の
で
あ

っ
て
、

つ

い
に

は
皇

太

子
を
退

け

て
皇

太

女

に
な

る

こ
と
を

請
う

た

ほ
ど

で
あ

る
。
中

宗

は

こ
れ

ら

の
公
主

を
溺

愛
し

て
再

々
そ

の
邸
宅

に
行
幸

し
た

り
、

日
を
あ

け
ず

に

宮
中

に
酒
宴

を

催
し

て

は
、

ひ
た
す

ら
享
楽

に
身

を

や

つ
し

て

い
た

の
で

あ
る
。

こ
う

し

た
宮
中

の
弛

緩
し

た
空

気

が
、
中
宗

の
主
催
す

る
宴

集

で

の
応

制
詩

の
唱
和

に
深
く
影

響
を

及

ぼ
す

こ
と

は
む
し

ろ
当

然

で
あ
ろ
う
。

次

に
こ
の
点

を

更

に
端
的

に
確

信
さ

せ

る
二

つ
の
資

料
を

あ
げ

て

み
よ
う
。

一

(
景
龍
四
年
二
月
)
庚
戊

、

(上
)
及

び
后

・
妃

・
公
主

、
三

品
以

上
の

抜

河
を

観

る
。

(
「新
唐
書
)
巻
四

・
中
宗
紀
)

四
年

清

明

、
中

宗

梨
園

に
幸

し
、

侍

臣
に
命

じ

て
抜
河

之
戯

を
為

さ

し

む
。
ー

中
略
-

七
宰

相

二
尉

馬
東

朋

た
り
。

三
相

五
将

西
朋

た
り

。

僕
射
章

巨
源

・
少

師
唐

休
環

、

年
老

い
た
る
を

以

て
組

に
随

ひ
て
賠

ふ

れ
、
久

し
く

起

つ
能

は
ず
。

帝

以

て
笑

楽

を
為
す

。

(
重
較
説
郭
所

収

「景
龍
文
館
記
」
)

二
帝

群

臣
と
宴

す
。

(祝

)
欽

明

自
ら

言
う

、

「
八
風
舞

を
能

く
す

。

」

と
。

帝

之

を
許
す
。

欽

明
体

肥

り

て
醜

き

に
、

地

に
撮

り

て
頭

を
揺

が
せ

、
目
を
院

し

、
左

右
顧

晒
す
。

帝

大

い
に
笑

ふ
。

吏
部

侍
郎

盧

蔵

用
歎

じ

て
日
く

、

「
是

の
挙

、
五
経

地

を
掃

ふ
。
」

と
。

(
「新
唐

書
」
巻

一
百
九

・
祝
欽
明
伝
)

