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第
六
冊
の
は
じ
め
に

　
『
文も
ん

選ぜ
ん

詩
篇
』
の
最
後
の
二
巻
に
当
た
る
巻
三
〇
・
巻
三
一
は
、
部
立
て
と
し
て
は
「
雑ざ
っ

詩し

下
」
「
雑ざ
つ

擬ぎ

上
」
「
雑
擬
下
」
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
「
雑
」
の
字
が
冠
せ
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
「
雑
」
と
い
っ
て
も
「
い
ろ
い
ろ
な
」
「
多
様
な
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
「
雑
然
」

「
粗
雑
」
と
い
っ
た
否
定
的
な
意
味
は
伴
い
ま
せ
ん
。

　

本
冊
の
作
者
に
は
陸り
く

機き

、
盧ろ

諶し
ん

、
張ち
ょ

載う
さ
いら

西
晋
の
人
も
含
み
ま
す
が
、
そ
れ
よ
り
あ
と
の
南
朝

宋
・
南
斉
・
梁
の
人
が
多
く
を
占
め
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
は
『
文
選
』
所
収
作
者
の
な
か
で
、
比

較
的
後
期
に
属
す
る
人
た
ち
で
す
。
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
、
生
硬
な
表
現
は
影
を
潜
め
、
か
な
り

親
し
み
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す
。
陶
淵
明
の
作
な
ど
は
、
少
な
く
と
も
言
葉
の
う
え
で
は
、
と
り

わ
け
平
易
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

親
し
み
や
す
い
表
現
に
な
る
と
と
も
に
目
立
つ
の
は
、
言
葉
が
磨
き
抜
か
れ
、
は
な
は
だ
洗
練

さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
詩
と
い
う
言
語
表
現
の
成
熟
が
如
実
に
わ
か
り
ま
す
。
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こ
と
に
沈し
ん

約や
く

の
作
品
な
ど
は
実
に
巧
み
に
、
円
熟
し
た
域
に
達
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。

　

表
現
の
熟
達
と
い
う
修
辞
的
な
特
徴
が
目
立
つ
こ
と
は
、
作
者
が
何
か
を
強
く
訴
え
か
け
る
と

い
う
面
が
希
薄
に
な
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
と
も
書
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
切
実

な
動
機
が
後
退
し
、
巧
緻
な
表
現
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
詩
の
価
値
が
軽
減
す

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
と
も
と
詩
は
言
葉
の
洗
練
が
大
き
な
要
素
を
占
め
る
も
の
で
す
。

そ
の
こ
と
は
昭
明
太
子
の
「
文
選
の
序
」（
四
一
五
頁
）に
、
「
文ぶ
ん

を
能よ

く
す
る
を
以
て
本も
と

と
為
さ
」

な
い
よ
う
な
言
説
、
す
な
わ
ち
表
現
に
顧
慮
し
な
い
言
説
、
そ
れ
は
採
ら
な
い
、
と
表
明
さ
れ
て

い
る
と
お
り
で
す
。
内
容
よ
り
表
現
へ
の
傾
斜
は
、
『
文
選
』
が
編
纂
さ
れ
た
あ
と
の
時
代
に
な

る
と
い
っ
そ
う
そ
の
傾
向
を
強
め
、
南
朝
後
期
の
文
学
の
特
徴
と
な
っ
て
ゆ
き
ま
す
。

　

陶
淵
明
の
詩
は
『
文
選
』
に
八
首
が
採
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
の
五
首
が
こ
の
冊
に
入

っ
て
い
ま
す
。
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
「
飲
酒
二
十
首
」
の
第
五
首
、
「
廬い
お
りを
結
ん
で
人じ
ん

境き
ょ
うに
在
り
」

の
詩
も
、
「
雑
詩
」
と
題
し
て
こ
こ
に
見
え
ま
す
（
二
九
頁
）
。
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
何
も

特
別
な
こ
と
の
な
い
、
日
常
生
活
の
一
場
面
で
す
。
そ
う
で
は
あ
る
の
に
、
日
々
の
暮
ら
し
の
な

か
の
さ
ま
ざ
ま
な
雑
多
な
こ
と
は
消
え
、
浄
化
さ
れ
た
一
つ
の
世
界
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
か
の
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よ
う
で
す
。
現
実
世
界
に
身
を
置
き
な
が
ら
、
し
か
も
現
実
と
は
異
な
る
位
相
に
す
り
替
わ
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
彼
が
こ
の
詩
で
い
う
「
真
」
の
世
界
、
「
真
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
も
「
真
の

意
」
、
「
真
」
を
感
じ
さ
せ
る
気
配
を
創
り
出
し
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。

　

謝し
ゃ

朓ち
ょ
うの

詩
も
こ
の
冊
に
は
八
首
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
謝
朓
は
風
景
を
き
め
細
か
く
、
美
し

く
描
き
出
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
ま
す
が
、
唐
の
李
白
が
ひ
た
す
ら
に
敬
慕
し
た
よ
う
に
、
唐
詩
へ

の
影
響
の
大
き
い
詩
人
で
す
。
全
体
の
景
を
大
き
く
取
り
上
げ
る
よ
り
も
、
自
然
の
な
か
の
一
つ

の
場
面
を
と
ら
え
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
見
ら
れ
ま
す
。
景
を
描
き
な
が
ら
も
、
そ
の
詩
に
は
常
に

官
界
に
お
け
る
不
本
意
な
思
い
が
揺よ
う

曳え
い

し
て
い
る
の
は
、
六
朝
詩
人
の
誰
も
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ

う
に
、
彼
も
官
人
と
し
て
の
し
が
ら
み
の
な
か
に
生
き
た
か
ら
で
す
。

　

沈
約
は
南
朝
宋
・
南
斉
・
梁
の
三
朝
に
わ
た
っ
て
、
い
ず
れ
も
高
い
地
位
に
あ
り
ま
し
た
。
政

界
に
お
け
る
と
同
様
、
文
化
の
方
面
で
も
大
御
所
的
存
在
と
し
て
重
き
を
な
し
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ

え
に
詩
人
と
い
う
狭
い
枠
に
収
ま
り
き
ら
な
い
の
で
す
が
、
詩
で
は
声
調
の
配
置
に
意
を
用
い
た

こ
と
で
知
ら
れ
ま
す
。
謝
朓
が
詩
の
表
現
の
面
で
唐
詩
を
拓ひ
ら

い
た
と
す
れ
ば
、
沈
約
は
形
式
の
面

で
貢
献
し
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
唐
に
至
っ
て
成
立
す
る
近き
ん

体た
い

詩
（
律
詩
・
絶
句
な
ど
）は
、
沈
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約
の
提
起
し
た
声
調
に
関
す
る
考
え
か
ら
発
展
し
た
も
の
だ
か
ら
で
す
。

　
『
文
選
詩
篇
』
の
最
後
の
部
立
て
は
、
先
行
す
る
作
品
を
模
擬
す
る
「
雑
擬
」
で
す
。
そ
こ
で

は
作
者
自
身
を
表
出
す
る
こ
と
は
抑
え
、
過
去
の
作
品
の
か
た
ち
を
な
ぞ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

れ
に
類
し
た
も
う
一
つ
の
作
品
を
提
示
し
よ
う
と
し
ま
す
（
な
か
に
は
作
者
自
身
の
思
い
を
い
く

ら
か
添
え
た
作
も
混
じ
っ
て
は
い
ま
す
が
）
。
こ
の
よ
う
な
模
擬
詩
は
、
一
見
す
る
と
近
代
文
学

が
独
自
の
表
現
、
独
自
の
内
容
に
よ
っ
て
文
学
た
り
う
る
と
す
る
考
え
方
と
背
離
す
る
か
の
よ
う

で
す
。
し
か
し
伝
統
に
則
る
こ
と
を
重
ん
じ
る
古
典
文
学
は
、
も
と
も
と
か
た
ち
を
襲
う
こ
と
が

文
学
た
り
う
る
た
め
の
条
件
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
模
擬
詩
は
単
な
る
模
倣
品
と
は
異
な
り
ま
す
。

そ
れ
自
体
で
作
品
と
し
て
の
価
値
を
も
ち
、
一
つ
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
を
な
す
も
の
で
し
た
。

　
「
…
…
に
擬
す
」
、
あ
る
い
は
「
…
…
に
倣
う
」
「
…
…
に
学
ぶ
」
の
よ
う
に
、
模
擬
詩
で
あ
る

こ
と
が
詩
題
に
明
示
さ
れ
る
の
は
、
今
見
ら
れ
る
テ
キ
ス
ト
の
中
で
は
西
晋
の
頃
か
ら
始
ま
る
よ

う
で
す
。
『
文
選
』
「
雑
擬
」
の
部
も
西
晋
の
陸
機
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
（
本
冊
所
収
）
。
陸
機
に

先
だ
っ
て
、
西
晋
の
傅ふ

玄げ
ん

に
は
後
漢
・
張ち
ょ

衡う
こ
う「

四し
し

愁ゅ
う

の
詩
」（
巻
二
九
）五
に
模
擬
し
た
「
四
愁
の

詩
に
擬
す
」（『
玉
台
新
詠
』
巻
九
）が
あ
り
ま
す
。
同
じ
く
西
晋
・
張
載
の
同
題
の
詩
は
本
冊
に
収
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め
ら
れ
て
い
ま
す
（
一
八
三
頁
）
。
い
ず
れ
も
西
晋
の
人
で
す
が
、
こ
の
時
期
か
ら
「
擬
…
…
」
詩

が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
「
古
詩
」
以
来
の
詩
の
流
れ
を
伝
統
と
し
て
意
識
す
る
こ
と
が

固
ま
っ
た
こ
と
、
模
擬
詩
が
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
定
着
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
し
ょ
う
。

　

詩
篇
の
最
後
は
、
模
擬
詩
の
代
表
と
も
い
う
べ
き
梁
・
江こ
う

淹え
ん

の
「
雑ざ
っ

体た
い

詩し

三
十
首
」（
二
七
九
頁
）

で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
模
擬
詩
に
は
先
行
す
る
詩
人
の
あ
る
特
定
の
作
に
模
擬
し
た
も
の

と
、
そ
の
詩
人
の
全
体
的
な
風
格
を
模
擬
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
が
あ
り
ま
す
が
、
江
淹
「
雑
体

詩
三
十
首
」
は
そ
の
双
方
を
兼
ね
備
え
た
も
の
で
す
。
代
表
的
な
一
首
を
選
ん
で
そ
れ
に
模
擬
し

な
が
ら
、
そ
こ
に
作
者
全
体
の
特
徴
も
盛
り
込
も
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
に
ふ
さ

わ
し
い
典
型
的
な
作
品
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
、
作
者
の
個
性
と
い
う
も
の
が
十
分
に
認
識
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
作
者
に
個
性
の
違
い
が
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
魏
・
曹そ
う

丕ひ

『
典て
ん

論ろ
ん

』

「
論
文
」（
巻
五
二
）に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
そ
れ
か
ら
二
百
五
十
年
ほ
ど
を
経
て
、

詩
の
成
熟
は
個
々
の
詩
人
の
特
性
を
い
っ
そ
う
際
立
た
せ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
『
詩
経
』
の
模
作
（
「
補ほ

亡ぼ
う

詩
」
）か
ら
始
ま
っ
た
『
文
選
詩
篇
』
は
、
こ
の
よ
う
に
模
擬
詩
を
も

っ
て
閉
じ
ら
れ
ま
す
。
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凡　

例

一
、
本
書
は
梁
・
昭
明
太
子
編
『
文
選
』
、
そ
の
「
詩
篇
」
の
部
（
巻
一
九―

巻
三
一
）に
収
め
ら

れ
た
全
作
品
の
原
文
・
訓
読
・
訳
・
語
注
で
あ
る
（
全
六
冊
）
。
各
詩
篇
の
末
尾
に
は
補
釈
を
付

し
て
理
解
の
補
い
と
し
た
。

二
、
本
書
の
底
本
に
は
、
通
行
す
る
い
わ
ゆ
る
胡こ

刻こ
く

本ぼ
ん

を
用
い
た
。
唐
・
李
善
の
注
を
付
し
た

『
文
選
』
を
、
胡こ

克こ
く

家か

が
清
の
嘉か

慶け
い

十
四
年
（
一
八
〇
九
）に
刊
行
し
た
本
で
あ
る
。

三
、
本
文
は
一
部
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
「
胡
氏
考
異
」（
胡
刻
本
付
載
）に
従
っ
た
場
合
は
特
に
注

