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一　

問
題
の
所
在

か
ね
て
か
ら
気
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
今
日
つ
た
わ
る
女
性
に
よ
る
漢
詩

を
見
渡
し
て
み
る
と
、
名
高
い
佳
篇
の
多
く
が
、
律
詩
で
は
な
く
絶
句
に
よ
っ
て
詠

ま
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
魚
玄
機
の
「
別
れ
に
送
る①
」
や
薛
涛
の
「
竹
郎

廟
に
題
す②
」
等
、
す
ぐ
に
想
起
さ
れ
る
こ
れ
ら
女
性
詩
は
、
絶
句
の
詩
型
が
採
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
中
国
の
漢
詩
だ
け
に
限
ら
な
い
。
日
本
や
朝
鮮
の
漢
詩
に
お

い
て
も
然
り
で
あ
る
。
以
前
、
稿
者
が
朝
鮮
女
性
漢
詩
を
調
査
し
た③
さ
い
も
、
そ
の

ほ
と
ん
ど
が
絶
句
に
よ
っ
て
詠
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
と
り
わ
け
印
象
的
で
あ
っ

た
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
何
故
な
の
か
。「
女
性
の
詩
と
言
え
ば
絶
句
」と
い
う
典
型
意

識
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
む
ろ
ん
女
性
の
漢
詩
に
絶
句
以
外
が
無
い
わ
け
で
は

な
い④
が
、
そ
れ
に
し
て
も
圧
倒
的
に
多
い
の
は
、
絶
句
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
の
こ
と

を
問
題
と
す
る
。

以
下
に
、
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
女
性
漢
詩
が
絶
句
で
あ
る
か
実
態
を
把
握
し
、
そ
の

う
え
で
そ
の
要
因
を
系
統
的
に
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。

二　

８
割
近
く
を
占
め
る
絶
句

女
性
に
よ
る
漢
詩
に
は
絶
句
形
式
が
多
い

―
こ
の
印
象
を
客
観
的
に
把
握
す
べ

く
、
お
よ
そ
五
万
首
を
網
羅
す
る
『
全
唐
詩
』
を
も
と
に
、
先
ず
は
数
量
的
調
査
を

行
な
っ
て
み
た⑤
。
周
知
の
と
お
り

中
国
古
典
詩
で
は
、
女
性
自
身
の

手
に
よ
る
作
品
が
そ
も
そ
も
少
な

く⑥
、『
全
唐
詩
』
に
お
い
て
も
収
録

作
者
数
二
八
七
三
人
の
う
ち
、
女

性
は
二
七
八
人
を
数
え
る
に
と
ど

ま
る
。
こ
れ
は
九
・
七
パ
ー
セ
ン

ト
、
一
割
に
も
満
た
な
い
少
な
さ

で
あ
る
。
作
品
数
の
観
点
か
ら
見

る
と
数
字
は
さ
ら
に
低
く
な
り
、

『
全
唐
詩
』収
録
数
四
九
四
〇
三
首

の
内
、女
性
詩
は
僅
か
八
一
一
首
、

す
な
わ
ち
一
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
し
か
存
在
し
て
お
ら
ず
、
き
わ
め
て
乏
し
い
水
脈
で

あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

こ
の
乏
し
い
な
が
ら
も
存
在
す
る
女
性
詩
八
一
一
首
の
内
、
絶
句
の
詩
型
を
採
る

作
品
は
六
一
六
首
に
も
の
ぼ
り
、
実
に
七
六
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
多
さ
と
な
っ
て

い
る
。
詳
し
く
は
本
論
最
後
の
別
表
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
い
ま
主
だ
っ
た
作
者
に

お
け
る
絶
句
の
占
有
率
を
見
て
み
る
と
、
右
表
の
通
り
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
調
査
結
果
か
ら
は
、
則
天
皇
后
・
魚
玄
機
・
李
冶
の
比
率
が
や
や
少
な
い⑦
な

が
ら
も
、
そ
の
他
の
女
流
詩
人
た
ち
に
お
い
て
は
、
か
な
り
明
瞭
な
形
で
絶
句
が
多

女
性
詩
に
み
る
絶
句
の
多
さ
に
つ
い
て

佐　

藤　

浩　

一

作者 作品首数 絶句 ％
則天皇後 47 10 21
上官昭容 32 22 69
花蕊夫人徐氏 159 159 100
晁采 23 22 96
姚月華 6 5 83
歩非煙 4 4 100
張窈窕 6 5 83
劉采春 6 6 100
趙鸞鸞 5 5 100
薛濤 88 83 94
魚玄機 50 15 30
李冶 16 6 38
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数
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
よ
う
。

三　

言
い
尽
く
さ
な
い
詩
型

で
は
、
何
故
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
絶
句
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
指
摘
し
た
い
の
は
、
絶
句
と
い
う
詩
型
の
も
つ
表
現
機
能⑧
で
あ
る
。
絶
句
は
律

詩
と
異
な
り
、
表
現
し
た
い
全
て
ま
で
は
言
い
切
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
断
ち
切

り
、
余
韻
を
漂
わ
せ
る
効
果
を
も
つ
。
お
そ
ら
く
は
こ
の
効
果
が
女
性
た
ち
の
心
情

と
合
致
し
て
、
絶
句
と
い
う
詩
型
を
選
ば
せ
る
側
面
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
薛
涛

