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昨
春
、『
漢
詩
名
作
集
成
』
中
華
編
と
日
本
編
が
セ
ッ
ト
で
明
徳
出

版
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。
中
華
編
の
執
筆
者
は
、
か
つ
て
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ

オ
漢
詩
講
座
の
講
師
を
担
当
し
た
宇
野
直
人
氏
（
共
立
女
子
大
学
教
授
）

で
あ
る
。
堯
の
時
代
の
「
撃
壌
の
歌
」
か
ら
魯
迅
の
「
自
ら
嘲
る
」
に

至
る
ま
で
、
中
国
歴
代
の
漢
詩
名
作
四
三
一
首
を
時
代
順
に
取
り
上
げ

て
、
原
詩
に
書
き
下
し
文
・
通
釈
・
語
釈
を
附
し
、
さ
ら
に
作
品
の
内

容
、
構
成
、
成
立
背
景
、
作
者
の
経
歴
と
作
風
な
ど
を
簡
潔
に
説
明
す

る
と
い
っ
た
、
き
わ
め
て
懇
切
丁
寧
な
、
し
か
も
総
一
一
二
〇
頁
に
も

及
ぶ
大
部
の
著
を
、
す
べ
て
一
人
で
書
き
あ
げ
た
と
い
う
こ
と
に
、
ま

ず
驚
か
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
も
増
し
て
強
い
印
象
を
残
す
の
は
、
文
章

の
わ
か
り
や
す
さ
と
著
者
の
該
博
な
知
識
と
確
か
な
専
門
性
、
そ
し
て

こ
れ
に
裏
打
ち
さ
れ
た
著
作
の
内
容
の
豊
か
さ
と
深
さ
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
本
書
は
、
高
校
生
が
読
ん
で
も
理
解
で
き
る
ほ
ど
わ
か

漢
詩
の
奥
義
を
わ
か
り
や
す
く
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り
や
す
い
言
葉
で
書
か
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
専
門
家
が
読
ん

で
も
十
分
に
読
み
応
え
の
あ
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
氏
は
こ
れ
ま
で

も
多
数
の
漢
詩
注
釈
書
を
世
に
出
し
て
お
り
、
本
書
は
あ
る
意
味
そ
の

集
大
成
で
あ
る
と
も
い
え
る
が
、
け
っ
し
て
単
に
こ
れ
ま
で
の
著
作
を

ま
と
め
て
一
冊
に
し
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
過
去
の
著
作
か
ら

エ
ッ
セ
ン
ス
の
み
を
抽
出
し
、
さ
ら
に
ご
自
身
や
学
界
の
最
新
の
研
究

動
向
と
研
究
成
果
ま
で
き
ち
ん
と
盛
り
込
ん
だ
精
華
版
で
あ
る
。
そ
の

一
方
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
す
る
読
者
層
を
専
門
家
に
限
定
せ
ず
、
一
般
人

を
も
含
む
幅
広
い
層
を
射
程
に
入
れ
て
い
る
こ
と
が
、
一
つ
の
大
き
な

特
徴
で
あ
る
。

　

以
下
、
ま
ず
筆
者
が
本
書
を
読
ん
で
特
に
印
象
に
残
っ
た
点
に
つ
い

て
少
し
具
体
的
に
述
べ
よ
う
。

　

一
つ
目
は
、
通
時
的
に
名
作
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
異
な
る

宇
野
直
人
著

漢
詩
名
作
集
成　

中
華
編
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時
代
の
関
連
す
る
作
品
に
目
配
り
し
、
し
か
も
そ
の
関
連
性
を
わ
か
り

や
す
く
簡
潔
に
説
明
し
て
い
る
の
で
、
読
者
も
実
際
に
二
つ
の
作
品
を

読
み
比
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
解
を
深
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
例

え
ば
、
宋
・
陳
与
義
の
「
岳
陽
楼
に
登
る
二
首
」
其
の
一
（
八
九
二
頁
）

の
説
明
で
は
、
こ
の
詩
が
杜
甫
の
「
岳
陽
楼
に
登
る
」（
五
九
四
頁
）
を

踏
ま
え
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
読
者
は
二
首
の
詩
を
併
せ

読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
杜
甫
が
か
つ
て
戦
乱
の
中
で
抱
い
た
悲
し
み
と

望
郷
の
思
い
を
、
陳
与
義
も
実
感
と
し
て
汲
み
と
っ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
ま
た
、
人
口
に
膾
炙
し
た
「
大
江	

東
に
去
り
、
浪
は
淘
尽

す	

千
古	

風
流
の
人
物
」
で
始
ま
る
蘇
軾
の
「
念
奴
嬌	

赤
壁
懐
古
」
詞

（
八
六
七
頁
）
は
、
宋
・
柳
永
の
「
双
声
子
」
詞
（
八
〇
六
頁
）
の
影
響

下
に
作
ら
れ
た
と
す
る
指
摘
も
興
味
深
い
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
両
作