一

の
記

事

は
、
景

龍

四
年

の
清

明
節

に
中
宗

が
高

官

に
抜

河
戯

を
競

わ

せ
た
模
様

を
記

し

た
も

の

で
あ

り

、
年

八
十
余

才

で
な

お
進
取

い
よ

い
よ

鋭

か

っ
た
唐
休

環
も

力
尽

き

て
久
し

く
起

ち
あ

が

る

こ
と
さ

え

で
き

な

か

っ
た
と

い
う

。

口

の
記
事

は
、

景
龍

四
年
五
月

中
宗

が
近
臣

と
宴

を
催

し

た

と
き

、
時

の
国
子

祭
酒

で
五

経

に
も

っ
と
も

明

る
か

っ
た
祝

欽

明

が
、

身

振

り
も
卑

俗

に
醜
態

に
満
ち

た
舞

い
を
舞

っ
た

と

い
う

記
録

で
あ

る
。

こ
の
よ
う

に
国

の
柱

と
も

い
う

べ
き
高

齢

の
賢

臣

に
抜
河

戯
を

競
わ

せ

て

笑

い
ぐ
さ

に
し

た
り

、
時

の
国
子

祭

酒

が
自

ら

進
ん

で
醜
悪

な
舞

い
を
披

露
し

た
り

、

お
よ
そ
賢

明

な
天
子

の
下

で
は
想
像

だ

に

で
き
な

い
、

不
粋

で
低

俗
な
中

宗

の
遊

び

ぷ
り

で
あ

る
。

こ

の
ほ
か

に
も
、
宮

女

に
店

を
設

け

さ
せ
、

公
卿

が
旅
商

人

よ
ろ
し

く
宮

女

と
交
易

し

て
褻
慢

な

言
辞
を

弄

す

る
さ
ま

を
見

物
し

て
喜

ぶ
な

ど
、
中

宗

の
低
俗

な
遊

び

の
例

を
史
書

の

中

に
ま

だ

い
く

つ
か
見
出
す

こ
と
が

で
き

る
。

こ
う

し
た
例

か
ら

も
端
的

に
明
ら

か

に
さ
れ

る

ご
と
く

、
宮
中

の
空

気

は
弛

緩
し

き
り

、
天

子

の
遊

び
が
全

く
低

俗
化

し
た

も

の
に
な

っ
て

い
た

当
時

に
あ

っ
て
は
、

ひ
と

り
応
制

詩

の
唱
和

の
み
が
高

尚
な

行
為

で
あ

り

え
た
は
ず

は
な

く
、
競

作

と

い
う

一
種

の
座

興

の

ゲ
ー

ム
に
堕

し

て

い
た

と
し

て
も

、
む

し
ろ
当

然

の
結
果

で
あ

つ
た
と

い
え

る

で
あ

ろ
う
。
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応
制

詩

の
唱

和

が
、
か

く
も

弛
緩

し
た
宮

中

の
空
気

の
中

で
、

し

か
も

宴
席

で

ゲ
ー

ム

の
形

式

で
競

わ

れ
た
座

興

で
あ

っ
た

に
も

か

か
わ
ら
ず

、

形
式

の
面

で
は

七
言
律

詩

と

い
う

新

た
な

形
式

を
完
成

に
導

き
、

表
現

の

面

で
も
修
辞

の
美

が
極

限

に
ま

で
あ

く
な

く
追

求
さ

れ
た

そ

の
必

然
性

は
、

一
体
何

に
基

因
す

る
も

の
な

の
で
あ

ろ
う

か
。

「新

唐
書

」

の
撰
者

宗

郁

は
、
「
当

時

辞

を

属

す

る
者

大

抵

浮

靡

と
錐

も
、
然

れ

ど
も

得

る
と

こ
ろ
皆

観

る
可

き
有

る

は
娩

児

の
力

な

り
」
(
「新

唐
書
」
巻
七
十
六

・
章
皇
后
伝
付
上
官
昭
容
伝
)
と
、

ひ
と
り

上
官

昭
容

の
力

に

帰
し

て

い
る
。

た
し

か
に
上

官
昭

容

は
、
景

龍
宮

廷
文

学

サ

ロ
ン
に

お
け

る
重
要

な
存

在

で
あ

っ
た
。

中
宗

や
章

后

、
長
寧

・
安

楽
両

公
主

の
詩

を

代
作

す

る
ほ

ど

に
、
中

宗

か
ら
文

才
を

高
く

か

わ
れ

て

い
た
ば

か
り

で
な

く
、
群

臣

の
唱
和

し

た
応
制
詩

を

品
第

し

て
優
劣

を
判

定
し

た
判
者

は
、

ま
さ
し
く

こ

の
上

官
昭
容

で
あ

っ
た
。

し

た
が

つ
て
、

景
龍
宮

廷
サ

ロ
ン

文
学

の
リ
ー

ダ

ー

シ

ッ
プ
を

と

っ
た

の
は
、

上
官

昭
容

で
あ

つ
た

と

い

っ

て
も

決
し

て

過
言

で
は
な

い
。

し

か
し

な

が
ら
、

で
は
上

官

昭
容

が
、
新

た
な

詩
体

を

完
成

さ

せ
る

ほ
ど

に
サ

ロ
ン
の
空
気

を
緊

張
し

た
も

の
に
し

た
か
と

い
え

ば
、

そ

れ
は
む

し
ろ
不

都
合

に
も
全

く
逆

で
あ

っ
た

と

い
わ

な
け

れ

ば
な

ら
な

い
。

な

ぜ
な

ら

ば
、
宮

廷

の
風

紀
を

著
し

く
素
乱

さ

せ

て
中

宗

を
享

楽

に
走

ら

せ
た
元

凶

こ
そ

、
上

官
昭
容

だ

っ
た

か
ら

で
あ

る
。

武
三

思

・
崔

提

と
通

じ

て
政
治

に
参

与

し
、
章

后

に
則

天
武

后

の
称
制

を

ま

ね
る

こ
と

を

そ
そ

の
か
し

た

の
も
彼

女

で
あ

っ
た
。
確

か

に
上

官

昭
容

は
サ

ロ

ン
の
優

れ
た
詩

の
差
第

者

で
あ

っ
た
け

れ
ど
も

、
し

か
し
彼

女

こ

そ
応
制

詩

の
詩
作

を
競
作

遊
戯

の
方

向

に
向

わ

せ
た
張
本

人

で
あ

っ
て

、

サ

ロ
ン
の
文

学

に
緊
張

を
も

た
ら

し
た

の
は
決

し
て
彼

女

で
は
な

い
。

で
は
景
龍

宮
廷