に
せ
よ
魚
玄
機
に
せ
よ
女
性
詩
人
の
多
く
は
、妓
女
や
愛
妾
と
い
う
立
場
に
あ
っ
た
。

識
字
率
す
ら
ま
ま
な
ら
ぬ
時
代
に
あ
っ
て
、
士
大
夫
と
の
詩
の
応
酬
に
備
え
て
作
詩

の
鍛
錬
を
重
ね
て
い
た
彼
女
た
ち
は
、
文
字
を
操
れ
る
稀
有
の
存
在
で
あ
っ
た
。
そ

の
彼
女
た
ち
が
、
後
朝
や
別
離
の
辛
さ
を
詠
む
と
き
、
本
音
を
漏
ら
し
て
伝
え
た
く

て
も
、
敢
え
て
胸
に
押
し
留
め
て
言
い
尽
く
さ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
言
い
尽
く
さ
な

い
、
そ
し
て
言
い
尽
く
せ
な
い
想
い
を
表
現
す
る
の
に
、
絶
句
は
ち
ょ
う
ど
彼
女
た

ち
の
詠
い
や
す
さ
を
満
た
し
て
く
れ
る
詩
型
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。魚
玄
機
が
、

「
睡ね

む
りよ

り
覺さ

め
て
言
ふ
莫
か
れ
雲
の
去
る
處
を

―
眠
り
か
ら
覚
め
て
も
、私
の
居
場

所
な
ど
探
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
」
と
言
い
残
す
絶
句
に
し
て
も
、「
居
場
所
を
探
し
に

来
て
欲
し
い
」
と
い
う
本
音
が
覆
い
隠
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ず
、
ど
ち
ら
と
も
つ

か
ぬ
言
い
尽
く
さ
な
い
と
こ
ろ
に
こ
そ
、絶
句
な
ら
で
は
の
余
韻
が
生
じ
て
い
よ
う
。

も
し
も
こ
の
詩
を
律
詩
や
排
律
で
詠
ん
で
し
ま
っ
て
は
、
紙
幅
が
増
え
る
分
、
せ
っ

か
く
押
し
留
め
た
は
ず
の
想
い
が
あ
ふ
れ
出
し
、
本
音
を
漏
ら
し
て
し
ま
う
か
も
し

れ
な
い
。
そ
の
結
果
、
く
ど
く
ど
し
い
表
現
と
な
っ
て
、
こ
こ
ま
で
の
余
韻
は
お
よ

そ
望
め
な
く
な
っ
た
だ
ろ
う
。

四　

社
会
制
度
か
ら
の
締
め
出
し

女
性
の
詩
に
絶
句
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、
律
詩
や
排
律
が
多
く

な
い
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
経
世
を
詠
い
、
社
会
の
公
器
で
も
あ
る
中
国
の
古
典
詩

に
あ
っ
て
、
と
り
わ
け
律
詩
や
排
律
は
、
皇
帝
の
命
に
よ
る
応
制
詩
や
科
挙
の
試
帖

詩
に
も
用
い
ら
れ
る
詩
型
で
あ
り
、
士
大
夫
た
ち
は
こ
の
詩
型
の
上
達
に
磨
き
を
か

け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
女
性
た
ち
は
科
挙
の
受
験
資
格
を
有

さ
な
い
。
そ
の
ぶ
ん
相
対
的
に
、
律
詩
と
排
律
の
制
作
機
会
か
ら
離
れ
、
絶
句
へ
と

向
か
い
や
す
い
側
面
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
魚
玄
機
が
、
科
挙
と
い
う
社
会
的

制
度
か
ら
締
め
出
さ
れ
た
悔
し
さ
を
、
絶
句
の
詩
型
で
も
っ
て
詠
み
上
げ
て
い
る⑨
作

例
は
、
い
か
に
も
象
徴
的
に
感
ぜ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
律
詩
・
排
律
と
、
絶
句
と
の
明
白
な
違
い
は
長
短
に
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ

の
長
短
を
生
む
要
素
と
し
て
作
用
し
て
い
る
一
つ
に
、
対
句
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
絶
句
は
対
句
を
必
要
と
し
な
い
。
い
っ
ぽ
う
律
詩
と
排
律
は
対
句
を
必
須
と

し
、
い
か
に
巧
み
に
対
句
構
造
を
創
り
上
げ
る
か
が
巧
拙
の
判
断
基
準
の
一
つ
と
な

り
、腕
の
見
せ
所
と
も
な
る
。
科
挙
の
試
帖
詩
で
排
律
が
用
い
ら
れ
て
い
た
理
由
も
、

こ
の
判
断
基
準
に
し
や
す
い
と
い
う
点
に
あ
ろ
う
。

こ
の
対
句
構
造
を
必
須
と
し
な
い
絶
句
は
、
フ
レ
ー
ズ
（
上
の
句
）
に
更
な
る
フ

レ
ー
ズ
（
下
の
句
）
を
重
ね
る
必
要
が
無
い
。
そ
の
よ
う
に
フ
レ
ー
ズ
を
半
減
し
字
数

も
短
縮
し
て
し
ま
う
「
対
句
の
不
在
」
が
、
絶
句
を
短
篇
へ
と
向
か
わ
せ
る
一
要
素

と
し
て
作
用
し
て
い
よ
う
。

こ
う
し
た
絶
句
に
お
け
る
短
篇
的
要
素
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に
、
絶
句
を

苦
手
と
し
た
杜
甫
の
例
を
挙
げ
て
ヒ
ン
ト
に
し
て
お
き
た
い
。
杜
甫
は
現
存
す
る
だ

け
で
も
一
四
五
八
首
も
の
詩
を
手
掛
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
絶
句
は
わ
ず
か