記
せ
ず
、
集
注
本
、
九
条
本
な
ど
他
の
諸
本
に
よ
っ
て
改
め
た
場
合
の
み
、
そ
の
旨
を
記
し
た

（
『
文
選
』
の
諸
本
お
よ
び
注
釈
に
つ
い
て
は
、
第
一
冊
末
の
「
文
献
解
説
」
を
参
照
）
。

四
、
原
文
は
正
字
を
用
い
、
底
本
が
異
体
字
の
場
合
は
正
字
に
改
め
た
。
訓
読
以
下
は
通
行
の
字

体
を
用
い
た
。
た
だ
し
、
固
有
名
詞
の
「
堯
」
な
ど
、
あ
え
て
正
字
を
用
い
た
場
合
も
あ
る
。

五
、
連
作
の
詩
で
底
本
の
詩
題
に
「
○
○
首
」
と
あ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
に
「
其
の
一
」
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「
其
の
二
」
と
記
し
た
。
底
本
に
そ
の
記
載
が
な
く
、
李
善
の
注
が
「
其
一
」
「
其
二
」
と
分
け

て
い
る
詩
に
は
、
「
（
一
）
」
「
（
二
）
」
と
記
し
た
。

六
、
語
注
な
ど
に
『
文
選
』
所
収
の
作
品
を
引
用
す
る
場
合
は
、
『
文
選
』
の
巻
数
・
作
者
・
題

名
を
記
し
た
。
本
文
庫
に
収
録
さ
れ
た
作
品
に
は
、
さ
ら
に
分
冊
数
を
一
二
の
よ
う
に
示
し
た
。

七
、
詩
人
に
つ
い
て
は
、
各
冊
の
初
出
に
作
者
小
伝
を
設
け
、
簡
単
に
紹
介
し
た
。

八
、
語
注
の
末
尾
に
各
詩
篇
の
押
韻
を
記
し
た
。
韻
字
の
読
み
は
漢
音
に
よ
る
。
換
韻
す
る
箇
所

は
「
／
」
で
示
し
た
。

九
、
付
録
と
し
て
、
各
巻
の
末
尾
に
コ
ラ
ム
を
載
せ
た
。
ま
た
、
「
は
じ
め
に
」
・
系
図
／
地
図
を

全
冊
に
、
文
献
解
説
・
解
説
を
第
一
冊
に
、
年
表
・
索
引
を
第
六
冊
に
掲
載
し
た
（
文
献
解
説
・

索
引
は
富
永
、
系
図
／
地
図
は
緑
川
、
年
表
は
釜
谷
、
「
は
じ
め
に
」
・
解
説
は
川
合
に
よ
る
）
。

十
、
各
冊
の
カ
バ
ー
・
巻
扉
の
図
版
は
、
宇
佐
美
文
理
氏
の
選
定
に
よ
る
。



11　　　目　　次

目　
　

次

第
六
冊
の
は
じ
め
に

凡　

例
巻
三
〇　

雑
詩
下
、
雑
擬
上

雑ざ
っ

詩し

下�　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　
飛
簸

時
興
（
時じ

興き
ょ
う） 　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

晋し
ん

・
盧ろ

諶し
ん

…　
飛
簸

雜
詩
二
首
（
雑ざ
っ

詩し

二に

首し
ゅ

） 　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

東と
う

晋し
ん

・
陶と
う

淵え
ん

明め
い

…　
飛
枇

詠
貧
士
詩
（
貧ひ
ん

士し

を
詠え
い

ず
る
詩し

） 　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

陶
淵
明
…　
樋
尾

讀
山
海
經
詩
（
山せ
ん

海が
い

経き
ょ
うを

読よ

む
詩し

） 　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

陶
淵
明
…　
樋
毘
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七
月
七
日
夜
詠
牛
女
（
七し
ち

月が
つ

七な
ぬ

日か

夜よ
る　

牛ぎ
ゅ

女う
じ
ょを
詠え
い

ず
） 　
…
…
…
…
…
…　

南な
ん

朝ち
ょ

宋う
そ
う・
謝し
ゃ

恵け
い

連れ
ん

…　
簸
飛

擣
衣
（
擣と
う

衣い

） 　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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毘

　

王
侍
中　
懷
德　
粲
（
王お
う

侍じ
ち

中ゅ
う　

徳と
く

を
懐お
も

う　
粲さ
ん

） 　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
樋
避
飛

　

嵆
中
散　
言
志　
康
（
嵆け
い

中ち
ゅ
う

散さ
ん　

志
こ
こ
ろ
ざ
しを
言い

う　
康こ
う

） 　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
樋
避
枇

　

阮
步
兵　
詠
懷　
籍
（
阮げ
ん

歩ほ

兵へ
い　

懐お
も

い
を
詠え
い

ず　
籍せ
き

） 　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
樋
非
樋

　

張
司
空　
離
情　
巷
（
張ち
ょ

司う
し

空く
う　

離り
じ

情ょ
う　
華か

） 　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
樋
非
尾

　

潘
黃
門　
述
哀　
岳
（
潘は
ん

黄こ
う

門も
ん　

哀あ
い

を
述の

ぶ　
岳が
く

） 　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
樋
非
枇

　

陸
平
原　
羈
宦　
機
（
陸り
く

平へ
い

原げ
ん　

羈き

宦か
ん　
機き

） 　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
樋
飛
樋

　

左
記
室　
詠
史　
思
（
左さ

記き

室し
つ　

詠え
い

史し　
思し

） 　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
樋
飛
枇
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張
黃
門　
苦
雨　
協
（
張ち
ょ

黄う
こ

門う
も
ん
　
雨あ
め

に
苦く
る

し
む　
協き
ょ
う） 　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
樋
樋
飛

　

劉
太
尉　
傷
亂　
琨
（
劉り
ゅ

太う
た

尉い
い　

乱ら
ん

を
傷い
た

む　
琨こ
ん

） 　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
樋
樋
備

　