文
学

サ

ロ
ン
に
清

新
な

緊

迫
し

た
空
気

を

も

た
ら
し

た

の
は
、

一
体

何

だ

っ
た

の

で
あ

ろ
う

か
。

こ

こ
で
結

論
を

先

に
言
え

ば

、

私

は
、

そ

れ
は

こ

の
サ

ロ
ン
文
学

の
も

っ
と
も
有

力
な

担

い
手
で
あ

っ
て
、

先

掲

の
李
適
伝

に
お

い
て
あ

か
ら

さ
ま

に
軽
蔑

の
辞

を
呈

せ
ら

れ

て

い
る

宮

廷
詩

人
達

の
存
在

に

ほ
か
な

ら

な
か

っ
た

、
と
考

え

る

の
で
あ

る
。

で

は
宮

廷
詩

人
達

が
、

い
か
な

る
理
由

に
よ

つ
て
、

こ

の
弛

緩
し

切

っ
て

い

た
宮

中

の
空
気

の
中

で
ひ
と

り
応
制

詩

の
唱
和

の
み
を
緊

迫

さ

せ
る

に
至

っ
た

の
か
、
次

に
こ

の
点

を

明
ら

か
に

し
て

み
た

い
。

そ

の
た
め

に
は

、

ま
ず

、
応

制
詩

に
唱

和
す

る

と

い
う

文
学

的
な

行
為

が
、

宮
廷
詩

人

に
と

つ
て
ど

の
よ
う

な
意

味
を

も

つ
て

い
た

の
か

と

い
う

こ
と
、

つ
ま
り

天
子

の
遊

び
に
従

っ
て
天
子

の
命
ず

る
ま

ま

に
御
製

に
唱
和

す

る

こ
と

が
、
宮

廷
詩

人

の
生
活

と

ど

の
よ
う

な

形

で
、

ど
れ

ほ
ど

に
深

い
か

か
わ
り

を
も

っ
て

い
た

の
か
、

と

い
う

こ
と
を

明
ら

か
に
す

る
必

要

が
あ

ろ
う

。

こ
こ

で
は
、
当
時

の
代
表

的
な

詩

人

の

一
人

で
、
宮

廷
詩

人
と

し

て
も

っ
と
も

典
型

的
な

タ

イ
プ
を

も

つ
た
宋

之

問
を

と
り
あ

げ

、
彼

の
宮

廷

に

お
け

る

生
活

ぶ
り

と
詩

作

に
対
す

る

と
り
く

み

か
た
を

見

て

い
く

こ
と
に
す

る
。

念

の
た
め

に
何

故

に
宋
之

問
を

と
り

あ
げ

た

か
と

い
え
ば

、

一
つ
に
は
先

述
し

た
よ
う

に
彼

が
当
時

を
代

表
す

る
典

型
的

で
著
名

な
宮

廷
詩

人

だ

か

ら

で
あ

り
、
今

一
つ
に

は
、
全
般

的

に
見

て
伝
記

の
は

っ
き
り

し
な

い
宮

廷
詩

人

の
中

に
あ

っ
て
、

た

だ
ひ

と
り
伝
記

を

比
較

的
詳

細

に
知
る

こ
と

が
で
き

る
た

め

で
あ

る
。

私

は
先

に

、
宮
廷
詩

人

は

「新

唐
書

」

の
中

で
あ

か
ら

さ
ま

に
軽

蔑
を

う

け

て

い
る

こ
と
を

述

べ
た

が
、
宋

之
問

に

つ
い
て
も
そ

れ

は
そ

の
ま
ま

あ

て
は
ま

る
。

同
書

巻

二
百

二

・
宋

之
問

伝
を

見
る

に
、

そ
れ

は
次

の
五

項

の
記
事

か

ら
な

っ
て

い
る
。

一
武
后

が
龍

門

に
游

ん
だ

と
き

、
従

臣
に
詩

を
賦

さ

せ
た
。
左

史

東
方
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軋

の
詩

が
先
ず

で
き

た

の
で
、
武

后

は

こ
れ
に
錦

抱

を
賜

わ

っ
た
。

に
わ
か

に
宋
之

問

が
詩

を
献

じ

た
。
后

は

こ
れ
を

見

て
嵯
賞

し
、

抱

を
奪

つ
て
之

問

に
賜
わ

っ
た
。

口
張
易

之

に
媚

付
し

た
罪

で
嶺
南

の
瀧

州

に
流

さ

れ
た

が
、

洛
陽

に

こ

っ
そ
り

逃
げ
帰

っ
て
張
仲

之

に
匿

わ

れ

た
。

と

こ
ろ

が
張

氏

が
武
三

思

の
暗

殺
を
計

画

し

て

い
る

の
を

知

り

、
兄

の
子

の
曇

と
再

祖
雍

と

に
暴

か
せ

て
罪
を

贈

い
、
鴻
臆

主

簿

に
擢

ん

で
ら
れ

た
。

天
下

そ

の

や

り
く

ち
を
醜

と
し

た
。

⇔
太
平

公

主

に
お
も

ね

て
用

い
ら

れ

た
が

、
安
楽

公
主

が
権
勢

を
得

て

く

る

と
そ

ち
ら

に
行

っ
て

お
も

ね

た
。

そ

の
た
め

に
か
え

っ
て
太

平

公
主

に
深

く
疾
ま

れ

て
収
賄

の
罪
を

発

か
れ
、
渉

州

の
長
史

に
左

遷

さ

れ

た
。

四
窓

宗

が
立

ち
、
狛

険

だ
と
し

て
欽

州

に
流

さ

れ
た
。

や

が
て
桂
州

に

死
を

賜
わ

っ
た
が
、

た

だ
ふ
る

え

て
お

ろ
お

ろ
す

る

ば

か
り

で
あ

っ

た
。

同
時

に

死
を
賜

わ

っ
た
再
祖

雍

が
使

者

に
、
之

問

が
妻

子
と
訣

れ
を
す

る

の
を
許

し

て
く

れ
る

よ
う
請

う

た

が
、
之

問

は
気

も
動

転

し

て
家

事

を
処
す

る

こ
と
さ
え

で
き

な

か

っ
た
。

再
祖

雍

は
怒

っ
て

「
倶

に
罪
を
え

て
死
す

る

の
に
、
何

で

そ
う

お

ろ

お
ろ
す

る

の
か
。
」

と
し

か

り

つ
け
、
食

事
を

と

つ
て
沐

浴

し
、

死
に
就

い
た
。

五
魏

の
建

安

の

の
ち

江
左

ま

で
、

詩
律

は
し

ば
し

ば
変

っ
た
。

沈
約

.