一
三
八
首
（
9
％
）
し
か
無
く
、一
割
に
も
満
た
な
い
。
そ
れ
は
一
割
に
も
満
た
な
い

女
性
詩
人
が
絶
句
し
か
残
し
て
い
な
い
の
に
比
べ
、
い
か
に
も
対
照
的
な
違
い
で
あ
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る
。
杜
甫
の
絶
句
は
さ
な
が
ら
律
詩
の
よ
う
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
必
要
と
し
な
い
は

ず
の
対
偶
構
造
に
仕
立
て
て
し
ま
う
。
た
と
え
ば
そ
の
名
も
「
絶
句
」
と
い
う
詩
題

の
絶
句
で
は
、
以
下
の
と
お
り
完
璧
な
対
句
で
詠
ん
で
い
る
。

兩
個
黃
鸝
鳴
翠
柳　
　

兩
個
の
黃
鸝 

翠
柳
に
鳴
き

一
行
白
鷺
上
青
天　
　

一
行
の
白
鷺 

青
天
に
上
る

窗
含
西
嶺
千
秋
雪　
　

窗
は
含
む
西
嶺
千
秋
の
雪

門
泊
東
吳
萬
里
船　
　

門
に
泊
る
東
吳
萬
里
の
船

さ
ら
に
杜
甫
の
一
三
八
首
の
絶
句
の
う
ち
、
78
パ
ー
セ
ン
ト
が
連
章
詩
と
な
っ
て

い
る
点
も
象
徴
的
で
あ
る
。杜
甫
は
言
い
尽
く
さ
な
い
と
気
の
す
ま
ぬ
性
質
で
あ
り
、

結
果
そ
の
詩
は
言
辞
で
埋
め
尽
く
す
分
、
長
篇
化
す
る
。
と
こ
ろ
が
絶
句
は
言
い
尽

く
せ
な
い
表
現
機
能
の
短
編
で
あ
り
、
ゆ
え
に
杜
甫
は
短
編
の
長
篇
化
を
工
夫
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
工
夫
の
一
つ
が
連
章
詩
で
あ
る
。
杜
甫
は
短
編
の
絶
句
を「
其

の
一
」「
其
の
二
」
…
…
の
ご
と
く
連
章
仕
立
て
に
す
る
こ
と
で
、絶
句
す
ら
も
長
篇

化
さ
せ
て
い
た⑩
。

杜
甫
の
ケ
ー
ス
は
見
方
を
換
え
れ
ば
、
つ
ま
り
絶
句
と
は
、
対
句
を
用
い
ず
言
い

切
ら
な
い
短
編
詩
、
と
い
う
こ
と
が
改
め
て
確
認
で
き
よ
う
。

五　

応
酬
し
や
す
い
短
か
さ

こ
う
し
た
絶
句
に
お
け
る
「
短
さ
」
は
、
士
大
夫
と
詩
の
応
酬
を
す
る
女
性
詩
人

た
ち
に
と
っ
て
、
相
手
と
の
呼
吸
を
合
わ
せ
る
の
に
丁
度
良
い
サ
イ
ズ
と
な
っ
て
い

た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
現
代
社
会
の
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
や
微
信
と
い
っ
た
Ｓ
Ｎ

Ｓ
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
）
に
も
似
た
伝
達
状
況
を
想
起
さ

せ
る
。
恋
人
た
ち
の
や
り
と
り
で
は
、
一
方
的
に
長
文
を
送
り
付
け
る
の
は
無
粋
で

あ
り
、
短
文
の
応
酬
が
そ
こ
で
は
続
く
。
絶
句
と
い
う
短
詩
型
の
応
酬
は
、
あ
た
か

も
そ
れ
に
も
似
る
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
「
薛
涛
箋
」
は
、
さ
な
が
ら
当
時
の

シ
ョ
ー
ト
メ
ー
ル
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
薛
涛
が
創
案
し
た

と
い
う
「
薛
涛
箋
」
は
、
現
代
の
一
筆
箋
に
も
似
た
、
深
紅
色
の
短
冊
で
あ
る
。
わ

ず
か
数
行
し
か
書
け
な
い
紙
幅
か
ら
は
、
そ
も
そ
も
数
行
で
充
分
と
い
う
意
図
が
う

か
が
え
、
多
言
は
す
ま
い
と
い
う
奥
ゆ
か
し
さ
が
、
そ
こ
に
は
感
ぜ
ら
れ
る
。
現
存

す
る
薛
涛
詩
の
94
パ
ー
セ
ン
ト
を
絶
句
が
占
め
て
い
た
事
実
は
、
そ
の
意
図
が
形
と

な
っ
て
現
れ
た
結
果
だ
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

六　

絶
句
に
よ
る
唱
和

女
性
が
詩
の
応
酬
を
す
る
さ
い
に
絶
句
の
短
さ
が
丁
度
よ
か
っ
た
、
と
い
う
推
測

を
傍
証
す
べ
く
、そ
の
実
例
を
一
瞥
し
て
お
き
た
い
。
男
性
詩
人
側
の
現
存
作
品
に
、

女
性
と
の
唱
和
を
示
す
作
例
は
極
端
に
少
な
い
。
あ
る
い
は
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
す
ぎ
て

家
人
ら
に
見
ら
れ
る
の
は
気
ま
ず
く
、
破
棄
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
薛
涛
へ
直
接