品
を
読
み
比
べ
る
と
確
か
に
納
得
が
い
く
。

　

二
つ
目
は
、
人
間
社
会
の
最
も
普
遍
的
か
つ
永
遠
の
テ
ー
マ
で
あ
る

「
愛
」
を
詠
ん
だ
作
品
が
特
に
多
く
採
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
一
つ
は
い
う
ま
で
も
な
く
ま
ず
男
女
・
夫
婦
間
の
情
愛
を
詠
ん
だ

作
品
群
で
あ
り
、『
詩
経
』
か
ら
は
「
関
睢
」（
三
五
頁
）、「
静
女
」（
三
八

頁
）、「
女
曰
鶏
鳴
」（
四
三
頁
）
な
ど
の
よ
う
に
よ
く
知
ら
れ
た
作
品
の

ほ
か
に
、
村
娘
と
旅
商
人
の
出
会
い
、
楽
し
い
交
際
、
結
婚
、
そ
し
て

男
の
不
実
に
よ
る
破
局
ま
で
を
描
い
た
「
氓
」（
五
二
頁
）
の
よ
う
な
長

篇
の
作
も
採
録
さ
れ
て
お
り
、『
楚
辞
』
か
ら
は
女
神
の
恋
の
悩
み
を

詠
ん
だ
「
九
歌
・
山
鬼
」（
六
〇
頁
）
一
首
の
み
が
採
ら
れ
て
い
る
。
ほ

か
に
「
古
詩
十
九
首
」
其
の
一
、
同
其
の
二
、
同
其
の
八
、
同
其
の
九
、

同
其
の
十
、
同
其
の
十
九
（
一
〇
五
～
一
一
九
頁
）、
白
居
易
の
「
長
恨

歌
（
抄
）」（
六
六
九
頁
）、
宋
・
柳
永
の
「
雨
霖
鈴
」
詞
（
七
九
八
頁
）、
宋
・

秦
観
の
「
鵲
橋
仙
」
詞
（
八
八
三
頁
）
な
ど
を
含
め
、
男
女
・
夫
婦
間

の
情
愛
を
詠
ん
だ
作
品
が
数
多
く
採
録
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
は
、親
子
の
間
の
愛
情
を
扱
っ
た
作
品
群
で
あ
り
、

西
晋
・
左
思
の
「
嬌
女
の
詩
一
首
」（
一
七
四
頁
）、
陶
淵
明
「
子
を
責

む
」（
二
一
〇
頁
）
な
ど
の
よ
う
に
、
子
を
思
う
親
の
気
持
ち
を
第
一
人

称
で
詠
ん
だ
作
品
も
あ
れ
ば
、
唐
・
孟
郊
「
遊
子
吟
」（
六
三
七
頁
）、
清
・

黄
景
仁
「
老
母
に
別
る
」（
一
〇
七
四
頁
）
の
よ
う
に
、
子
を
思
う
親
の

気
持
ち
を
子
の
側
か
ら
忖
度
し
て
読
ん
だ
作
品
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
苦
労
し
て
育
て
た
子
燕
が
巣
立
っ
た
こ
と
を
悲
し
む
親
燕
（
劉

叟
）
に
対
し
て
、「
あ
な
た
が
若
か
っ
た
時
も
同
じ
よ
う
に
親
元
を
離

れ
た
で
は
な
い
か
」と
諭
す
白
居
易
の「
燕
の
詩	

劉
叟
に
示
す
」（
六
五
七

頁
）
も
収
め
ら
れ
て
お
り
、
著
者
は
こ
の
詩
の
説
明
の
最
後
に
、「
世

代
間
の
確
執
、世
代
交
代
に
伴
う
悲
哀
。
こ
の
詩
に
示
さ
れ
た
問
題
は
、

き
わ
め
て
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
記
す
。
つ
ま
り
著
者
は
、
時
代

の
隔
た
り
と
関
係
な
く
人
間
社
会
に
存
在
す
る
最
も
普
遍
的
な
感
情
で

あ
り
永
遠
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
愛
」
を
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
漢

詩
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
内
容
の
普
遍
性
と
現
代
社
会
に
お
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け
る
重
要
性
お
よ
び
表
現
の
可
能
性
を
、
読
者
に
提
示
し
よ
う
と
し
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

三
つ
目
は
、
通
説
あ
る
い
は
市
民
権
を
得
つ
つ
あ
る
学
説
に
対
し
て

盲
従
し
な
い
著
者
の
学
術
的
知
見
で
あ
る
。具
体
例
を
三
つ
挙
げ
よ
う
。

ま
ず
一
つ
は
陶
淵
明
「
飲
酒
二
十
首
」
其
の
五
（
一
八
六
頁
）
の
「
悠

然
と
し
て
南
山
を
望
む
」
句
に
つ
い
て
で
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
、
こ