庚

信

に
至

っ
て
、

音
韻

を
も

っ
て
相
椀

附
し

、
属

対
精

密

で
あ

っ
た
。

宋

之
問

・
沈
栓

期

に
及

ん

で
さ

ら

に
靡
麗

を

加
え

、
声
病

を
回
忌

し

た
。

句

を
約

し
篇

を
準
ず

る

さ
ま

は
、
錦

繍

の
文
を

成
す

よ
う

で
あ

る
。

学

ぷ
者

は

こ
れ
を
手

本

と
し

、
沈
宋

(体

)
と
称
し

た
。

こ
の
一

か
ら
五

ま

で

の
記

事
は

、
内

容

か
ら
一

.
五

と
口

.
⇔

.
①

の

二
群

に
分
け

ら

れ
る
。

一

・
五

は
文
学

に

関
す

る
記

事

で
あ

り
、

口

・
日

・
四

は
為

人

に
関

す

る
記
事

で
あ

る
。

そ

し
て
宋

之
問

伝
あ

紙
幅

の
大

半

は
二

・
⇔

・
四

の
三
項

の
記

事

に
よ

つ
て
占

め
ら

れ

、
為
人

が
阿

談
狡

猜

で
あ

っ
た

こ
と

が
強
調

さ
れ

て

い
る
。

ま

る
で

こ

の
伝

は
、

こ
の
点

の
み

を

強
調

す

る

こ
と
に
主
眼

を

置

い
て
書

か

れ
た

か

の
感

さ
え
あ

る
。

殊

に

①

の
記

事

は
、
冷

静

な
再
祖

雍

の
態
度

と
対

比
さ

せ

る

こ
と
に
よ

っ
て
、

宋

之

問
を
小

心

で
軟
弱

な
小

悪
党

と
し

て
印
象

づ

け

る
役
割
を

果

し

て

い

る
。
そ

し

て

こ
の
伝

の
記

述

が
、

後
世

な

が
く
今

日
ま

で
、
為

人

の
卑

し

さ

こ
れ
に
過

ぐ

る
者

は
な

い
と

い
わ

ん
ば

か
り

の
宋

之

問

の
人
物

像
を

が

っ
ち
り

と
規
定

し

て
き

た

の

で
あ

る
。

と

こ
ろ

が

い
ま

、

こ

の
伝

を
更

め

て
読

み
返

え
し

て

み
る

と
き

、

こ
の

伝

で

は
、
詩
作

に
長
じ

て

い
た

と

い
う

点

と
為

人

が
狡

猜
だ

っ
た

と

い
う

点

と

が
た

だ
単

に
特
徴

的

に
並
挙

さ
れ

て

い
る
に
す

ぎ
ず

、
両

者

の
有

機

的

な
関

連
性

は
何

ら
説

明
さ

れ

て

い
な

い
こ
と
に
気

づ
く
。

ま

し

て

こ
の

二
点

か
ら

だ
け

で
は
、

具
体

的

に

一
人

の
生
き

た
人

間

の
像

は
全
く

連
想

で
き
な

い
。

そ
れ

も
そ

の
は
ず

で
あ

っ
て
、

こ

の
伝

で
は
、
宋

之
問

の
像

を
猫
く

た

め

の
重

要
な

鍵
を
握

る

一
面

が
語
ら

れ

て

い
な

い
か
ら

で
あ

る
。

「
新
唐
書

」

に

お

い
て
、
そ

れ
が
故

意

に
記

さ
れ
な

か

っ
た
も

の
で
あ
る

の
か
、

あ

る

い
は
偶

然

に
見
落

さ

れ
た

も

の
で
あ

る

の
か
は
は

っ
き

り
し

な

い
。

し

か
し
推

測
す

る

に
お
そ

ら
く

は
故
意

に
削

除
さ

れ
た

も

の
だ
と

思

わ

れ
る
。

私

が

「
新

唐
書

」

の
記

述

に
は
あ

か
ら

さ
ま

な

軽
蔑

が
見
ら

れ
る

と

い
う
論

擦

の

一
つ
は
こ

こ
に
あ

る

の
だ
が

、
そ
れ

は
宋
之

問

の
為

人

の
卑

し

さ
を
強

調
す

る

の
に
不
都

合

で
あ

つ
た

が
た

め

に
、

わ
ざ

と

こ

の
伝

か
ら
削

り
落

さ
れ

た
も

の

の
よ
う

に
思

わ
れ
る
。

こ

の

「
新

唐
書

」

が
記

さ
な

い
宋

之

問

の
他

の

一
面

と
は

、
彼

が
司
馬

承
禎

・
釈
懐

一
と

い
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っ
た
名

だ

た

る
高

潔

の
人
士

と

と
も

に

「
方
外

の
十
友

」

と
称

せ
ら

れ

て

い
た
と

い
う
事

実

が

か
た
る
意
外

な
彼

の
脱
俗

的
な

一
面

で
あ

る
。

も

つ

と
も

、

「
方
外

の
十

友
」

と

い
う

呼

称

は
則

天
武
后

の
治
世

の
も

の
で
あ

つ
て
、
景
龍

年
間

の
も

の
で
は

な

い
。

し

た

が

つ
て
、
宋
之

問

が

「
方

外

の
十
友
」

と
呼

ば

れ
る

に
値

し

た

の
は
則

天
武

后

の
治
世
だ
け
で
あ

っ
て
、

景
龍

年
間

の
宋

之

問
は
す

っ
か

り

人
柄

が
変

っ
て
し
ま

っ
て

い
た

の
だ
と

す

る
見
方

も
あ

り
う

る
。

し

か
し
な

が
ら

こ
う

し

た
否

定

的
な
見

方

は
当

ら
な

い
の
で
あ

っ
て
、

現
在
行

わ

れ

て

い
る
宋

之

問

の
作

品
集

の
中

に
も

景
龍

の
頃

の
宋
之

問
が

強
く
離

俗

を
志
向

す

る

一
面

を
も

っ
て

い
た

こ
と

を
裏
書

き

す

る
作

品

が
数
首
収

録

さ
れ

て
お

り
、

又
当
時

の
詩

人
達

の
中

で
、
沙
門

に
贈

っ
た
詩

や
仏
寺

に
遊

ん

で
作

っ
た
詩

が
群

を
抜

い
て
多

い

と

い
う
事

実

も
、
宋

之

問

の

こ
う

し

た

一
面

を
端
的

に
物

語
る

も

の
だ
と

い
え

る
で
あ

ろ
う
。

こ
こ
で
改

め

て
、
詩

作

に
長

じ

て

い
る

こ
と

、
為

人
が
卑

し

い
こ
と
、

脱
俗
的

な

一
面

を
も

っ
て

い
る

こ
と
ー

の
三
点

を
総

合
的

に
考

え

る
と

き
、

こ
れ
ら

は

は
じ

め

て
、
宮

廷
詩

人

の
も

つ
三

つ
の
側
面

を

語

る
も

の

と
し

て
、
有

機

的
な

つ
な

が
り
を

も

つ
て
、
宋

之
問

と

い
う

一
人

の
宮

廷

詩
人

の
像

を

形
造

る

の
で
あ

る
。

先
掲

の
二

と

⇔

の
記

事

は
、
宋

之
問

の
為

人

の
卑

し
さ
を

語

る

に
充

分

で
あ

る
。

な

る

ほ

ど
、
張
仲
之

を

罪

に
陥

れ
た
当

事
者

が
宋

之

問

で
あ

つ

た

か
ど
う

か

は
多

分

に
疑

問

の
余

地

が
あ

る
じ
"