贈
っ
た
詩
と
し
て
、
白
居
易
・
王
建
・
元
稹
に
よ
る
三
首
が
現
存
す
る
け
れ
ど
も
、

自
作
の
保
存
に
執
着
し
た
白
居
易
で
さ
え
、
彼
女
に
贈
っ
た
「
与
薛
涛
」
詩
が
『
白

氏
長
慶
集
』
に
は
見
え
ず
、
よ
う
や
く
『
白
香
山
詩
集
補
遺
』
に
見
え
る
だ
け
で
、

お
よ
そ
保
存
に
熱
心
だ
っ
た
と
は
思
え
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る⑪
。

そ
れ
ら
現
存
す
る
詩
の
内
、
元
稹
の
「
寄
贈
薛
涛⑫
」
詩
の
み
律
詩
だ
が
、
白
居
易

の
「
与
薛
涛⑬
」
詩
と
王
建
の
「
寄
蜀
中
薛
涛
校
書⑭
」
詩
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
絶

句
の
形
と
な
っ
て
い
る
。
一
般
的
に
相
手
の
詩
に
唱
和
す
る
際
は
、
詩
型
ま
で
合
わ

せ
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
律
詩
を
贈
っ
て
き
た
元
稹
に
は
律
詩
を
も
っ
て
返
歌
し
た⑮

は
ず
で
あ
る
。
白
居
易
ら
に
返
し
た
詩
に
つ
い
て
も
散
逸
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
お

そ
ら
く
絶
句
に
対
し
て
絶
句
で
も
っ
て
唱
和
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
も

と
よ
り
薛
涛
が
絶
句
を
基
調
と
す
る
詩
人
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
他
の
文
人
と
応
酬
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し
た
四
七
首
の
う
ち
四
四
首
ま
で
が
絶
句
で
占
め
て
い
る
事
実⑯
か
ら
も
窺
え
る
。

当
時
の
女
性
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
に
男
性
と
絶
句
で
唱
和
し
、
そ
れ
ゆ
え
絶
句
が

多
数
を
占
め
て
ゆ
く
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

七　

絶
句
ゆ
え
の
気
楽

な
ぜ
女
性
の
詩
に
は
絶
句
が
多
い
の
か
と
い
う
疑
問
に
つ
い
て
、
作
り
や
す
い
基

礎
的
詩
型
で
あ
っ
た

―
と
い
う
観
点
か
ら
も
検
討
し
て
お
き
た
い
。
わ
た
し
た
ち

外
国
人
が
漢
詩
を
作
る
さ
い
、
母
語
で
は
な
い
言
語
に
よ
る
詩
作
は
、
や
や
も
す
れ

ば
和
臭
の
ご
と
き
不
注
意
な
癖
が
出
る
こ
と
も
あ
る
。そ
の
意
味
に
お
い
て
絶
句
は
、

紙
幅
が
短
い
分
、
注
意
の
喚
起
も
目
の
行
き
届
く
レ
ベ
ル
で
済
む
の
で
、
く
た
び
れ

ず
、
た
し
か
に
作
り
や
す
い
。
か
つ
て
稿
者
が
朝
鮮
漢
詩
を
調
べ
た
さ
い⑰
、
女
性
の

漢
詩
が
ほ
ぼ
例
外
な
く
絶
句
で
詠
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
驚
い
た
け
れ
ど
も
、
外
国
人

に
と
っ
て
の
作
り
や
す
さ
を
考
え
て
み
れ
ば
、
絶
句
が
選
ば
れ
や
す
い
こ
と
は
確
か

に
共
感
で
き
る
。
朝
鮮
で
も
女
性
詩
人
は
妓
女
で
あ
る
こ
と
が
大
抵
の
よ
う
で
、
次

に
引
く
桂ケ

生セ
ン

は
、
黄

フ
ァ
ン

真ジ

伊ニ

と
双
璧
を
成
す
名
妓
で
あ
り
、
朝
鮮
を
代
表
す
る
漢
詩
人

と
し
て
名
高
い
。

參
差
山
影
倒
江
波　
　

参
差
と
し
て 

山
影 

江
波
に
倒
さ
ま
な
り

垂
柳
千
絲
掩
酒
家　
　

垂
柳 

千
糸 

酒
家
を
掩
う

輕
浪
風
生
眠
鷺
起　
　

軽
浪 

風 

生
じ 

眠
鷺 

起
つ

漁
舟
人
語
隔
烟
霞　
　

漁
舟 

人
語 

烟
霞
を
隔
つ

舟
を
浮
か
べ
て
詠
ん
だ
詩
で
あ
る
。
も
し
も
こ
の
絶
句
を
律
詩
で
詠
ん
で
い
た
と

す
れ
ば
、
独
り
で
乗
船
し
た
の
か
或
い
は
誰
か
と
同
乗
し
た
の
か
、
い
つ
、
ど
こ
か

ら
乗
っ
た
の
か

―
と
い
っ
た
こ
と
ま
で
詠
み
込
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

絶
句
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
絶
ち
切
っ
て
そ
こ
ま
で
言
及
し
な
い
。
末
句
で
は
、
立
ち
込

め
た
モ
ヤ
で
漁
師
の
舟
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
い
、
幻
想
的
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
し
て
余

韻
を
漂
わ
せ
て
い
る
。
い
か
に
も
絶
句
な
ら
で
は
の
作
品
と
い
え
よ
う
。

八　

む
す
び
に

女
性
詩
人
た
ち
が
、
こ
の
よ
う
に
絶
句
を
詩
型
と
し
て
選
ん
だ
理
由
を
考
え
た
と

き
、
不
慣
れ
な
外
国
人
に
と
っ
て
取
り
掛
か
り
や
す
い
エ
チ
ュ
ー
ド
的
詩
型
で
あ
っ

た
か
ら
、と
い
う
側
面
は
否
定
し
難
い
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
全
面
の
理
由
で
は
な
く
、

