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本
書
は
、『
漢
詩
の
事
典
』（
一
九
九
九
年
、
大

修
館
書
店
）
の
第
Ⅳ
部
「
漢
詩
を
読
む
ポ
イ
ン

ト
」
の
一
部
を
、
漢
詩
愛
好
者
の
た
め
に
新
し
く

書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
。「
漢
詩
の
テ
ー
マ
」、

「
漢
詩
の
歳
時
」、「
詩
語
の
イ
メ
ー
ジ
」
の
三
章

か
ら
な
る
。『
漢
詩
の
事
典
』
は
、
詩
人
の
伝
記
、

詩
蹟
等
、
五
部
か
ら
構
成
さ
れ
る
、
総
合
的
か
つ

高
水
準
の
事
典
で
あ
る
が
、
じ
つ
は
評
者
が
漢
詩

教
育
の
現
場
に
お
い
て
最
も
恩
恵
を
受
け
て
き
た

の
は
、
こ
の
第
Ⅳ
部
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
こ

の
度
、
一
般
読
者
に
向
け
て
本
章
が
一
書
に
改
め

ら
れ
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
喜
ば
し
い
。

　

漢
詩
を
読
む
、
と
い
う
の
は
そ
う
た
や
す
い
こ

と
で
は
な
い
。
一
つ
は
、
外
国
の
古
典
詩
で
あ
る

以
上
、
地
域
と
時
間
の
懸
隔
が
大
き
い
こ
と
が
あ

る
。
当
時
の
読
者
に
と
っ
て
自
明
で
あ
っ
た
事
が
、

已
に
分
か
ら
な
い
こ
と
も
多
い
。
も
う
一
つ
は
、

詩
歌
の
特
性
と
し
て
、
表
現
が
凝
縮
・
屈
折
し
て

お
り
、
散
文
に
比
べ
て
意
味
や
論
理
が
分
か
り
づ

ら
い
、
と
い
う
点
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
唐
代
以

降
、
詩
は
抒
情
句
よ
り
も
叙
景
句
が
表
現
の
中
心

を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
王
維
に
至
っ
て
は
全
篇

叙
景
と
い
う
の
も
珍
し
く
は
な
い
。
こ
う
し
た
場

合
、
そ
の
作
品
の
主
題
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

詩
語
の
「
意
味
」
よ
り
む
し
ろ
「
イ
メ
ー
ジ
」

（
身
体
感
覚
に
基
づ
く
イ
メ
ー
ジ
、
連
想
、
シ
ン
ボ

ル
）
を
分
析
し
て
ゆ
く
方
が
有
効
で
あ
ろ
う
。
よ

い
詩
は
、
主
題
と
無
縁
な
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
な
い

か
ら
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
も
う
一
つ
の
手
掛
か
り
が
、
モ
チ
ー

フ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
主
題
を
理
解
さ
せ
る
装
置

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
主
題
と
の
親
近
性

が
き
わ
め
て
強
い
。
た
と
え
ば
、「
登
覧
」
を
モ

チ
ー
フ
と
す
る
詩
は
、
望
郷
や
社
会
批
判
を
主
題

と
す
る
傾
向
が
あ
り
、「
懐
古
」
の
詩
は
、
人
為

の
儚は
か
な
さ
を
憂
う
、
と
い
う
よ
う
に
。
本
書
に
は
、

「
送
別
」
以
下
、
二
十
類
の
モ
チ
ー
フ
が
詳
述
さ

れ
て
お
り
、
漢
詩
が
何
を
歌
い
、
何
を
歌
わ
な

か
っ
た
の
か
、
も
含
め
て
、
一
読
、
そ
の
全
貌
を

伺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

と
は
い
え
、
詩
材
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
詩
歌

と
な
ん
ら
変
わ
り
は
な
い
。
月
、
雲
、
霞
等
の
自

然
現
象
や
、
菊
、
楓
、
鶯
、
鹿
、
蟬
、
蛍
等
の
動

植
物
は
、
和
歌
や
俳
句
で
見
慣
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
本
書
を
通
じ
て
漢
詩
に
お
け
る
そ

の
イ
メ
ー
ジ
を
確
認
し
て
ゆ
く
と
、
日
中
の
文
化

の
間
に
意
外
な
相
違
の
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
く

る
。「
思
婦
（
も
の
思
う
女
性
）
を
美
し
く
飾
り
立

て
る
」、
漢
詩
の
「
蛍
」
が
、
な
ぜ
和
歌
で
は
露

の
如
き
儚
い
も
の
と
な
り
、
ま
た
夜
啼な

く
「
烏
」

が
、
日
本
で
は
な
ぜ
明
け
方
に
啼
く
の
か
。
こ
う

し
た
日
中
比
較
の
視
点
を
取
り
入
れ
て
、
漢
詩
と

和
歌
を
ク
ロ
ス
オ
ー
バ
ー
で
き
れ
ば
、
漢
詩
に
興

味
の
な
い
学
生
た
ち
に
も
新
た
な
知
的
刺
激
を
与

え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
今
日
、
日
本
人
で

あ
る
私
た
ち
が
漢
詩
を
読
む
最
大
の
意
義
は
、
日

本
の
詩
歌
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
よ
り
深
く
日
本

の
文
学
（
日
本
的
な
る
も
の
）
を
理
解
す
る
こ
と

に
あ
る
。
本
書
の
序
章
「
漢
詩
と
余
韻
の
美
学
」

で
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
新
し
い
解
釈
が
示
さ
れ

て
お
り
、
示
唆
に
富
む
。
本
書
を
、
漢
詩
の
専
門

家
の
み
な
ら
ず
、
日
本
古
典
文
学
に
関
心
を
も
つ

人
に
も
広
く
お
薦
め
す
る
所
以
で
あ
る
。
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