ま

た
変
節

に

つ
い
て
も

初

め
酷

吏
来

俊

臣

に
付
し
、
俊

臣

が
誹

せ
ら

れ

る
と
張

易
之

に
付

し

、
易

之

が
識

せ
ら

れ
る

と
章
嗣

立

に
身

を

託

し
、
後

は
誰

王

に
付

し

た
と

い
う

よ
う

に
、
宋

之
問

よ
り
は

る
か

に
目
ま

ぐ

る
し

い
転
身

を

み
せ

た
鄭
惜

の

よ
う

な

人
物

も

い
て
、

「
新
唐
書

」

が
印
象

づ
け
よ
う

と
す

る

ほ
ど

に
は

宋

之
問

は
卑

し

い
人
物

で

は
な
か

っ
た

か
も

し
れ

な

い
。

し

か
し

い
か

に

贔
う屓
目

で
見

て
も

、
張
仲

之

の
事

件
を
契

機

に
罪

を
賄

っ
て
鴻
腫

主
簿

に

任

ぜ
ら

れ
、

武
三
思

と

い
う
大

物

の
後

楯
を

得

た

こ
と

は
事

実

の
よ
う

で

あ

り
、

安
楽

公
主

へ
の
り

か
え
を

謀

っ
た

の
も
事
実

の
よ
う

で
あ

る
。

と

す

る

と
、
宋

之

問

が
何

故

に
心
あ

る

人

々
に
歯

さ

れ
な

い
、
か
く

も
卑

劣

な
挙

に
で

な
け

れ
ば
な

ら
な

か

っ
た

の
か
、

と

い
う

大

き
な

疑

問
が
生

じ

て
く

る
。

こ
う

し

た
宋
之

問

の
無
節

操
な

変
節

が
意

味
す

る
も

の
は

、

一
体
何

な

の

で
あ

ろ
う

か
。

そ

れ
は
、
宮

廷

詩
人

の
生

活

が
権

力

者

の
庇
護

を
離

れ

て

は
あ

り

え
な

か

つ
た

こ
と
を
意

味
す

る
も

の
だ
と
考

え
ら

れ

る

の
で
あ

る
。

詩

才

が
秀

逸
な

る
が

た
め

に
宮

中

に

召
さ

れ
、
詩

を
作

る

こ
と
を

唯

一
の
責

務

と
し

て
課

せ
ら

れ
て

い
る
宮

廷
詩

人

の
宋

之

問

が
、
宮

中

に
お

け
る
地

位

を
保
持

す

る
た

め

に
は
、
第

一
に
優

れ
た
詩

を
作

る

こ
と
、

第

二

に
は
自

分

の
文
才
を

認

め
て
晶

屓

し

て
下

れ

る
強
力

な

パ
ト

ロ
ン
を

獲

得
す

る

こ
と
、
こ

の
二

つ
の
至

難

な
条

件
を

克
服

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

宋
之

問

の
無

節
操

な
変

節

は
、

そ

の
第

二
の
条
件

で
あ

る

パ
ト

ロ
ン
を

獲

得
す

る
た

め

の
、

い
わ
ば
彼

に

と

つ
て
は
止

む

に
止
ま

れ

ぬ
必

死
な
処
生

の
手

段

だ

っ
た

の

で
あ

る
。

パ
ト

ロ

ン
は

天
子

に
働
き

か

け
る

力

の
大

き

い
大

物

で
あ

る

ほ

ど

い
い
。

そ

の
点

で
は
武

三
思

は
章

后

と
通

じ

て

い
た

し
、

安
楽

公
主

は
中
宗

に
も

つ
と
も

溺
愛

さ
れ

て

い
た
か

ら
、
宋

之

問
に

と

っ
て
は

こ
れ
以

上

に
格

好
な

パ
ト

ロ
ン
は
な

か

っ
た
。

こ
う

し
た

パ
ト

ロ
ン
の
も

と

で
さ
な

が
ら
帯

間

の

ご
と
く
阿

る

こ
と
は
、
彼

が
宮

中

に
地

位

を
確

保
し

つ
づ
け

る
た

め

の
最

も
実

益
的

な
方

法

だ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

先

掲

の
一

及

び
五

の
記
事

は

、
宋

之
問

が
当
時

に
傑

出

し
た

詩
人

で
、

文
学

史
的

な

立
場

か
ら

見

て
も
大

き

な
意
義

を

も

つ
詩

人

で
あ

る

こ
と
を



物

語

る
も

の

で
あ

る
。

そ
し

て

こ
れ

は
、

と
り
も

な
お

さ
ず

、
先
述

し

た

宮
廷
詩
人
の
第

一
の
条
件
「

〈優
れ
た
詩
を
作
る
〉
と
い
う
条
件
を
宋

之
問

が
充
分

に
充

た
し

て

い
た

こ
と
を

も

の
が

た
る
も

の
に
ほ
か
な

ら

な

い

。と

こ
ろ

で
、

「
新
唐
書

」

に
並

挙
さ

れ

た

こ
れ
ら

の
二

つ
の
点

が
各

々

宮
廷
詩

人

の
生

き
方

と
密
接

に
関
連

す

る
も

の
で
あ

る
こ

と
は

こ
れ

で
明

ら
か

に
な

っ
た

が
、
更

に
も
う

一
つ
の
彼

の
脱
俗
的

な

一
面

は
、
宋

之
問

の
宮
廷

詩

人
と

し

て

の
生
き

方

と
ど

の
よ
う

な

か
か
わ

り
を
も

つ
の

で
あ

ろ
う
か
。

三

 

