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書

評

高
木
正

一
謂
註

『
鐘
喋
詩
品
』

(東
海
大
学
古
典
叢
書
)

東
京

東
海
大
学
出
版
合

一
九
七
八
年
三
月

四
四
七
頁

清
の
章
寧
誠
の

｢詩
品
之
於
論
詩
ー
硯
文
心
離
龍
之
於
論
文
､
皆

専
門
名
家
勧
為
成
書
之
初
組
也
.
文
心
鰹
大
而
慮
周
､
詩
品
思
深
而

意
遠
､
蓋
文
心
寵
買
室
言
､
而
詩
品
深
徒
六
蛮
潮
流
別
也
｡
諭
詩
論

文
而
知
潮
流
別
､
則
可
以
探
源
経
籍
､
而
進
窺
天
地
之
純
､
古
人
之

大
鮭
臭
｡
此
意
非
後
世
詩
話
家
流
所
能
愉
也
｡
｣
(『文
史
通
義
』
詩
話
)

と
い
う
指
摘
を
ま
つ
ま
で
も
な
-
､
梁
の
鐘
崎
の

『
詩
品
』
は
､
劉

鶴
の

『
文
心
離
龍
』
と
と
も
に
､
中
園
文
学
批
評
史
上
､
併
び
解
さ

れ
､

｢流
別
を
潮
る
｣
特
徴
を
持
つ
鮎
で
異
色
の
存
在
た
-
得
て
い

る
｡
こ
こ
で
私
が
紹
介
し
､
感
想
を
述
べ
よ
う
と
す
る
高
木
正

一
氏

の

『
鐘
崎
詩
品
』
は
､
そ
の

『
詩
品
』
に
詳
細
な
注
樺
を
施
し
た
も

の
で
あ
る
｡

詩
人
相
互
の
影
響
関
係
の
跡
づ
け
を
試
み
る
源
流
考
察

(｢某
人
之

詩
'
其
源
出
於
某
家
｣
の
形
で
記
さ
れ
る
の
が
多
い
)
と
､

詩
人
の
上
中

下
三
段
階
評
債
と
は
､

『
詩
品
』
の
大
き
な
特
色
で
あ
-
､
ま
た
そ

れ
ゆ
え
に
､
古
来
そ
の
昔
否
が
諸
家
の
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
｡

た
と
え
ば
陶
淵
明
が
中
晶
に
列
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
､
宋
以
後
の

詩
話
が
こ
ぞ
っ
て
批
判
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

(本
書
二
二
､
三
ペ
ー

ジ

'

『古
典
文
学
研
究
資
料
費
編
'
陶
淵
明
奄
』
等
参
照
)

こ
の
こ
と
は
､

唐
宋
以
後

『
詩
品
』
が
決
し
て
少
な
か
ら
ぬ
讃
者
を
有
し
て
い
た
奉

安
を
物
語
-
､
詩
話
類
の
出
現
と
も
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ

う
｡
わ
が
国
で
も
平
安
時
代
の

『
日
本
閲
見
在
書
目
銀
』
に

｢詩
晶

三
巻
｣
と
著
銀
さ
れ
て
お
-
､

『
古
今
和
歌
集
』
序
に
輿
え
た
影
馨

の
こ
と
は
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
｡

し
か
し
､
本
格
的
な
研
究
が
始
ま
っ
た
の
は
､
今
世
紀
に
な
っ
て

か
ら
で
あ
-
､
張
陳
卿
氏
の

『
鐘
崎
詩
品
之
研
究
』
が
お
そ
ら
-
そ

の
最
初
で
あ
ろ
う
.
こ
れ
に
績
い
て
研
究
注
樺
が
次
々
に
築
表
さ
れ

た
が
､
中
で
も
本
文
に
封
す
る
注
樺
と
し
て
陳
延
傑
氏

『
詩
品
注
』

と
古
直
氏

『
鍾
記
室
詩
品
葺
』
は
す
ぐ
れ
､
殊
に
後
者
の
は
詳
細
で

あ
る
｡

わ
が
国
の
高
松
亨
明
氏

『
詩
品
詳
解
』
(そ
の
後
牛
へ
詩
品
研
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究
の
第
五
章
､
序
の
位
置
'
に
み
ら
れ
る
猪
剣
的
な
所
説
に
は
敬
服
さ
せ
ら

れ
る
)､

中
津
希
男
氏

｢詩
品
考
｣
(『群
馬
大
撃
紀
要
』
人
文
科
学
篇
第

七
巷
六
壊
)も
看
過
で
き
な
い
.