一
面
の
理
由
で
あ
る
。
類
ま
れ
な
る
文
才
を
誇
る
桂
生
や
黄
真
伊
た
ち
が
、
そ
う
い

つ
ま
で
も
エ
チ
ュ
ー
ド
を
習
作
し
続
け
て
い
た
は
ず
は
無
く
、
や
は
り
そ
こ
に
は
、

別
な
理
由
も
あ
っ
た
こ
と
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
し
て
や
外
国
人
が
不
慣
れ
な

の
は
と
も
か
く
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
中
国
人
ま
で
が
自
国
の
言
語
芸
術
に
不
案
内
だ
と

は
、
ほ
と
ん
ど
あ
り
え
な
い
。

こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
諸
点
を
踏
ま
え
て
み
る
と
、
や
は
り
究
極
的
に
は
、
絶

句
の
持
つ
「
言
い
尽
く
せ
な
い
」
と
い
う
表
現
機
能
こ
そ
が
、
根
底
で
作
用
し
て
い

る
と
結
論
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
言
い
た
く
て
も
言
っ
て
は
い
け
な
い

―
そ
の
秘
め

た
想
い
が
余
韻
と
な
っ
て
揺た

ゆ蕩
と
う
こ
と
で
、
却
っ
て
更
な
る
言
葉
を
費
や
す
以
上

の
響
き
を
以
っ
て
、相
手
の
心
に
届
く
の
で
あ
ろ
う
。
蜜
月
に
は
寄
り
添
う
よ
う
に
。

別
離
に
は
突
き
刺
す
よ
う
に
。



二
二
六

498

巻数 作者名 作品数 絶句
5 文徳皇后 1 0 0%

則天皇后 47 10 21%
徐賢妃 5 2 40%
上官昭容 32 22 69%
楊貴妃 1 1 100%
江妃 1 1 100%

6 宜芬公主 1 0 0%
女学士宋氏若華 1 1 100%
尚宮宋氏若昭 1 0 0%
尚宮宋氏若憲 1 0 0%
鮑氏君徽 4 0 0%
蕭妃 1 0 0%

9 蜀太后徐氏 8 1 13%
蜀太妃徐氏 8 3 38%
武后宮人 1 0 0%
開元宮人 1 0 0%
天宝宮人 2 1 50%
徳宗宮人 1 1 100%
宣宗宮人 1 1 100%
僖宗宮人 1 1 100%
李舜弦 3 3 100%
李玉簫 1 1 100%
金真徳 1 0 0%
花蕊夫人徐氏 159 159 100%
楊容華 1 0 0%
魏氏 1 0 0%
喬氏 1 1 100%
七歳女子 1 1 100%
林氏 1 0 0%
趙氏 3 0 0%
郭紹蘭 1 1 100%
王韞秀 3 3 100%
張夫人 5 1 20%
王氏 1 1 100%
裴淑 1 0 0%
趙氏 4 3 75%
張氏 2 2 100%
薛蘊 3 2 67%
楊徳麟 1 1 100%
崔氏 1 1 100%
陳玉蘭 1 1 100%
薛媛 1 0 0%
孫氏 3 2 67%
張立本女 1 1 100%
侯氏 1 0 0%
慎氏 1 1 100%
薛瑶 1 1 100%

王霞卿 2 2 100%
竇梁賓 2 2 100%
任氏 1 0 0%
黄崇嘏 2 1 50%
蒋氏 1 1 100%
周仲美 1 0 0%
張文姫 4 4 100%
程長文 3 1 33%

800 柳氏 1 1 100%
程洛賓 2 2 100%
晁采 23 22 96%
崔鶯鶯 3 3 100%
歩非煙 4 4 100%
崔紫雲 1 1 100%
姚月華 6 5 83%
孟氏 2 2 100%
趙氏 1 0 0%
李節度姫 3 3 100%
崔素娥 1 1 100%
鮑家四弦 2 2 100%
厳続姫 1 1 100%

801 郎大家宋氏 5 1 20%
梁瓊 4 1 25%
劉雲 3 1 33%
崔萱 3 2 67%
崔仲容 3 1 33%
崔公遠 1 1 100%
張琰 3 0 0%
裴羽仙 2 2 100%
劉媛 3 3 100%
葛 児 3 3 100%
劉瑶 3 1 33%
廉氏 3 1 33%
田娥 3 0 0%
劉淑柔 1 0 0%
薛瓊 1 1 100%
趙虚舟 1 1 100%
張瑛 2 1 50%
長孫佐転妻 1 0 0%
劉元載妻 1 1 100%
劉氏婦 2 2 100%
葛氏女 1 1 100%
李主簿姫 1 1 100%
京兆女子 1 1 100%
湘駅女子 1 1 100%
若耶溪女子 1 1 100%
誰氏女 1 1 100%
光　威　裒 1 0 0%

女性詩における絶句の割合―全唐詩のばあい
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越渓楊女 2 1 50%
802 関盼盼 4 4 100%

劉采春 6 6 100%
太原妓 1 1 100%
武昌妓 1 1 100%
舞柘枝女 1 1 100%
常浩 2 0 0%
襄陽妓 1 1 100%
王福娘 2 2 100%
謝棨詩 1 1 100%
楊莱児 2 1 50%
楚児 1 0 0%
王蘇蘇 1 1 100%
顔令賓 1 1 100%
張窈窕 6 5 83%
平康妓 1 1 100%
史鳳 7 7 100%
盛小叢 1 1 100%
趙鸞鸞 5 5 100%
蓮花妓 1 1 100%
徐月英 2 2 100%