盧
中
郞　
感
交　
諶
（
盧ろ
ち

中ゅ
う

郎ろ
う　

交ま
じ

わ
り
に
感か
ん

ず　
諶し
ん

） 　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
樋
簸
避

　

郭
弘
農　
遊
仙　
璞
（
郭か
く

弘こ
う

農の
う　

遊ゆ
う

仙せ
ん　
璞は
く

） 　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
樋
簸
備

　

孫
廷
尉　
雜
述　
綽
（
孫そ
ん

廷て
い

尉い　
雑ざ
つ

述じ
ゅ
つ
　
綽し
ゃ
く） 　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
樋
簸
枇

　

許
徴
君　
自
序　
詢
（
許き
ょ

徴ち
ょ

君う
く
ん
　
自じ

序じ
ょ　
詢じ
ゅ
ん） 　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
樋
備
簸

　

殷
東
陽　
興
矚　
仲
文
（
殷い
ん

東と
う

陽よ
う　

興
き
ょ
う

矚し
ょ
く
　
仲ち
ゅ

文う
ぶ
ん） 　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
樋
備
毘

　

謝
僕
射　
遊
覽　
混
（
謝し
ゃ

僕ぼ
く

射や　
遊ゆ
う

覧ら
ん　
混こ
ん

） 　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
樋
尾
飛

　

陶
徴
君　
田
居　
潛
（
陶と
う

徴ち
ょ

君う
く
ん
　
田で
ん

居き
ょ　
潜せ
ん

） 　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
樋
尾
備

　

謝
臨
川　
遊
山　
靈
運
（
謝し
ゃ

臨り
ん

川せ
ん　

山や
ま

に
遊あ
そ

ぶ　
霊れ
い

運う
ん

） 　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
樋
尾
枇

　

顏
特
進　
侍
宴　
延
之
（
顔が
ん

特と
く

進し
ん　

宴え
ん

に
侍じ

す　
延え
ん

之し

） 　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
樋
微
簸

　

謝
法
曹　
贈
別　
惠
連
（
謝し
ゃ

法ほ
う

曹そ
う　

別わ
か

れ
に
贈お
く

る　
恵け
い

連れ
ん

） 　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
樋
枇
避

　

王
徴
君　
養
疾　
微
（
王お
う

徴ち
ょ

君う
く
ん

　
疾や
ま
いを
養や
し
なう　
微び

） 　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
樋
枇
毘

　

袁
太
尉　
從
駕　
淑
（
袁え
ん

太た
い

尉い　
駕が

に
従し
た
がう　
淑し
ゅ
く） 　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
樋
毘
飛
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謝
光
祿　
郊
遊　
莊
（
謝し
ゃ

光こ
う

禄ろ
く　

郊こ
う

遊ゆ
う　
荘そ
う

） 　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
樋
毘
微

　

鮑
參
軍　
戎
行　
昭
（
鮑ほ
う

参さ
ん

軍ぐ
ん　

戎じ
ゅ

行う
こ
う
　
昭し
ょ
う） 　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
簸
避
非

　

休
上
人　
別
怨
（

休き
ゅ
う

上し
ょ

人う
に
ん

　
別べ
つ

怨え
ん

） 　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
簸
避
備

コ
ラ
ム　

模
擬　
　
簸
非
非

文
選
序
（
文も
ん

選ぜ
ん

の
序じ
ょ

） 　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

梁り
ょ
う・
昭し
ょ

明う
め

太い
た

子い
し（
蕭し
ょ

統う
と
う）
…
簸
非
備

地　

図　
　
簸
簸
飛

年　

表　
　
簸
簸
樋

作
者
別
詩
題
索
引　
　

1
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全
六
冊
の
構
成

第
一
冊　

巻
一
九
（
補
亡
、
述
徳
、
勧
励
）
、
巻
二
〇
（
献
詩
、
公
讌
、
祖
餞
）
、
巻
二
一
（
詠

史
）

第
二
冊　

巻
二
一
（
詠
史
（
続
）
、
百
一
、
遊
仙
）
、
巻
二
二
（
招
隠
、
反
招
隠
、
遊
覧
）
、
巻
二

三
（
詠
懐
、
哀
傷
）

第
三
冊　

巻
二
三
（
贈
答
一
）
、
巻
二
四
（
贈
答
二
）
、
巻
二
五
（
贈
答
三
）

第
四
冊　

巻
二
五
（
贈
答
三
（
続
）
）
、
巻
二
六
（
贈
答
四
、
行
旅
上
）
、
巻
二
七
（
行
旅
下
、

軍
戎
、
郊
廟
、
楽
府
上
）

第
五
冊　

巻
二
八
（
楽
府
下
、
挽
歌
、
雑
歌
）
、
巻
二
九
（
雑
詩
上
）

第
六
冊　

巻
三
〇
（
雑
詩
下
、
雑
擬
上
）
、
巻
三
一
（
雑
擬
下
）
、
文
選
序



文
　
　
選
　
詩
篇
㈥





「陶淵明詩意図冊」（第四図），
清・石濤，故宮博物院（北京）蔵

巻
三
〇　
　

雑
詩
下
、
雑
擬
上
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雑ざ
っ

詩し

下

時　

興 

　

時じ　

興き
ょ
う

 

盧ろ

諶し
ん

1　
亹
亹
圓
象
運 

亹び

亹び

と
し
て
円
え
ん
し

象ょ
う

運め
ぐ

り

2　
悠
悠
方
儀
廓 

悠ゆ
う

悠ゆ
う

と
し
て
方ほ
う

儀ぎ

廓ひ
ろ

し

3　
忽
忽
歲
云
暮 

忽こ
つ

忽こ
つ

と
し
て
歳と
し

云こ
こ

に
暮く

れ

4　
游
原
采
蕭
殺 
原げ
ん

に
游あ
そ

び
て
蕭し
ょ

殺う
か
くを

采と

る

5　
北
踰
芒
與
河 
北き
た

の
か
た
芒ぼ
う

と
河か

と
を
踰こ

え

6　
南
臨
伊
與
洛 
南み
な
みの

か
た
伊い

と
洛ら
く

と
に
臨の
ぞ

む

7　
凝
霜
霑
蔓
草 

凝ぎ
ょ

霜う
そ
う

　