し
か
る
に
､

｢
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
に
す
ぐ
れ
た
成
果
を
収
め
な

が
ら
も
､
こ
と
文
学
評
論
用
語
の
注
梓
に
関
し
て
は
､
必
ず
し
も
満

足
す
べ
き
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
｡
そ
の
敏
を
補
い
つ
つ
､
よ
-
完

好
な
注
樺
を
作
製
す
べ
-
｣

(本
書
は
し
が
き
)
故
高
橋
和
巳
氏
の
護

案
に
よ
っ
て
､
高
木
正

一
氏
を
研
究
代
表
者
と
し
て
詩
品
研
究
班
が

組
織
さ
れ
､
昭
和
三
十
七
年
度
科
学
研
究
費
に
よ
る

｢鍾
喋
詩
品
の

研
究
｣
が
襲
足
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
研
究
の
内
容
は

｢鍾
氏
詩
品

疏
｣
と
題
し
て
､
昭
和
三
十
九
年
十
月
の

『
立
命
館
文
学
』
第
二
三

二
親
以
降
､
次
々
に
讃
表
さ
れ
た
｡
そ
れ
ら
の
疏
を
書
物
の
か
た
ち

に
ま
と
め
た
の
が
'
今
こ
こ
で
取
-
あ
げ
る

『
鐘
崎
詩
品
』
そ
の
も

の
で
あ
る
｡
本
書
の
は
し
が
き
で

｢鰹
裁
は
討
論
の
形
態
を
の
こ
す

べ
-
､
ほ
ぼ
奮
稿
の
そ
れ
に
従
っ
た
｡
-
･-
ち
な
み
に
本
書
は
形
式

上
私
の
著
書
と
い
-
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
､
資
質
的
に
は
本
研
究

に
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
方
々
と
の
共
著
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ

と
を
､

こ
の
際
と
-
に
お
こ
と
わ
-
し
て
お
-
｡｣

と
高
木
氏
み
ず

書

評

か
ら
述
べ
て
お
ら
れ
る
通
-
､
本
書
の
い
-
つ
か
の
個
所
に
つ
い
て
､

評
者
が

『
立
命
館
文
学
』
所
載
の
疏
と
比
較
検
討
し
た
け
れ
ど
も
両

者
間
の
大
き
な
差
異
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
断
言
し
て
い
い
と
思
う
｡

さ
て
､
本
書
の
構
成
は
､
最
初
に
解
題
が
位
置
し
､
次
い
で
中
心

た
る
､
詩
品
序
'
巻
上
､
中
､
下
(そ
れ
ぞ
れ
上
､
中
'
下
品
に
相
普
す

る
)
の
注
帯
が
あ
-
､

そ
し
て
高
木
氏
の
論
文

｢鍾
喋
の
文
学
観
｣

(創
立
百
周
年
記
念

『
二
松
撃
舎
大
草
論
集
』
昭
和
五
十
二
年
十
月
'
所
収

論
文
の
市
銀
)
と
官
板
吟
窓
薙
藤
本
鐘
崎
詩
品
の
圏
版
と
を
附
銀
し
､

最
後
に
､
文
学
評
論
用
語
を
中
心
と
し
て
､
書
名
､
作
品
名
､
地
名
､

詩
名
を
包
括
し
た
語
句
索
引
と
人
名
索
引
を
併
せ
附
し
て
い
る
｡

本
書
を
播
い
て
ま
ず
第

一
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
は
､
本
文
校
訂
の

確
か
さ
と
注
解
の
比
頬
な
き
精
密
さ
と
で
あ
る
｡
こ
の
二
つ
は
決
し

て
切
-
離
し
て
考
え
る
べ
き
で
な
-
'
本
文
の
校
訂
が
信
頼
に
値
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
､
そ
こ
に
加
え
ら
れ
た
注
解
の
信
憑
性
も
自
然

疑
わ
し
-
な
-
､
ま
た
注
樺
が
詳
密
で
あ
れ
ば
あ
る
は
ビ
ー
校
訂
作

業
の
精
確
さ
の
度
合
い
が
い
っ
そ
う
増
す
｡
い
わ
ば
相
乗
教
巣
の
表

れ
と
い
え
よ
う
｡

一
例
を
あ
げ
よ
う
｡
下
品
､
宋
の
謝
荘
､
字
は
希
逸
の
保
の
評
文
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(本
書
三
三
七
-
四

〇
ペ
ー
ジ
'