803 薛濤 88 83 94%
804 魚玄機 50 15 30%
805 李冶 16 6 38%

元淳 2 0 0%
海印 1 0 0%

863 張雲容 4 4 100%
崔少玄 1 0 0%
戚逍遥 1 1 100%
卓英英 4 4 100%
眉娘 3 3 100%
洛川仙女 3 3 100%
南溟夫人 1 1 100%
雲台峰五女仙 5 5 100%
呉清妻 5 5 100%
上元夫人 3 3 100%
慈恩塔院女仙 2 2 100%
蜀宮群仙 6 6 100%
織女 4 4 100%
嵩山女 3 3 100%
青童 1 1 100%
観梅女仙 1 1 100%
呉彩鸞 1 1 100%
王氏女 1 1 100%
毛女正美 2 2 100%
桃花夫人 1 1 100%
王仙仙 2 2 100%

楊損 1 1 100%
妙女 1 0 0%

864 湘中蛟女 2 1 100%
龍女 1 1 100%
広利王女 2 2 100%
湘妃廟 13 13 100%
明月潭龍女 6 6 100%
黄陵美人 1 1 100%
呉興神女 1 1 100%
夷陵女郎 3 2 67%

866 孔氏 3 3 100%
唐 妻張氏 2 2 100%
韋璜 4 3 75%
王氏婦 7 7 100%
客戸里女子 1 1 100%
密陀僧 1 1 100%
西施 3 3 100%
甄后 3 3 100%
沙磧女子 1 1 100%
陳宮妃嬪 4 4 100%
湘中女子 1 1 100%
薛濤 1 1 100%
孟蜀妃張太華 2 2 100%
安邑坊女 1 1 100%
韋検亡姫 2 2 100%
蘇検妻 2 2 100%
宮嬪 4 4 100%
金車美人 4 2 50%
魏朋妻 1 0 0%
劉氏亡婦 2 2 100%
故台城妓 2 1 50%
無名女鬼 1 1 100%
孫長史女 4 4 100%

867 石 寺燈魅詩 2 2 100%
洛下女郎 2 2 100%
袁長官女 2 2 100%
真符女 2 2 100%
夭桃 1 1 100%
明器婢 1 1 100%
妙香 1 1 100%
廬山女 2 2 100%
青蘰帳女 3 3 100%
白蘋洲碧衣女子 1 0 0%
新林駅女 2 2 100%
白衣女子 2 2 100%
合計 811 617 76%
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注①　
魚
玄
機
「
送
別
」
其
一
：
秦
樓
幾
夜
愜
心
期
、
不
料
仙
郎
有
別
離
。
睡
覺
莫
言
雲
去

處
、
殘
燈
一

野
蛾
飛
。（
秦
楼 

幾
夜 

心
に
愜(

か
な)

い
て
期(

ち
ぎ)

る
、
料
ら

ざ
り
き
仙
郎 

別
離 

有
る
と
は
。
睡
り
よ
り
覚
め
て
言
う
莫
か
れ
雲
の
去
る
処
を
、
残

燈 

一

 
野
蛾
は
飛
ぶ
）。

②　

薛
濤
「
題
竹
郎
廟
」：
竹
郎
廟
前
多
古
木
、
夕
陽
沈
沈
山
更
綠
。
何
處
江
村
有
笛
聲
、

聲
聲
盡
是
迎
郎
曲
。（
竹
郎
の
廟
前 

古
木 

多
く
、
夕
陽
沈
沈
と
し
て
山
は
更
に
綠
な

り
。
何
処
の
江
村
か
笛
声
有
り
、
声
声 

尽
く
是
れ
郎
を
迎
え
た
き
曲
。）

③　

吉
本
一
・
佐
藤
浩
一
「『
朝
鮮
女
流
漢
詩
選
集 

花
束
』
に
つ
い
て
」（『
異
文
化
交
流
』

一
八
号
、
東
海
大
学
国
際
教
育
セ
ン
タ
ー
異
文
化
交
流
研
究
会
、
二
〇
一
八
年
）
を
参

照
さ
れ
た
い
。
一
九
四
四
年
に
金
億
（
筆
名
、金
岸
曙
）
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
名
詩
選

『
花
束
』
は
、
歴
代
の
朝
鮮
女
流
漢
詩
の
中
か
ら
二
〇
〇
首
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
い

ず
れ
も
絶
句
の
形
式
の
み
で
詠
ま
れ
て
い
る
。

④　

た
と
え
ば
、
葉
嘉
瑩
ほ
か
『
歴
代
女
性
詩
詞
鑑
賞
辞
典
』（
上
海
辞
書
出
版
社
、

二
〇
一
六
年
）
で
は
、
絶
句
以
外
の
名
編
を
数
多
く
載
せ
て
い
る
。

⑤　
『
全
唐
詩
』
所
収
の
女
性
詩
を
調
査
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
厳
密
に
は
女
性
本
人
と