蔓ま
ん

草そ
う

を
霑う
る
おし

8　
悲
風
振
林
薄 

悲ひ

風ふ
う　

林り
ん

薄ぱ
く

を
振ふ

る
う

9　
槭
槭
芳
葉
零 

槭さ
く

槭さ
く

と
し
て
芳ほ
う

葉よ
う

零お

ち

10　
団

団

芬
巷

落 

団ず
い

団ず
い

と
し
て
芬ふ
ん

華か

落お

つ

11　
下
泉
激
冽
淸 

下か

泉せ
ん　

冽れ
っ

清せ
い

を
激げ
き

し
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12　
曠
野
增
遼
索 

曠こ
う

野や　

遼り
ょ

索う
さ
くを
増ま

す

13　
登
高
眺
遐
荒 

高た
か

き
に
登の
ぼ

り
て
遐か

荒こ
う

を
眺な
が

め

14　
極
望
無
崖
及 

望の
ぞ

み
を
極き
わ

む
る
も
崖が
い

及が
く

無な

し

15　
形
變
随
時
化 

形け
い

変へ
ん　

時と
き

の
化か

す
る
に
随し
た
がい

16　
神
感
因
物
作 

神し
ん

感か
ん　

物も
の

の
作お
こ

る
に
因よ

る

17　
澹
乎
至
人
心 

澹た
ん

乎こ

た
り
至し

人じ
ん

の
心こ
こ
ろ

　

18　
恬
然
存
玄
漠 

恬て
ん

然ぜ
ん

と
し
て
玄げ
ん

漠ば
く

を
存そ
ん

す

時
節
に
思
う

　

ず
ん
ず
ん
と
円ま

ど

か
な
る
天
は
め
ぐ
り
、
は
る
ば
る
と
方
形
の
地
は
広
が
る
。

　

た
ち
ま
ち
歳
は
暮
れ
、
野
に
出
て
ヨ
モ
ギ
や
豆
の
葉
を
摘
む
。

　

み
や
こ
の
北
は
北ほ

く

邙ぼ
う

山ざ
ん

や
黄
河
を
越
え
ゆ
き
、
南
は
伊い

水す
い

や
洛ら
く

水す
い

の
岸
に
立
つ
。

　

凍い

て
つ
く
霜
が
つ
る
草
を
濡ぬ

ら
し
、
悲
し
げ
な
風
が
木
々
の
茂
み
を
吹
き
動
か
す
。

　

ざ
わ
ざ
わ
と
か
ぐ
わ
し
き
葉
は
落
ち
、
は
ら
は
ら
と
か
ん
ば
し
き
花
は
散
る
。

　

流
れ
る
水
は
冷
た
く
澄
ん
だ
し
ぶ
き
を
あ
げ
、
広
き
荒
れ
野
は
寂
し
さ
を
増
す
。

　

高
み
に
登
り
遠
く
地
の
果
て
を
見
渡
せ
ば
、
眼め

路じ

の
限
り
切
り
立
つ
山
影
は
な
い
。
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人
の
姿
は
時
節
の
変
化
と
と
も
に
移
り
ゆ
き
、
心
は
万
物
の
生
成
に
触
れ
て
動
く
。

　

な
の
に
何
と
安
ら
か
に
落
ち
着
い
て
い
る
こ
と
か
、
か
の
道
を
究
め
た
人
の
心
は
。
と
ら
わ
れ
な
く
、

奥
深
い
無
為
の
道
は
確し

か

と
そ
こ
に
あ
る
。

盧ろ

諶し
ん　

二
八
四―

三
五
〇　

字あ
ざ
なは

子し
り

諒ょ
う

。
范は
ん

陽よ
う

涿た
く

県
（
河
北
省
涿た
く

州し
ゅ
う

市
）の
人
。
西
晋
の
末
期
、
都
洛ら
く

陽よ
う

が
異
民
族
の
手
に
落
ち
る
と
、
姻
戚
の
劉
り
ゅ
う

琨こ
ん（
二
七
一―

三
一
八
）の
も
と
に
身
を
寄
せ
、
と
も
に
晋

王
朝
の
再
興
を
期
し
て
北
方
を
転
戦
す
る
。
劉
琨
の
没
後
は
、
異
民
族
の
王
朝
（
後こ
う

趙ち
ょ
う）に
三
十
年
余
り

仕
え
る
。
晋
王
朝
へ
の
忠
誠
の
念
を
抱
き
つ
つ
も
、
東
晋
の
都
建け
ん

康こ
う（

南
京
市
）に
帰
る
こ
と
な
く
、
後

趙
の
滅
亡
時
に
殺
害
さ
れ
た
。
戦
乱
の
な
か
苦
難
を
と
も
に
し
た
劉
琨
と
の
厚
い
交
情
は
、
巻
二
五
三

に
収
め
る
贈
答
の
詩
に
う
た
わ
れ
る
。
『
詩
品
』
中
品
。

0
「
時
興
」
は
時
節
に
感
じ
て
湧
き
起
こ
る
思
い
。
晋
・
潘は
ん

岳が
く

に
「
秋
興0

の
賦
」（
巻
一
三
）が
あ
る
。

1
・
2
「
亹
亹
」
は
も
の
ご
と
の
進
み
ゆ
く
さ
ま
。
『
楚
辞
』
九
弁
に
「
時
は
亹
亹

0

0

と
し
て
中
ば
を
過

ぐ
」
。
「
円
象
」
は
日じ
つ

月げ
つ

星せ
い

辰し
ん

な
ど
の
天
象
、
転
じ
て
天
そ
の
も
の
。
「
悠
悠
」
は
、
は
て
し
な
く
広
が

る
さ
ま
。
「
方
儀
」
は
大
地
。
「
儀
」
は
根
本
・
原
理
の
意
。
天
は
「
円
（
円
形
）
」
、
地
は
「
方
（
四
角
）
」