讃
瓢
及
び

書
き
下
し
文
は
著

者

に
よ
る
.ヽ

傍
瓢
は
評
者
.
以
下
同
じ
)
は

｢希
逸
詩
､

気
候
清
雅
､

不
達
於
王

ヽ

ヽ

〔苑
〕
責
､
然
興
廃
問
長
､
良
無
都
促
也
｣
で
あ
る
｡
謝
群
の
詩
に

は
､
す
が
す
が
し
い
上
品
な
雰
囲
気
が
あ
る
が
､
結
局

｢王
･衰
｣

に
は
及
ば
な
い
の
意
で
あ
ろ
う
が
､
こ
の
個
所
､
津
逮
秘
書
本
の
み

が

｢王
褒
｣
に
作
-
､
諸
本
は
い
ず
れ
も

｢羅
衰
｣
で
あ
る
o
高
木

氏
は

｢
王
は
中
品
の
王
微
､
真
は
同
じ
-
中
品
の
衰
激
､
そ
し
て
苑

は
､
お
そ
ら
-
下
品
の
汚
畔
で
あ
ろ
-
｡｣

と
し

｢諸
資
料
を
勘
案

す
れ
ば
､
ど
う
も

『
王
･衰
』

の
方
に
分
が
あ
-
そ
う
｣
だ
と
い
う
｡

そ
の
論
嬢
と
し
て
最
初
に
引
か
れ
る
の
は

『
宋
書
』
の
謝
鮭
俸
に
ー

衰
淑
と
謝
在
が

｢赤
鵬
鵡
の
賦
｣
を
競
作
し
､
淑
が

｢江
東
に
我
無

-
ん
は
､
卿
常
に
猪
-
秀
ず
べ
し
｡
我
は
若
し
卿
無
-
ん
ば
､
亦
た

一
時
の
傑
な
-
｣
と
嘆
息
し
た
逸
話
の
記
載
さ
れ
る
事
例
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で

｢本
書
は
底
本
と
し
て
古
直
氏
の

『
鍾
記
室
詩
品
隻
』

を
用
い
､
本
文
に
異
同
の
あ
る
場
合
は
､
重
要
と
考
え
ら
れ
る
も
の

に
限
っ
て
諸
本
と
の
校
合
を
行
な
｣
(凡
例
)
っ
て
お
-
､
右
の
例
だ

け
は
､
古
直
氏
も
指
摘
し
て
い
る
｡

し
か
し
本
書
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず

『
朱
書
』
王
微
侍
の

｢微
は

文
を
為
る
に
､
古
な
る
こ
と
甚
し
-
､
頗
る
抑
揚
す
｡
衰
淑
之
を
見

て
ー
屈
を
訴
う
る
と
馬
す
｣
を
引
い
て
､
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
､
謝
､

王
､
東
の
三
人
の
問
に
あ
る

一
定
の
関
係
が
存
在
し
た
こ
と
を
推
察

す
る
｡
さ
ら
に

｢
王
･衰
｣
を
併
解
し
た
例
と
し
て

｢
王
･裏
は
宗
を

聯
ぬ
る
に
龍
章
を
以
て
す
｣
(『文
心
離
龍
』.
時
序
篇
)
を
あ
げ
､
江
滝

の
薙
鰹
詩
で
王
微
の

｢義
疾
｣
､
衰
淑
の

｢徒
駕
｣
､

謝
姓
の

｢郊

遊
｣
が
併
置
さ
れ
て
い
る
事
寛
､
鐘
崎
自
身
中
品
で
王
微
､
衰
淑
を

一
グ
ル
ー
プ
に
ま
と
め
て
批
評
し
て
い
る
鮎
を
も
提
示
し
､

｢同
じ

下
品
に
列
せ
ら
れ
る
羅
噂
を
比
較
の
封
象
と
し
て
持
ち
来
た
る
よ
-

も
､
中
品
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
王
･蓑
を
呼
び
出
し
､
『清
濁
』
ー
『
風