の
句
は
「
悠
然
と
し
て
南
山
を
見
る
」
に
作
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、

著
者
は
敢
え
て
「
見
」
字
の
代
わ
り
に
「
望
」
字
を
採
用
す
る
。
も
と

も
と
陶
淵
明
は
「
望
」
字
を
用
い
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
は
、

研
究
者
に
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
一
般
読
者
を
も
射
程
に
入
れ
た

図
書
に
お
い
て
「
望
」
字
を
採
用
す
る
例
を
、
筆
者
は
ほ
か
に
知
ら
な

い
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
唐
・
劉
希
夷
「
白
頭
を
悲
し
む
翁
に
代
る
」

（
二
八
六
頁
）
の
「
言
を
寄
す	

全
盛
の
紅
顔
子
」
句
の
「
紅
顔
子
」
に

つ
い
て
の
解
釈
で
あ
る
。
本
書
は
通
説
と
異
な
り
、
こ
の
言
葉
を
「
若

い
盛
り
の
青
年
た
ち
」と
し
て
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、「
洛
陽
の
女
児
」

と
す
る
説
を
唱
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
著
者
に
専
論
が
あ
り
、
自
説

に
基
づ
い
て
漢
詩
の
新
し
い
解
釈
が
試
み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
も
う
一
つ
は
、『
白
氏
文
集
』
と
い
う
書
名
の
読
み
方
に
つ

い
て
で
あ
る
（
六
五
六
頁
）。
中
国
古
典
文
学
の
研
究
者
の
間
で
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
こ
の
書
名
の
読
み
方
に
つ
い
て
は
、
近
年
、

平
安
時
代
当
時
か
ら
明
治
中
期
ま
で
は
「
は
く
し
ぶ
ん
し
ゅ
う
」
と
読

ん
だ
可
能
性
が
高
い
こ
と
、「
も
ん
じ
ゅ
う
」
の
読
み
が
定
着
し
た
の

は
明
治
三
〇
年
前
後
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、「
は
く
し
ぶ
ん
し
ゅ

う
」
と
読
み
替
え
よ
う
と
す
る
動
き
も
あ
る
。
し
か
し
著
者
は
こ
の
こ

と
に
対
し
て
、
明
治
中
期
ま
で
の
読
み
の
実
態
や
「
も
ん
じ
ゅ
う
」
と

い
う
慣
用
読
み
の
確
立
時
期
が
ど
う
で
あ
れ
、「
は
く
し
も
ん
じ
ゅ
う
」

と
い
う
読
み
方
は
す
で
に
百
年
以
上
に
わ
た
っ
て
日
本
人
に
親
し
ま
れ

て
定
着
し
た
も
の
で
あ
り
、「
も
は
や
単
な
る
無
機
質
の
記
号
で
は
な

く
、
一
個
の
文
化
的
表
徴
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
一
つ
の
“
人
格
”

を
持
つ
に
至
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
」
の
で
、
簡
単
に
読
み
替
え
る
べ

き
で
は
な
い
と
注
意
を
喚
起
す
る
。
そ
し
て
、も
し
慣
用
を
廃
し
て“
正

統
”
を
通
す
こ
と
を
よ
し
と
す
る
な
ら
ば
、
孟
浩
然
や
杜
甫
な
ど
の
詩

人
名
も
そ
れ
ぞ
れ
「
ボ
ウ
コ
ウ
ゼ
ン
」「
ト
フ
」
と
読
み
替
え
る
べ
き

で
あ
り
、「
そ
れ
が
主
張
の
一
貫
性
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
い
う

こ
と
を
顧
慮
し
な
い
ま
ま
『
白
氏
文
集
』
の
読
み
方
だ
け
を
改
め
よ
う

と
す
る
の
は
い
か
に
も
“
し
い
て
異
を
立
て
る
”
姿
勢
で
あ
り
、
木
を

見
て
森
を
見
な
い
行
為
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
す
る
明
快

な
論
理
に
は
、
思
わ
ず
唸
ら
さ
れ
る
。

　

む
ろ
ん
、著
者
が
本
書
の
中
で
提
示
し
た
新
し
い
学
説
や「
ぶ
ん
し
ゅ

う
」
読
み
反
対
説
等
に
つ
い
て
は
、
今
後
さ
ら
に
新
し
い
議
論
を
巻
き

起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
が
、
中
国
古
典
文
学
研
究
史
に
一
石
を
投
じ
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
も
学
会
誌
等
に
発
表
し
た
学
術
論
文
で
は
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な
く
、
一
般
読
者
を
も
射
程
に
入
れ
た
名
作
集
成
の
中
で
こ
の
よ
う
な