応
制

詩

の
唱
和

が
行

わ
れ

た
場
所

は

、
御
苑

で
あ

つ
た
り

、
あ

る

い
は

公
主
や
高

官

の
邸

第

・
都

城
内

の
寺

院

で
あ

つ
た
。

そ

し

て

一
度

に
数
人

な

い
し

は
百

数

十
人

も

の
多

く

の
詩

人
達

が
詩
を

賦
し

て
競

っ
た

が
、
応

制
詩

の
詩
作

に
は
自
ら

い
く

つ
か

の
大

き
な
制

約

が
加

え
ら

れ

て

い
る
。

ま
ず
第

一
に
は

、
う

た
う

内
容

が
著

し

く
限
定

さ

れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

第
二

に
は
、

多

く

の
場

合
定

め
ら

れ
た

共
通

の
詩

体
を

用

い
て
、

し
か
も

わ
か
ち

与

え
ら

れ

た
韻

字
を
使

用

し
な

く

て
は
な

ら
な

い
こ
と

で
あ

る
。

そ
し

て
第

三

に
は
、

言
う

ま

で
も

な

い
こ
と
な

が
ら
、

競
作

で
あ

る
か
ら

に
は
速

く
作

ら

ね

ば
な
ら
な

か

っ
た

こ
と

で
あ

る
。

こ
れ
ら

三

つ
の
制
約

の
中

で
、
詩

人

に

と

つ
て
も

つ
と
も
難

関

だ

つ
た

の
は
、
第

一
の
内

容

が

著
し
く

限
定

さ

れ

て

い
る

こ
と

で
あ

る
。

宴

席

の
豪
華

さ

を
叙

し

、
庭
園

の
さ
ま

を

称
美

し
、

天
子

を
讃

え

て
、
そ

の
華
席

に
招

か

れ
た
身

の
幸

福

を
謝

し

て
う

た
う

の
が
応
制

詩

の
決

ま
り

き

っ
た
内
容

で
あ

つ
て
、

こ
の

枠

か
ら

は
み
出

す

こ
と

は
許

さ

れ
な

い
し

、
又
あ

り
え

な

か

っ
た
。

な

ぜ

な
ら

ば
、

応
制

詩

は
天
子

の
遊

び

の
楽
し

み
を

よ
り

助
長
す
る
た
め
の
芸
、

宴
席

に
興

を

そ
え

る
た

め

の
装

飾
文

学

で
あ

つ
て
、

た

だ
美

し
く
楽

し
く

さ

え
あ
れ

ば
よ

か

つ
た

か
ら

で
あ
る
。

そ
し

て
内

容

が

こ
う

し

た
極

端
な

限
定

を
強

い
ち

れ

る

の
み
な
ら
ず

、
詩

情

が
湧

く
と
湧

か
ざ

る
と

に
か

か

わ
ら
ず

一
方
的

に
詩

作
を
要

求

さ

れ
る
応
制

詩

は
、

詩
を

競
う

詩
人

達

が

同

一
の
座

に

い
る

の

で
あ

る

か
ら
、

目

に
ふ

れ
る

一
切

の
も

の
が
全

て

の

詩
人

達

に
全
く

同

一
で
あ

る

と

い
う

き
わ

め

て
特
殊

な
条

件

の
中

で
競

わ

れ
る
。

こ
の
き

わ

め
て
特
殊

な
条

件

の
下

で

の
競

作

に
お

い
て
、
他

の
詩

人
を
凌

駕

し

て
勝

つ
た

め
に
は

、
内
容

は

も

つ
と
も

天
子

の
意
を

迎

え

る

も

の
で
な

く

て
は
な

ら
ず

、
表

現
も
新

奇

で
衆

目
を
引

き
付

け

る
も

の

で

な
く

て

は
な
ら

な

い
。

こ

こ
に
応

制
詩

が
修

辞

に
走

る
必
然

性

が
あ

る

の

で
あ

る

が
、
そ

れ
は

一
応

置
く

と
し

て
、

こ
う

し

た
き

び

し

い
制

約

の
下

に
お
け
る

応
制
詩

の
詩

作

は
、
宋

之
問

が

い
か

に
性
来

非

凡

で
文
才
豊

か

な
詩

人

で
あ

つ
た

と
し

て
も

、
他

の
詩

人

た
ち

も

い
ず

れ
劣

ら

ぬ
詩
才

の

持
ち
主

ば

か
り

で
あ

っ
た

だ
け

に
、
詩

作

に
は
容

易
な

ら

ざ
る

工
夫

を
要

し

た
は
ず

で
あ

る
。

し
か
も

そ

れ
が
時

折

り
と

い
う

の

で
あ

れ

ば
ま

だ
し

も
、

ほ
と

ん
ど
毎

日

が

こ
う

し

た
詩
作

の
連

続

で
あ

っ
た

こ
と
を

考

え
れ

ば
、
宋

之

問

に
と

つ
て
、

そ
れ

は
と

て
も
遊

び

と

い

つ
た
悠

長
な
気

分

に

浸

つ
て
は

お
れ

な

い
、
む

し
ろ
苦

痛
な

詩
作

で
あ

つ
た
と
推

測

さ
れ

る
。

勿

論
優

れ

た
詩

が
常

に
即
興

で
作

れ

る
も

の

で
は
な

い
。

彼

は
絶

え
ず
新

奇
な
表

現

を
求

め

て
思

索

し
、
句

を
錬

り

、
競
作

に
勝

つ
た
め

の
詩

の
創

作

に
全

精

力
を
傾

注

し
た

の

で
あ

る
。

そ

し

て
先

に
も

そ

の
例
を

あ
げ

た

よ
う

な
詩

の

コ
ン
ク

ー

ル
に
、
あ

る

い
は
宴

席

の
競
作

ゲ
ー

ム
に
、
詩

の

で
き

ば
え

と
詩
作

の

ス
ピ
ー
ド

と
を
競

い
あ

つ
た

の
で
あ

る
。

詩

作

が
競
争

で
あ

る
と
き

、
誰

も

が
意
地

で
も
負

け

た
く

は
な

い
。

ま
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し

て
宋
之

問

に

は
是

が
非

で
も

一
位

を
勝

ち

と
ら

ね
ば
な

ら
な

い
わ

け

が

あ

っ
た
。

彼

が
宮

廷
詩

人

だ

っ
た

か
ら

で
あ

る
。
宋

之
問

に
と

っ
て
、
優

勝
す

る

こ
と

は
窮
極

の
目
的

で
は

な
か

っ
た
。

ま

た
負
け

て
罰

杯
を

も
ら

れ
る

こ

と
も
単

に
そ

の
場

の
恥

に

と
ど
ま

ら

な
か

っ
た
。

傑
作

を
も

の

に

し

て
優

勝

す

る

こ
と
は

、
彼

の
今

日

の
詩

名
を

高
鳴

ら

せ
る

の
み
な

ら
ず

明
日
か
ら

の
官
職

と
栄
光

あ

る
生

活
と
を

約
束

す

る
も

の
で
あ

り
、

罰
杯

を
も

ら

れ
る

こ
と
は
、
当

然

そ

の
逆

の
結

果

の
到
来

に

お

の
の
か
ざ

る
を

え
な

い
悲

愴

な

こ
と

で
あ

つ
た
は
ず

で
あ

る
。

こ
れ
は
あ

た

か
も
芸

人

の

生
活

の
ご
と

く

で
あ