流
絹
趣
』
な
ど
の
語
を
以
っ
て
許
さ
れ
る
彼
等
の
文
学
に
近
似
す
る

要
素
を
含
み
な
が
ら
､
力
量
の
鮎
で
劣
る
謝
在
の
文
学
を
批
評
し
た

も
の
と
解
し
た
方
が
､
よ
-
自
然
で
あ
ろ
う
｡｣

と
結
論
す
る
｡

博

引
努
鐙
が
論
理
の
明
快
さ
と
相
侯

っ
て
､
誰
し
も
を
納
得
さ
せ
る
き

わ
め
て
説
得
力
に
富
ん
だ
注
解
と
な
-
得
て
い
る
｡

先
に
も
記
し
た
よ
う
に
､
本
書
は
多
数
の
研
究
者
の
討
議
を
経
た

も
の
で
あ
-
､
解
樺
の
際
に
は
恐
ら
-
議
論
百
出
で
あ

っ
た
だ
ろ
う

そ
の
情
景
は
､
本
書
の
到
る
と
こ
ろ
に
現
出
し
て
い
る
｡
そ
れ
ら
様
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様
の
解
樺
を
切
-
捨
て
て
死
産
に
す
る
こ
と
な
-
､
可
能
性
の
あ
る

多
種
の
解
秤
を
あ
た
う
限
-
載
録
し
て
､
読
者
の
判
断
の
材
料
と
し

て
供
し
て
い
る
鮎
は
､
良
心
的
だ
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
｡
そ
う
し
た

創
見
は
随
所
に
ち
-
ぼ
め
ら
れ
て
お
-
､
た
と
え
ば

『
詩
品
』
序
の

終
-
の
方
に
､
漠
か
ら
宋
ま
で
の
五
言
詩
の
傑
作
を
挙
げ
た
所
が
あ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

る
｡
そ
の

｢･･-
･･蛋
遅
鄭
中
､
士
衡
擬
古
､
越
石
惑
乱
､
景
純
詠
仙
､

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

王
微
風
月
､
謝
客
山
泉
･･･-
｣

(
〓
l九
ペ
ー
ジ
)
で
､

｢室
運
の
鄭

中
｣
が
宋
の
謝
蛋
運
の

｢魂
の
太
子
の
郭
中
集
の
詩
に
擬
す
｣
を
指

す
こ
と
に
異
議
を
唱
え
る
者
は
い
な
い
だ
ろ
う
｡
し
て
み
る
と
､
下

ヽ

の

｢謝
客
の
山
泉
｣
は
ど
う
だ
ろ
う
か
｡

｢謝
客
｣
は
､
謝
蛋
運
の

ヽ

幼
名

｢客
兄
｣
(
一
九
六
ペ
ー
ジ
'
上
品
謝
塞
蓮
の
保
の
逸
話
を
参
照
)
に

ヽ
ヽ

基
き
､

『
詩
品
』
序
に
見
え
る

｢
至
於
謝
客
集
詩
､
逢
詩
軌
取
､
-

-
｣
と
同
じ
-
謝
蛋
運
の
こ
と
で
､
お
そ
ら
-
は
彼
の
山
水
詩
を
言

う
の
だ
ろ
う
と
は
思
う
が
､
確
信
は
も
て
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
､
こ
こ

で
謝
蛋
蓮
だ
け
が

｢富
運
の
鄭
中
｣
と
あ
わ
せ
て
二
度
見
え
る
こ
と

に
な
る
か
ら
だ
｡
そ
こ
で
本
書
で
は
､
車
中
環
氏
の
い
う

｢賓
の
謝

挑
｣
説
を
紹
介
､
検
討
し
た
後
､
末
の
謝
荘
で
は
な
い
か
と
の
解
を

試
み
に
提
出
す
る
｡

｢謝
客
｣
が
ふ
つ
う
に
は
謝
蛋
運
を
指
す
の
だ

書

評

が
､
そ
れ
で
は
､
同

一
人
物
が
重
複
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

つ
き
ま
と
う
不
自
然
さ
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
｡
即
断
で
き
な
い