と
さ
れ
た
。
『
大だ

戴た
い

礼ら
い

記き

』
曽そ
う

子し

天て
ん

円え
ん

に
「
天
道
を
円0

と
曰い

い
、
地
道
を
方0

と
曰
う
」
。

3
・
4
「
忽

忽
」
は
瞬
く
間
に
。
『
楚
辞
』
九
弁
に
「
歳0

は
忽
忽

0

0

と
し
て
遒せ
ま

り
尽
く
」
。
「
云
」
は
語
調
を
整
え
る
助

字
。
「
采
」
は
「
採
」
に
通
じ
る
。
「
蕭
殺
」
は
ヨ
モ
ギ
と
豆
の
葉
。
質
素
な
食
べ
も
の
。
二
句
は
『
詩
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経
』
小
雅
・
小し
ょ

明う
め
いに

、
年
の
瀬
を
迎
え
て
も
な
お
役
務
に
追
わ
れ
家
に
帰
れ
ぬ
我
が
身
を
悲
し
ん
で

「
歳0

聿つ
い

に
云0

に
莫く

（
暮0

）れ
、
蕭0

を
采0

り
菽
し
ゅ
く（

豆
類
）を
穫か

る
」
と
あ
る
の
を
ふ
ま
え
る
。

5
「
芒
」
は

洛
陽
の
北
に
あ
る
北
邙
（
芒
）山
。
「
河
」
は
洛
陽
の
北
を
流
れ
る
黄
河
。

6
「
伊
」
は
伊
水
。
洛
水

の
支
流
。
「
洛
」
は
洛
水
。
洛
陽
の
南
を
流
れ
黄
河
に
注
ぐ
。

7
「
凝
霜
」
は
厚
く
積
も
る
霜
。
『
楚

辞
』
九
章
・
悲ひ

回か
い

風ふ
う

に
「
凝
霜

0

0

の
雰ふ
ん

雰ぷ
ん（

多
く
降
り
つ
も
る
さ
ま
）た
る
に
漱
く
ち
す
すぐ

」
。
「
蔓
草
」
は
伸
び
た

つ
る
草
。
『
詩
経
』
鄭
風
・
野や

有ゆ
う

蔓ま
ん

草そ
う

に
「
野
に
蔓
草

0

0

有
り
、
零
露　

誕た
ん（

し
と
ど
）た
り
」
。

8

「
薄
」
は
草
む
ら
。
『
楚
辞
』
九
章
・
渉し
ょ

江う
こ
うに
「
露ろ

申し
ん

と
辛し
ん

夷い

（
と
も
に
香
草
）
、
林
薄

0

0

に
死か

る
（
枯
れ

る
）
」
。

9
「
槭
槭
」
は
木
の
葉
の
散
り
落
ち
る
さ
ま
。
底
本
は
「
酉
酉
」
に
作
る
が
、
集
注
本
に
よ

り
改
め
た
。

10
「
団
団
」
は
し
ぼ
み
落
ち
る
さ
ま
。
「
芬
華
」
は
香か
ぐ
わし

い
花
び
ら
。
「
芬
」
は
前
句
の

「
芳
」
と
同
義
。

11
「
下
泉
」
は
流
れ
下
る
泉
。
「
激
」
は
水
が
ほ
と
ば
し
る
。
「
冽
清
」
は
冷
た
く

澄
み
き
っ
た
さ
ま
。
『
詩
経
』
曹そ
う

風ふ
う

・
下か

泉せ
ん

に
「
冽0

た
る
彼か

の
下
泉

0

0

」
。

12
「
曠
野
」
は
広
漠
た
る
荒

野
。
『
詩
経
』
小
雅
・
何か

草そ
う

不ふ

黄こ
う

に
「
彼か

の
曠
野

0

0

に
率し
た
がう
」
。
「
遼
索
」
は
が
ら
ん
と
し
て
も
の
寂
し
い

さ
ま
。

13
「
遐
荒
」
は
都
を
遠
く
離
れ
た
郊
外
、
も
し
く
は
辺
境
の
地
。
「
遐
」
は
遠
方
、
「
荒
」
は

未
開
の
意
。

14
「
崖
及
」
は
山
崖
。
双
声
の
語
。
「
及
」
も
崖
。

15
「
形
」
は
人
の
姿
形
。
「
時

化
」
は
季
節
の
移
り
変
わ
り
。
『
荘
子
』
至し

楽ら
く

に
「
形
変

0

0

じ
て
生
（
生
命
）有
り
」
、
ま
た
山さ
ん

木ぼ
く

に
「
一
龍

一
蛇
、
時0

と
俱と
も

に
化0

す
」
。

16
「
神
感
」
は
人
の
心
の
動
き
。
「
物
作
」
は
万
物
が
生
成
す
る
こ
と
。
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『
老
子
』
十
六
章
に
「
万
物0　

並
び
作0

る
」
。

17
・
18　
盧
諶
が
理
想
と
す
る
精
神
の
あ
り
方
に
つ
い
て

述
べ
る
。
「
澹
乎
」
「
恬
然
」
は
と
も
に
、
も
の
静
か
で
落
ち
着
い
た
さ
ま
、
恬て
ん

淡た
ん

と
し
て
無
欲
な
さ
ま
。

「
澹
」
は
「
淡
」
に
通
じ
る
。
『
荘
子
』
知ち

北ほ
く

遊ゆ
う

に
「
澹0

に
し
て
静
な
ら
ん
か
」
、
ま
た
天て
ん

道ど
う

に
「
夫そ

れ

虚
静
恬0

淡
（
澹0

）
、
寂せ
き

寞ば
く（

漠0

）無
為
な
る
者
は
、
天
地
の
平へ
い（

平
安
）に
し
て
、
道
徳
の
至し

（
本
質
）な
り
」
。

「
至
人
」
は
道
を
究
め
、
高
い
境
地
に
達
し
た
人
。
『
荘
子
』
に
し
ば
し
ば
見
え
る
語
。
「
玄
漠
」
は
奥

深
く
霊
妙
な
る
無
為
の
境
地
。
「
漠
」
は
ひ
っ
そ
り
と
静
寂
な
さ
ま
。

○
押
韻　

廓か
く

・
殺か
く

・
洛ら
く

・

薄は
く

・
落ら
く

・
索さ
く

・
及が
く

・
作さ
く

・
漠ば
く

時
の
移
り
変
わ
り
は
人
の
心
に
思
い
を
起
こ
す
。
そ
の
な
か
で
も
秋
か
ら
冬
へ
の
推
移
に
は
、
と

り
わ
け
て
深
い
感
慨
が
生
じ
る
。
葉
が
枯
れ
花
が
散
り
、
あ
た
り
一
面
の
荒
涼
と
し
た
景
物
に
、

人
の
心
も
し
ぼ
む
。
自
然
と
同
じ
よ
う
に
人
も
ま
た
時
間
の
な
か
で
衰
え
に
向
か
っ
て
い
く
。
そ

う
し
た
な
か
に
あ
り
な
が
ら
、
時
の
変
化
に
対
し
て
超
然
と
し
て
生
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