る
。

芸
人

は

芸
が
冴

え
を

み
せ
て

い
る
う

ち

こ
そ

贔

屓

の
客

も

沢
山

に

で
き

、
華

か
な
生

活

が
自
ず

と
約

束
さ

れ

て

い
る

も

の

の
、

し

か
し

一
た

び
芸

に
冴
え

を
失

つ
た
と
き

、
今

ま

で

の
栄
光

の
座

を

他
人

に

明
け

渡
し

て
お
ち

ぶ
れ
て

い
か
な

け

れ
ば
な

ら
な

い
、

そ

の
は
や

り
す

た
り

の
烈
し

さ
に
よ

く
似

て

い
る
。

こ
の
よ
う

に
見

て
く

る
と

、
宋

之
問

の
応

制

詩

の
詩

作

は
、

天
子

の
遊

び

の
意

識

と
は

お
よ
そ
う

ら

は
ら

な
、
冷

た
く

と
ぎ
す

ま

さ
れ

た
芸

人
的
競

争
意

識

に
よ

つ
て
な

さ
れ

た
と

い
う

こ
と

が

で
き

る
。

宋

之
問

の
創
作

意
識
を

こ
の
よ
う

に
把

握

し
、

こ
れ

と
先

に
述

べ
た

パ

ト

ロ
ン
に
帯

間

の

ご
と
く

阿

ね
る
宋

之

問

の
処

生

の
方
法

と
を

考
え
合

せ

て
み
る

と
き

、
従

来
見
落

さ

れ
て
き

た
宋

之
問

の
脱

俗
的

な
性
格

の

一
面

が
は
じ

め

て
理
解

さ
れ

る
。

し
か
も

そ

れ
は

ま
た

一
方

で
は
、
宋

之

問

の

宮
廷
詩

人
生

活

が

い
か

に
芸

人
的
な

生
活

で
あ

つ
た
か
と

い
う

こ
と
を

、

更

に
は

つ
き
り

と
裏

付

け
る

こ
と

に
も
な

る

の

で
あ

る
。

宋
之

問

の
日
常

は
、

天
子

の
意

を
迎

え

、

パ
ト

ロ
ン
に
媚

び
取
入

り
、

一
方

で

は

ひ
た
す

ら
詩

句
を
錬

る
こ
と

の
連
続

で
あ

っ
た
。
彼

は

か
か
る

宮
廷
詩

人

生
活

の
緊
張

の
連

続

に

い
か
に
し

て
堪

え
た

の

で
あ

ろ
う

か
。

彼
が

い
か

に
先

天
的

に
宮

廷
詩
人

に
向

い
た
タ

イ
プ
を
身

に
そ
な

え

て

い

た
と
し

て
も

、

そ

の
緊

張

を

ほ
ぐ

す
時

間
を

持

た
な

か

っ
た
は
ず

は
な

か

ろ
う
。

そ

し
て

む
し

ろ
、
彼

の
平

生

の
緊
張

の
度

A
口
が
強
け

れ

ば
強

い
ほ

ど
、

そ
れ

か
ら
解

き
放

さ

れ
た
場

合

の
ほ
ぐ

れ

の
度

合

も
常

人

の
そ

れ
を

は
る

か

に
こ
え

て
強

か

つ
た

の
で
は
な

か

ろ
う

か
。

次

に
掲

げ

る

「
秋
晩

遊
普
耀

寺
」

詩

に
、
緊

張

か
ら
解

放

さ

れ
た
そ
う

い
う

宋
之

間

の
姿

を
見

る

こ
と
が

で
き

る
。

薄
暮
曲
江
頭

仁
祠
暫
可
留

山
形
無
隠
舞

野
色
循
呈
秋

荷
覆
香
泉
密

藤
縁
宝
樹
幽

平
生
厭
塵
事

過
此
忽
悠
悠

薄
暮
曲
江
の
頭

仁
祠
暫
ら
く
留
ま
る
べ
し

山
形
隠
な
く
舞
れ

野
色
循
く
秋
を
呈
す

荷
は
香
泉
に
覆
つ
て
密
に

藤
は
宝
樹
に
縁
つ
て
幽
な
り

平
生
塵
事
を
厭
ふ

此
に
過
り
て
忽
ち
悠
々
た
り

当
時

仏
寺

は
、

巷
間

の
雑

踏
を

避
け

た
都

城
内

に

お
け

る
閑

静

な
場

所

の

一
つ
で
あ

り
、

世
俗

の
塵
埃

か
ら
遠

ざ

か

つ
て
遊

べ
る
場
所

で
あ

っ
た

「
平
生

厭
人

事

過
此
忽

悠

悠
」

と

は
、
秋

の
晩

れ

に

こ
こ

に
遊

ん

だ
宋

之

問

が
、

日
常

の
官
界

の
煩

し
さ

と
詩

作

の
緊
張
感

と
か
ら

解
放

さ

れ
て

本
来

の
自
分

に
立

ち
返

つ
た
と
き

、
率

直

に
吐
露

し

た
偽
り

な

い
心
情

で

は
な

か

つ
た
か
。

そ
し
て
ま
た
次
の
=

官
遊
非
吏
隠

心
事
好
幽
偏

考
室
先
依
地

官
遊
吏
隠
に
非
ざ
る
も

心
事
幽
を
好
む

室
を
考
ふ
る
は
先
づ
地
に
依
り

一22一



為
農
且
用
天

輔
川
朝
伐
木

藍
水
暮
澆
田

独
与
秦
山
老

相
歓
春
酒
前

農
を
為
す
は
且
ら
く
天
に
用
る

輌
川
朝
に
木
を
伐
り

藍
水
暮
に
田
に
澆
ぐ

独
り
秦
山
の
老
と

相
ひ
歓
ぷ
春
酒
の
前

こ
の

「
藍

田
山

荘
」

詩
や

「
今

日
何

処

に
遊
ば

ん

春

泉
薬

を
洗

ひ
て

帰
る
」

(
「春
日
山
家
」
詩
)
な

ど

に
見
ら

れ
る

、

日
常

の
生

活

と
は

隔
絶

し

た
別

世

界

に

一
時
を

遊

ぷ
宋

之

問

の
姿

は
、
緊
張

の
連

続

の
宮
廷

詩
人

生
活

の
間
隙

に
ふ
と
食

い
入

っ
て
く
る

芸
人
的

寂
蓼

感
を

慰
撫
す

る

た

め

に
、
あ

る

必
き

は
山
荘

に
遊

び
、
ま

た
あ

る

と
き

は
山
野

に
遊

ぷ
緊

張

か

ら
解

放

さ

れ
た
姿

で
は
な

か

つ
た

か
。

宋

之

問

に

と

つ
て
、
仏

寺

に
遊

ん
で
詩

を

賦
し

た
り

、
沙
門

と
交

遊
を

結
ん

だ
り
す

る

こ
と
が

、
よ
し

ん

ば
人
生

を
解

脱
す

る
うと

い
う

仏
教

の
第

一
義

的

な
方
向

で
は
な

か

っ
た
と
し

て
も

、
ま

た

山
野

に
遊

ん

で
自
由

無

磯

の
世
界

を
希

求
す

る

こ
と

が
、

た
だ
単

に

一
時
的

に
名

利

の
境
を
離

れ

る
た
め

の
、

い
わ

ば
消
憂

の
場

と

し
て
求

め
ら

れ

た
も

の
で
あ

っ
た
と
し

て
も
、
宋

之

間

が
強

く
離
俗

を
志

向
す

る

一
面
を

も

っ
て

い
た

こ
と
は

、
ま

ぎ
れ

の
な

い
事
実

で
あ

る
。

宋

之
問

は

こ
う

し

た
離
俗

の
世

界

に

一
時

的

に
精
神

を
遊

ば

せ
る

こ
と
に

よ

つ
て
、
そ

こ
で
新

た

な
生
き

生
き

と
し

た

活
力
を

培

い
、
目

ま
ぐ

る
し
く

複
雑

な
官

界

の
人
間

関