は
言
い
切
れ
な
い
作
品
も
、今
回
の
調
査
で
は
対
象
と
し
て
数
に
含
め
て
い
る
。
た
と

え
ば
巻
八
〇
〇
所
収
の
崔
鶯
鶯
の
詩
二
首
（
い
ず
れ
も
絶
句
）
は
、元
稹
の
作
で
も
あ

る
が
、『
全
唐
詩
』
自
体
が
崔
鶯
鶯
の
詩
と
し
て
採
録
す
る
の
で
、
こ
れ
に
従
う
。

⑥　

松
浦
友
久
「
唐
詩
に
あ
ら
わ
れ
た
女
性
像
と
女
性
観
」（『
中
国
詩
歌
原
論
』
大
修
館

書
店
、
一
九
八
六
年
）
を
参
照
。

⑦　

現
存
す
る
魚
玄
機
の
絶
句
が
や
や
少
な
い
点
に
つ
い
て
は
、稿
を
改
め
て
言
及
し
た

い
。
い
ま
要
点
の
み
示
す
と
、お
そ
ら
く
魚
玄
機
は
士
大
夫
の
よ
う
な
意
識
も
有
し
て

い
た
た
め
に
、
他
の
女
性
詩
人
と
は
異
な
る
側
面
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測

す
る
。
注
⑨
で
示
す
通
り
、魚
玄
機
は
科
挙
受
験
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
や
む
男
勝

り
な
気
概
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、他
の
女
性
詩
人
の
多
く
が
絶
句
に
傾
く
中

で
、必
ず
し
も
絶
句
の
み
に
縛
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
と
り
わ
け
彼
女
が
排

律
を
六
首
も
の
こ
す
の
は
、
そ
の
一
端
を
示
そ
う
。
排
律
こ
そ
は
、
科
挙
の
試
帖
詩
と

し
て
出
題
さ
れ
る
詩
形
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

⑧　

絶
句
の
表
現
機
能
に
つ
い
て
は
、注
⑥
所
掲
の
松
浦
友
久
「
詩
型
と
表
現
機
能
」『
中

国
詩
歌
原
論
』
に
詳
し
い
。

⑨　

魚
玄
機
「
游
崇
真
観
南
楼
、
睹
新
及
第
題
名
処
」
詩
に
次
の
通
り
詠
う
：
雲
峰
満
目

放
春
晴
、
歴
歴
銀
鈎
指
下
生
。
自
恨
羅
衣
掩
詩
句
、
挙
頭
空
羨
榜
中
名
。（
雲
峰 

満
目 

春
晴
に
放
た
る
、歴
歴
た
る
銀
鈎
は 

指 

下
ろ
し
て
生
ず
。
自
ら
恨
む
羅
衣 

詩
句
を
掩

う
こ
と
を
、頭
を
挙
げ
て
空
し
く
羨
む
榜
中
の
名
。

―
崇
真
観
の
南
楼
に
貼
り
出
さ

れ
た
、
新
た
な
科
挙
合
格
者
リ
ス
ト
を
見
た
と
き
の
詩
。
人
だ
か
り
の
中
、
合
格
者
名

が
春
の
日
差
し
の
も
と
に
貼
り
出
さ
れ
た
。は
っ
き
り
と
力
強
い
文
字
で
書
か
れ
て
い

る
。
自
分
は
女
で
あ
る
ゆ
え
に
、
文
才
を
覆
い
隠
し
、
世
に
出
て
い
け
な
い
の
が
恨
め

し
い
。
む
な
し
く
羨
望
の
眼
差
し
で
、高
々
と
掲
げ
ら
れ
た
合
格
者
の
名
前
を
見
上
げ

る
こ
と
し
か
出
来
な
い
。）

⑩　

以
上
の
、
杜
甫
に
お
け
る
絶
句
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
杜
甫
に
お
け
る
長
編

詩
の
文
体

―
「
散
文
論
」
序
説
」（『
中
国
詩
文
論
叢
』
第
一
八
集
、
一
九
九
九
年
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑪　

薛
涛
と
唱
和
し
た
例
に
つ
い
て
は
、張
篷
舟
『
薛
涛
詩
箋
』「
唱
和
詩
存
」（
人
民
文

学
出
版
社
一
九
八
三
年
、
四
九
頁
）
が
参
考
に
な
る
。

⑫　

元
稹
「
寄
贈
薛
濤
」：
錦
江
滑
膩
蛾
眉
秀
、
幻
出
文
君
與
薛
濤
。
言
語
巧

鸚
鵡
舌
、

文
章
分
得
鳳
凰
毛
。
紛
紛
辭
客
多
停
筆
、
箇
箇
公
卿
欲
夢
刀
。
別
後
相
思
隔
煙
水
、
菖

蒲
花
発
五
雲
高
。（
錦
江
は
滑
膩
に
し
て
蛾
眉
は
秀
れ
り
、幻
出
す
文
君
と
薛
濤
と
を
。

言
語
は
巧
み
に

む
鸚
鵡
の
舌
、文
章
は
分
か
ち
得
た
り
鳳
凰
の
毛
。
紛
紛
た
る
辞
客

も
筆
を
多
く
停
め
る
ほ
ど
、箇
箇
の
公
卿
も
刀
〈
薛
涛
が
住
む
蜀
の
役
人
〉
を
夢
み
ん

と
欲
す
。
別
後
の
相
思 

煙
水
に
隔
た
り
、
菖
蒲
の
花 

発(

ひ
ら)

き 

五
雲 

高
し
。）

⑬　

白
居
易
「
與
薛
濤
（
一
作
、
贈
薛
濤
）」：
峨
眉
山
勢
接
雲
霓
、
欲
逐
劉
郎
此
路
迷
。

若
似
剡
中
容
易
到
、
春
風
猶
隔
武
陵
溪
。（
峨
眉
の
山
勢 

雲
霓
に
接
し
、
劉
郎
を
逐
わ

ん
と
欲
し
此
の
路
に
迷
う
。
剡
中
は
容
易
に
到
る
が
若
似(

ご
と)