そ
の
手
立
て
に
な
る
の
は
老
荘
の
思
想
。
時
の
支
配
か
ら
免
れ
て
、
至
人
の
道
を
体
得
し
よ
う
と

希
求
す
る
。

雜
詩
二
首 

　

雑ざ
っ

詩し

二に

首し
ゅ 

陶と
う

淵え
ん

明め
い

❖
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其
一 

　
　

其そ

の
一い
ち

1　
結
廬
在
人
境 

廬い
お
りを

結む
す

ん
で
人じ
ん

境き
ょ
うに

在あ

り

2　
而
無
車
馬
喧 

而し
か

も
車し
ゃ

馬ば

の
喧
か
ま
び
すし

き
無な

し

3　
問
君
何
能
爾 

君き
み

に
問と

う　

何な
ん

ぞ
能よ

く
爾し
か

る
と

4　
心
遠
地
自
偏 

心
こ
こ
ろ

遠と
お

け
れ
ば
地ち

自お
の
ず
から

偏へ
ん

な
り

5　
采
菊
東
籬
下 

菊き
く

を
采と

る
東と
う

籬り

の
下も
と

6　
悠
然
望
南
山 

悠ゆ
う

然ぜ
ん

と
し
て
南な
ん

山ざ
ん

を
望の
ぞ

む

7　
山
氣
日
夕
佳 
山さ
ん

気き　

日に
っ

夕せ
き

に
佳よ

く

8　
飛
鳥
相
與
還 
飛ひ
ち

鳥ょ
う　

相あ

い
与と
も

に
還か
え

る

9　
此
還
有
眞
意 

此こ

の
還か
え

る
こ
と
に
真し
ん

意い

有あ

り

10　
欲
辯
已
忘
言 

弁べ
ん

ぜ
ん
と
欲ほ
っ

し
て
已す
で

に
言げ
ん

を
忘わ
す

る

雑ざ
っ

詩し　

そ
の
一

　

人
の
住
む
場
に
い
お
り
を
建
て
た
。
だ
の
に
車
馬
の
か
ま
び
す
し
さ
は
な
い
。　

　

君
に
聞
く
、
ど
う
し
て
そ
れ
が
可
能
な
の
か
と
。
気
持
ち
が
町
か
ら
離
れ
た
ら
、
場
所
も
お
の
ず
と

遠
ざ
か
る
も
の
。
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菊
を
東
の
ま
が
き
の
も
と
に
摘
み
取
り
、
ゆ
っ
た
り
と
は
る
か
な
南
の
山
を
眺
め
る
。

　

山
を
包
む
気
は
日
暮
れ
の
な
か
に
美
し
い
。
鳥
た
ち
は
連
れ
だ
っ
て
ね
ぐ
ら
に
帰
る
。

　

巣
に
も
ど
る
こ
と
の
な
か
に
こ
そ
真
理
が
潜
ん
で
い
そ
う
だ
。
そ
れ
を
解
き
明
か
そ
う
に
も
、
も
う

言
葉
も
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。

陶と
う

淵え
ん

明め
い　

三
六
五―

四
二
七　

名
は
潜せ
ん

、
淵
明
は
そ
の
字あ
ざ
な。

あ
る
い
は
淵
明
が
名
、
字
は
元げ
ん

亮り
ょ
うと

も
。

尋じ
ん

陽よ
う

柴さ
い

桑そ
う（

江
西
省
九き
ゅ
う

江こ
う

市
）の
人
。
東
晋
か
ら
南
朝
宋
に
か
け
て
の
詩
人
。
朝
廷
の
官
に
就
く
こ
と

も
な
く
、
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
地
で
独
自
の
文
学
を
営
ん
だ
。
同
時
代
の
顔が
ん

延え
ん

之し

、
百
年
ほ
ど
後
の
昭
し
ょ
う

明め
い

太た
い

子し

な
ど
、
熱
心
な
愛
好
者
を
得
た
が
、
時
代
を
突
出
し
た
文
学
が
真
に
浸
透
す
る
に
は
唐
代
中
葉

ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
『
詩
品
』
中
品
。

1
「
結
」
は
組
み
立
て
る
、
建
造
す
る
。
「
廬
」
は
陋ろ
う

屋お
く

、
隠
者
の
粗
末
な
住
ま
い
。
「
人
境
」
は
人
の

住
む
地
域
。

2
「
而
」
は
屈
折
・
逆
接
を
あ
ら
わ
す
助
字
。
「
車
馬
喧
」
は
町
の
喧け
ん

噪そ
う

。
車
馬
の
往

来
が
な
い
こ
と
は
、
貴
人
の
訪
れ
が
な
く
、
官
界
と
は
無
縁
で
あ
る
こ
と
も
あ
ら
わ
す
。

3
・
4　
二

人
称
の
「
君
」
を
用
い
た
自
問
自
答
。
「
爾
」
は
「
そ
の
よ
う
で
あ
る
」
、
1
・
2
の
内
容
を
指
す
。
「
心

遠
」
は
心
が
世
間
か
ら
遠
く
離
れ
る
。
市
街
地
に
身
を
置
き
な
が
ら
隠
逸
者
の
心
境
を
得
る
の
は
、

晋
・
王お
う

康こ
う

琚き
ょ

「
反
招
隠
詩
」（
巻
二
二
）二
の
「
小
隠
は
陵り
ょ

藪う
そ
うに

隠
れ
、
大
隠
は
朝ち
ょ

市う
し

に
隠
る
」
に
通
じ

る
。

5
「
采
」
は
「
採
」
に
通
じ
る
。
「
菊
」
は
ほ
か
の
花
々
が
枯
れ
た
あ
と
に
独
り
咲
く
こ
と
か
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ら
、
衆
俗
に
染
ま
ら
ぬ
高
潔
さ
を
象
徴
す
る
。
「
東
籬
」
は
家
の
東
側
の
か
き
ね
。