係
を

巧

み

に
泳

ぎ
、

絶
え
間

な

い
詩
作

の
連
続

に
見

事

に
堪
え

た

が
た

め
に
、
当

代
随

一
の
宮

廷
詩
人

の
名

声
を

勝
ち

と
る

こ
と

が
で
き

た

の
だ
と

考
え

ら
れ

る

の
で
あ

る
。

そ
し

て

こ
れ
は
言

い
換

え
る

な
ら
ば

、
時

と
し

て

こ
う

し

た
自
由
無

礫

の
世

界

に
精
神

を
遊

ば

せ
る

こ
と
な
く

し

て
は
、

到
底
宋

之
問

に
も

堪

え
ら
れ

な

い
阿
諌

と
屈
辱

に
満

ち

た
、
緊

張

の
連
続

の
宮
廷

詩
人

生
活

だ

っ
た

の

で

あ

ろ

う

。む
す
び

宋
之
問

を
例

に

と

つ
て
、
宮

廷
詩

人

の
生
活

が

さ
な

が
ら
帯

間

の
ご
と

く
阿
談

に
満

ち
、
応

制
詩

の
唱

和

が
冷

た
く

と
ぎ
す

ま

さ
れ

た
芸

人
的
競

争
意

識

に
よ

っ
て
な

さ

れ
た

こ
と
を

述

べ

た
が
、

こ

の
よ
う

に
宮
廷

詩

人

の
生

活
を

常
間

の
そ

れ

で
あ

つ
た

と
把
握

し

、
宮

廷
詩
人

に

と

つ
て
応
制

詩

の
唱
和

が
、

芸
人

的
競
争

意

識

に
よ

つ
て
な

さ

れ
た
冷

厳

な
競
作

以
外

の
何

も

の

で
も

な

か

つ
た
と
理

解
す

る

と
き

、

こ
う

し

た
宮

廷
詩

人
達

が

構
成
貝

の
中

に
含

ま

れ
、

し
か

も
彼

ら

が
も

つ
と
も
有

力

な

ス
タ
ー

で
あ

っ
た
景
龍

宮

廷
文

学

サ

ロ
ン
の
空

気

が

、

い
や

が
う

え
に

も
高

潮
し

、
緊

迫
し

た
も

の
に
な

っ
た

の
は
、

む
し

ろ
当

然

の

こ
と
と
し

て

頷
け

る
。
宮

廷
詩

人
達

は
明

日
か

ら

の
地
位

と
生

活

と
を

か

け

て
詩

作

に
取
組

み

、

一

方
高

級
官
僚
達

は
、
そ
う

し

た
宮

廷
詩

人
を

芸

人
と
見

下

し
、
高

官

と
し

て

の
自
負
心

か
ら

も
彼

ら

に
劣

ら
ぬ
詩

作

を
励

ん
だ
。

こ
の
よ
う

に
唱

和

す
る
詩

人
達

は

、

み
な
そ

れ
ぞ

れ

の
立
場

か
ら
内

に
は
げ

し
く
競
争

意

識

を
燃
し

て

、
峻
烈

な
詩

作

の
競
争

を
展

開
し

た

の

で
あ

る
。

し
た

が

っ
て

応
制

詩

の
唱

和

は
宴

席

の
装

飾
的

な
遊

び

の
文
学

で
あ

っ
た

に
も

か

か
わ

ら
ず
、

宴
席

の
空
気

と
は
う

ら
は

ら
な

意
外

と
も

い
え

る
緊
迫

し

た
空
気

の
中

で
競
わ

れ
、
修

辞

の
美

を
極

限

に
ま

で
追
求

し

た
優
美

華

麗
な

文
学

が
生

れ
た

の

で
あ

る
。

そ
し

て
応
制

詩

に

お
け
る

こ
う

し

た
修

辞

の
美

の

追

求

と
韻
律

の
譜
和

と
を

求

め
た

あ
く

な
き
詩

作

の
く

り
返
し

は

、
当
時

次
第

に
着
目

さ

れ

つ

つ
あ

つ
た
七

言
詩

を
意
欲

的

に
と

り
入

れ

て
、
景
龍

三
年

か
ら
同

四
年

に

か
け

て

の
短

期
間

に
七

言
律
詩

体
を
急

速

に
完

成

に

こ
ぎ

つ
け
、

こ
こ
に
中
国

文
学

史
上

に
確

固

た
る
位

置
を

占

め
る
、

景
龍
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宮

廷

サ

ロ
ン
文
学

と

い
う

サ

ロ
ン
文
学

の
空

前
絶

後

の
大
盛

況

が
も

た
ら

さ
れ

た

の
で
あ

る
。註

(
1
)
高
木
正

一
氏

が

「
景
龍

宮
廷
詩

壇

と
七
言
律
詩

の
形
成
」

(
「立
命
館

文
学
」

二

二
四
号

〉
に
詳
し
く
論
証
し

て
お
ら

れ
る
。

(
2
〉
多
少
難
を
言

え
ば
、
新

・
旧
唐
書

の
中
宗
紀

な
ど
と
照
し
合

せ
て
み
る

と
き
、

「唐
詩
紀
事
」

巻
九

・
李
適

の
条

の
記
述

に
は
、
日
時
な
ど

に
関
す
る
明
ら

か

な
誤
り

が
何

ヶ
所
か
指
摘

で
き

て
、
そ

の
信
悪

性
は
再
検
討

の
余
地

が
な

い
で

も
な

い
。

し
か
し
こ
の
場
合
、
宴
集

の
あ

っ
た
場
所
や
回
数

に
誤
り

は
発
見

で

き
な

い
の
で
、
サ

ロ
ン
の
盛
況

ぷ
り
を
知

る
資
料

と
し
て
は
充
分

で
あ
る
。

(
3
)

「唐
詩
紀
事
」

巻
入

・
陳
子
昂

の
条

に
、

「子

昂

・
趙
貞
固

・
慶
蔵
用

・
杜
審

言

・
畢
隆

沢

・
郭
襲

微

・
司
馬
承
禎

・
釈
懐

一
・
陸
徐

慶
、
号
方
外
十
友
。
」

と
見
え

る
。

(4

)
同
書
巻

二
百

六

・
武

三

思

伝

で

は

、

こ

の
計

画

を

発

い
た

の
は

再
祖
雍

(

宋
之

問

の
友
人

)

ダ
宋

之
悪

(之
問

の
弟

)

・
李
竣

(之
問

の
甥
)
だ
と
記

し

て
い
て
、

た
し
か
に
関
係

の
深

い
人

々
の
名
前

が
あ
げ
ら
れ
て

い
る
も

の
の
、

宋
之
問

の
名

は
な
く
、

「新
唐
書

」

の
記
述

そ
の
も
の
に
く

い
ち
が

い
が
み
ら

れ
る
。
又

、

「新

唐
書
」

の
記
事
は
何

に
依
拠

し
て
書

か
れ
た
も

の
で
あ

る
の

か
は

つ
き

り
し
な

い
が
、

「太
平
広
記
」
巻

二
六
三
に
引
く

「朝
野
金
載
」

や

「通
鑑
考
異

」
巻
十
二
に
引
く

「御
史
台
記

」
な
ど
、
宋
人

の
引
く
唐
人

の
雑

伝
記
類

の
書

は
、

い
ず

れ
も
之
悪

が
姪

の
曇

に
発
か
せ
た
と
な

つ
て
い
る
。
私

は
こ
こ
に
も
、
宗
祁
が
故
意

に
宋
之
問

の
所
業

に
し
た

て
よ
う

と
し

た
の
で
は

な

い
か
と

い
う

疑
念
を
懐
く
。
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