き
も
、春
風 

猶
も

隔
つ
武
陵
の
溪
）

⑭　

王
建
「
寄
蜀
中
薛
濤
校
書
」：
萬
里
橋
辺
女
校
書
、
枇
杷
花
裡
閉
門
居
。
掃
眉
才
子

知
多
少
、
管
領
春
風
総
不
如
。（
万
里
橋
辺 

女
校
書
、
枇
杷
花
裡
に
門
を
閉
じ
る
居
。

掃
眉
の
才
子
知
る
多
少
ぞ
、
春
風
を
管
領
し
〈
文
辞
を
操
つ
り
〉
総
て
如
か
ず
）

⑮　

注
⑫
所
掲
載
の
「
寄
贈
薛
涛
」
に
対
す
る
薛
涛
の
唱
和
詩
は
未
詳
だ
が
、「
寄
旧
詩

与
元
微
之
」
と
い
う
七
律
を
薛
涛
は
元
稹
に
寄
せ
て
い
る
：
詩
篇
調
態
人
皆
有
、
細
膩

風
光
我
独
知
。
月
下
詠
花
憐
暗
淡
、
雨
朝
題
柳
為
欹
垂
。
長
教
碧
玉
藏
深
處
、
總
向
紅

箋
寫
自
隨
。
老
大
不
能
收
拾
得
、
与
君
開
似
好
男
児
。（
詩
篇
の
調
態 

人
皆
有
り
、
細



二
二
九

女
性
詩
に
み
る
絶
句
の
多
さ
に
つ
い
て

501

膩
の
風
光 

我
独
り
知
る
。
月
下
に
花
を
詠
じ
暗
淡
を
憐
れ
み
、
雨
朝
に
柳
を
題
し
欹

垂(

し
な
だ
れ)

れ
る
を
為
す
。
長
く
せ
し
む
碧
玉
の
深
処
に
蔵
れ
る
ご
と
く
、
総
て

紅
箋
に
自
随
を
写
す
。
老
大
〈
薛
涛
五
三
歳
〉
收
拾
得
た
る
こ
と
能
わ
ず
、君
と
開
く

こ
と
好
男
児
〈
親
友
〉
の
似
し
）

　
　

あ
る
い
は
「
贈
遠
」
と
い
う
二
首
構
成
の
絶
句
が
、こ
れ
に
当
る
か
と
も
推
測
さ
れ

る
。
薛
濤
「
贈
遠
」：
擾
弱
新
蒲
葉
又
齊
、
春
深
花
發
塞
前
溪
。
知
君
未
轉
秦
關
騎
、

月
照
千
門
掩
袖
啼
。
芙
蓉
新
落
蜀
山
秋
、
錦
字
開
緘
到
是
愁
。
閨
閣
不
知
戎
馬
事
、
月

高
還
上
望
夫
楼
。（
擾
弱
た
る
新
蒲 

葉
も
又
た
齊(

ひ
と)

し
、
春
深
く
花
発
く
塞
前

の
溪
。
知
る
君
未
だ
秦
関
に
転
じ
て
騎
す
を
、
月
は
千
門
を
照
ら
し
袖
を
掩
い
て
啼

く
。
芙
蓉 

新
た
に
落
つ
蜀
山
の
秋
、
錦
字
〈
女
か
ら
贈
る
恋
文
〉
緘
を
開
け
ば
到
る

は
是
れ
愁
い
。
閨
閣 

知
ら
ず
戎
馬
の
事
、月
高
く
還
た
上
る
望
夫
の
楼
）。
こ
の
作
は
、

一
見
し
た
と
こ
ろ
七
言
律
詩
に
も
思
え
る
が
、
実
は
二
首
の
七
言
絶
句
が
並
ん
で
い

る
。元
稹
の
律
詩
に
合
わ
せ
て
薛
涛
も
律
詩
に
仕
立
て
て
応
酬
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か

ら
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
二
首
の
絶
句
仕
立
て
に
も
見
え
る
こ
の
作
品
は
、
い
か
に
も
女

性
詩
の
意
境
は
絶
句
に
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
か
の
よ
う
で
興
味
深
い
。

⑯　

た
と
え
ば
薛
涛
は
武
元
衡
の
七
言
絶
句
「
題
嘉
陵
駅
」
詩
に
唱
和
し
て
、次
の
七
言

絶
句
を
詠
ん
で
い
る
。「
続
嘉
陵
駅
詩
献
武
相
国
」：
蜀
門
西
更
上
青
天
、
强
為
公
歌
蜀

国
弦
。
卓
氏
長
卿
称
士
女
、
錦
江
玉
塁
献
山
川
。（
蜀
門 

西
の
か
た
更
に
上
る
青
天
、

強
い
て
公
の
為
に
歌
う
蜀
国
の
弦
。
卓
氏
と
長
卿
は
士
女
を
称
し
、錦
江
と
玉
塁
は
山

川
に
献
ぐ
）。

⑰　

注
③
所
掲
の
拙
論
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
下
定
雅
弘
・
豊
福
健
二
『
朝
鮮
漢
詩

古
今
名
作
選
』（
勉
誠
出
版
、二
〇
一
九
年
）
も
朝
鮮
漢
詩
の
名
編
を
網
羅
し
て
お
り
、

大
変
参
考
に
な
る
。

（
東
海
大
学
国
際
教
育
セ
ン
タ
ー
准
教
授
）