6
「
悠
然
」
は
、

は
る
か
に
遠
い
。
ま
た
見
る
者
の
ゆ
っ
た
り
と
し
た
気
持
ち
で
も
あ
る
。
「
南
山
」
は
陶
淵
明
の
住
ま

う
尋
陽
の
南
に
位
置
す
る
廬ろ

山ざ
ん

を
指
す
と
い
わ
れ
る
が
、
ど
こ
の
山
か
特
定
す
る
よ
り
も
、
『
詩
経
』

小
雅
・
天て
ん

保ぽ
う

の
「
南
山

0

0

の
寿
の
如
し
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
豊
か
な
表
象
を
も
つ
詩
語
で
あ
る
こ
と
が

重
要
。
こ
の
詩
で
は
地
に
ど
っ
し
り
と
根
を
下
ろ
し
た
永
遠
の
存
在
。
「
望
」
は
陶
淵
明
の
文
集
で
は

「
見
」
に
作
る
。
「
望
」
と
「
見
」
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
宋
・
蘇そ
し

軾ょ
く

の
指
摘
が
よ
く
知
ら
れ
る
（
『

尺
ち
ょ
う

渓け
い

漁ぎ
ょ

隠い
ん

叢そ
う

話わ

』
前
集
巻
三
）
。
「
望
」
は
意
識
し
て
遠
く
の
南
山
を
眺
め
や
る
、
「
見
」
は
南
山
が
お
の

ず
と
目
に
入
っ
て
く
る
。
蘇
軾
は
「
見
」
を
是
と
し
、
菊
を
採
る
つ
い
で
に
ふ
と
南
山
が
目
に
入
っ
た

の
で
あ
っ
て
、
心
境
と
外
界
と
が
期
せ
ず
し
て
溶
け
合
っ
た
お
も
し
ろ
み
が
あ
る
、
今
の
本
が
「
望
」

に
作
る
の
は
後
人
が
安
易
に
字
を
改
め
た
も
の
、
と
い
う
。
以
後
、
詩
話
に
好
ん
で
取
り
上
げ
ら
れ
る

話
柄
と
な
り
、
「
見
」
を
支
持
す
る
意
見
が
多
い
。
た
だ
し
蘇
軾
以
前
に
は
「
望
」
の
字
が
通
行
し
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。

7
・
8
「
山
気
」
は
山
の
大
気
や
靄も
や

。
「
日
夕
」
は
夕
方
。
「
佳
」
は
表
面
的
な

美
し
さ
で
な
く
、
深
い
内
実
を
含
ん
だ
美
。
陶
淵
明
「
帰
鳥0

」
詩
に
「
日0

の
夕0　

気0

は
清
し
、
悠
然

0

0

た

り
其
の
懐お
も

い
」
。

9
「
此
還
」
を
文
集
の
多
く
は
「
此
中
」
に
作
る
。
な
ら
ば
陶
淵
明
が
前
に
し
て

い
る
光
景
、
そ
こ
に
、
の
意
。
「
此
還
」
は
前
句
の
「
相
与
還
」
を
そ
の
ま
ま
受
け
て
、
鳥
た
ち
が
帰

還
す
る
そ
の
こ
と
の
な
か
に
、
の
意
。
「
真
」
は
老
荘
思
想
に
お
い
て
道
に
到
達
し
た
最
高
の
人
間
を
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「
真
人
」
と
い
う
よ
う
に
、
世
界
の
正
し
い
あ
り
か
た
。
「
真
意
」
は
「
真
」
の
存
在
を
予
想
さ
せ
る
気

配
。

10
「
弁
」
は
弁
別
し
て
認
識
す
る
。
『
荘
子
』
斉せ
い

物ぶ
つ

論ろ
ん

に
「
弁0

な
る
者
は
弁0

ぜ
ざ
る
有
る
な
り

（
分
別
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
分
別
し
な
い
も
の
を
の
こ
す
こ
と
だ
）
。
…
…
大
弁0

は
言0

わ
ず
」
。
「
已
忘

言
」
は
、
「
真
意
」
は
言
葉
で
あ
ら
わ
せ
る
も
の
で
は
な
い
の
意
。
『
荘
子
』
外が
い

物ぶ
つ

に
「
言0

は
意0

を
在と
ら

う

る
所ゆ
え
ん以

（
言
葉
は
意
味
を
あ
ら
わ
す
手
立
て
）
、
意0

を
得
て
言0

を
忘0

る
」
。
老
荘
の
思
想
で
は
言
葉
は
二

次
的
な
手
段
に
過
ぎ
ず
、
超
越
す
べ
き
も
の
と
み
な
す
。

○
押
韻　

喧け
ん

・
偏へ
ん

・
山さ
ん

・
還か
ん

・
言げ
ん

其
二 

　
　

其そ

の
二に

1　
秋
菊
有
佳
色 
秋し
ゅ

菊う
ぎ
く

　

佳か
し

色ょ
く

有あ

り

2　
裛
露
掇
其
英 
露つ
ゆ

を
裛ま
と

い
て
其そ

の
英は
な

を
掇と

る

3　
眉

此
忘
憂
物 

此こ

の
忘ぼ
う

憂ゆ
う

の
物も
の

に
汎う

か
べ

4　
遠
我
達
世
情 

我わ

が
達た
っ

世せ
い

の
情じ
ょ
うを
遠と
お

ざ
く

5　
一
觴
雖
獨
進 

一い
っ

觴し
ょ
う

　

独ひ
と

り
進す
す

む
と
雖い
え
ども

6　
杯
盡
壺
自
傾 

杯は
い

尽つ

く
れ
ば
壺つ
ぼ

自お
の
ず
から
傾か
た
むく　

7　
日
入
羣
動
息 

日ひ

入い

り
て
群ぐ
ん

動ど
う

息や

み

8　
歸
鳥
趨
林
鳴 

帰き
ち

鳥ょ
う　

林は
や
しに

趨お
も
むき

て
鳴な

く