学
術
的
知
見
を
わ
か
り
や
す
く
述
べ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
特
筆
に
値

す
る
。
著
者
は
け
っ
し
て
漢
詩
と
そ
の
解
釈
を
め
ぐ
る
学
説
あ
る
い
は

議
論
を
、
研
究
者
た
ち
の
専
有
物
ま
た
は
特
権
と
し
て
見
な
さ
ず
、
敷

居
を
低
く
し
て
一
般
読
者
を
も
こ
の
議
論
の
中
に
呼
び
込
も
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
き
わ
め
て
重
要
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
、

現
代
社
会
に
お
い
て
は
活
字
離
れ
と
平
行
し
て
漢
詩
・
漢
文
離
れ
が
ま

す
ま
す
顕
著
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
諸
先
学
に
指
摘
さ
れ
て
す

で
に
久
し
い
が
、
斯
界
で
は
未
だ
に
こ
れ
と
い
っ
た
有
力
な
改
善
策
が

立
て
ら
れ
て
お
ら
ず
、
状
況
も
大
き
く
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
か
つ
て

漢
詩
文
は
日
本
文
化
の
一
部
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
今
の
若
い
世

代
に
は
ほ
と
ん
ど
認
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、
た
と
え
認
識
さ
れ
て
い
る
と

し
て
も
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
と
は
関
係
の
な
い
縁
遠
い
古
典
と
し
か
理

解
さ
れ
て
い
な
い
。
筆
者
が
身
の
程
を
弁
え
ず
こ
の
よ
う
な
大
著
の
書

評
を
書
く
こ
と
に
し
た
理
由
も
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
。
漢
文
教
育
に
携

わ
る
誰
も
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
真
剣
に
こ
の
問
題
に
向
き
合
い
、
何
ら

か
の
手
立
て
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
ま
で
状
況
は
深
刻
化

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

本
書
の
著
者
で
あ
る
宇
野
氏
は
、
す
で
に
数
年
前
か
ら
こ
の
よ
う
な

現
状
を
改
善
す
べ
く
行
動
を
起
こ
し
て
い
る
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
の
漢
詩

講
座
を
担
当
し
た
の
を
皮
切
り
に
、
一
般
読
者
を
も
射
程
に
入
れ
た
わ

か
り
や
す
い
漢
詩
注
釈
書
を
次
々
と
世
に
出
し
、
ま
た
全
日
本
漢
詩
連

盟
の
主
要
メ
ン
バ
ー
の
一
人
と
し
て
活
躍
し
、
漢
詩
愛
好
者
の
す
そ
野

を
拡
げ
る
た
め
に
労
苦
を
惜
し
ま
な
い
。
本
書
も
そ
の
よ
う
な
一
連
の

活
動
の
中
で
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
氏
の
そ
の
よ
う
な
深
い
思

い
が
託
さ
れ
た
一
冊
と
し
て
見
受
け
ら
れ
る
。
特
に
本
書
に
は
、
漢
詩

の
名
作
に
ふ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
代
と
国
境
を
超
え
て
存
在
す
る

普
遍
的
な
感
情
と
価
値
観
を
、
よ
り
深
く
理
解
し
て
ほ
し
い
、
と
い
う

著
者
の
願
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

　

最
後
に
余
談
で
あ
る
が
、
現
代
日
本
人
の
古
典
離
れ
は
何
も
漢
詩
・

漢
文
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
日
本
の
古
典
に
関
し
て
も
同
様
の

こ
と
が
起
き
て
い
る
。
明
治
時
代
ま
で
普
通
に
使
わ
れ
て
い
た
変
体
仮

名
が
、
も
は
や
一
部
の
学
者
に
し
か
読
め
な
く
な
っ
て
い
る
の
だ
。
し

か
し
日
本
古
典
文
学
の
教
育
現
場
で
は
、
近
世
文
学
研
究
者
を
中
心
に

「
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
」
普
及
運
動
が
徐
々
に
本
格
化
し
て
い
る
。
お
ま

け
に
く
ず
し
字
学
習
支
援
ア
プ
リ
ま
で
開
発
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
こ

の
よ
う
な
時
勢
に
合
わ
せ
て
、
漢
文
読
解
支
援
ア
プ
リ
な
る
も
の
で
も

開
発
さ
れ
れ
ば
、
若
い
世
代
の
漢
詩
・
漢
文
離
れ
を
く
い
止
め
る
こ
と

が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
ひ
そ
か
に
思
う
今
日
こ
の
頃
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

																																		

（
な
か
お
・
け
ん
い
ち
ろ
う　

熊
本
大
学
）