個
所
で
あ
る
以
上
､
あ
-
得
べ
き
解
樺
の
ひ
と
つ
と
し
て
意
欲
的
に

謝
征
を
挙
げ
て
い
る
の
は
､
適
切
な
措
置
と
い
え
よ
う
｡

六
朝
か
ら
麿
に
か
け
て
諸
家
の
討
論
を
経
た
結
果
孔
穎
達
の
名
を

冠
す
る

｢
五
経
正
義
｣
を
責
め
は
､
幾
度
と
な
-
繰
-
返
さ
れ
た
で

あ
ろ
う
討
論
を
常
然
の
こ
と
な
が
ら
紡
梯
す
る
よ
-
に
､
本
書
の
読

者
も
ま
た
､
か
つ
て
の
詩
品
研
究
班
の
そ
れ
を
想
像
す
る
こ
と
が
で

き
る
｡
さ
ら
に

｢正
義
｣
が
経
文
の
原
意
と
ど
れ
だ
け
合
致
し
て
い

る
か
と
い
-
以
外
に
､
注
樺
の
作
ら
れ
た
時
代
の
思
考
を
記
述
し
た

鮎
に
い
っ
そ
う
の
債
値
を
も
つ
と
す
れ
ば
ー
本
書
も
､
高
木
氏
を
チ

ー
フ
と
す
る
同
研
究
班
の
､
研
究
の
厳
密
さ
と
周
到
さ
を
含
む
水
準

の
高
さ
を
示
す
琵
左
と
な
ろ
う
｡

し
か
し
､
な
お
こ
こ
で
そ
の
畷
理
を
指
摘
す
る
と
す
れ
ば
､
そ
れ

は
技
術
上
の
問
題
で
讃
者
に
封
す
る
い
ま
少
し
の
配
慮
の
敏
加
で
あ

る
｡

二

二

ペ
ー
ジ
の
序
の
､
王
融
ら
が
聾
律
論
を
主
唱
し
た
所
で
､

｢
〔於
是
〕
士
流
景
慕
､
務
馬
精
密
1
-
-
｣
の

｢景
慕
｣
が
全
-
言

及
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡
こ
こ
は
や
は
-
､
そ
こ
で
知
識
人
た
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ち
は
彼
ら

(壬
融
ら
)
を
仰
ぎ
慕

っ
て
云
々
､
と
で
も
謬
し
て
､
｢
景

慕
｣
の
典
故
を
示
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
-
か
｡
そ
れ
と
も

｢景
慕
｣

の
ご
と
き
誰
で
も
知
っ
て
い
る
よ
う
な
語
愛
に
は
不
要
だ
と
考
え
ら

れ
た
の
だ
ろ
-
か
｡
そ
れ
な
ら
ば
､
こ
こ
か
ら
三
十
ペ
ー
ジ
あ
ま
-

読
み
進
ん
で

一
五
五
ペ
ー
ジ
の
上
品
曹
植
の
保

｢件
爾
懐
鉛
暁
墨
者
､

ヽ
ヽ

抱
篇
章
而
景
慕
､
映
飴
曙
以
自
燭
｣
で
､

『
重
文
類
釆
』
巻
五
十
､

梁
の
簡
文
帝
の

｢薙
州
の
貿
能
の
刺
史
を
固
す
る
教
｣
の
例
を
引
き
､

｢仰
ぎ
第
-
の
意
｡｣
と
記
す
の
は
な
ぜ
か
｡

む
し
ろ
､
序
で
典
故

を
引
い
て
曹
権
の
と
こ
ろ
は
省
略
し
て
お
-
か
､
さ
も
な
け
れ
ば
､

せ
め
て
序
の
個
所
で
､
そ
の
旨
を
注
記
し
て
は
し
か
っ
た
｡
或
い
は

『
立
命
館
文
学
』
に
蔓
表
さ
れ
た
疏
の
順
序
が
上
､
中
､
下
､
序
で

あ

っ
た
せ
い
か
も
し
れ
ぬ
が
｡
七
四
ペ
ー
ジ

｢或
骨
横
朔
野
､
或
魂

逐
飛
蓬
｣
の

｢朔
野
｣

｢飛
蓬
｣
な
ど
も
専
門
外
の
読
者
の
た
め
に
､

煩
を
い
と
わ
ず
説
明
し
て
お
い
て
ほ
し
い
｡
な
お
､
前
者
に
つ
い
て

ヽ

ヽ

は
か
の
李
陵
の

｢輿
蘇
武
書
｣
中
の

｢幾
死
朔
北
之
野
｣
が
鍾
嘆
の

意
識
の
片
隅
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
｡

二
七
九
ペ
ー
ジ
中
晶
謝
跳
の
候

｢
‥
-
･足
便
叔
源
失
歩
ー
明
達
襲

色
｣
で
､

｢失
歩
｣
は
沈
約
の
賦
か
ら
使
用
例
を
引
い
て

｢足
が
も

ヽ
ヽ
ヽ

つ
れ
て
歩
け
な
い
こ
と
｡
こ
こ
は
韓
じ
て
ー
謝
淀
が
､
そ
の
下
流
に

立
つ
謝
桃
の
詩
の

『
奇
章
秀
句
』
の

『
警
蓮
』
さ
に
び
っ
-
-
'
足

が
も
つ
れ
て
歩
け
な
-
な
る
の
意
で
あ
ろ
う
｡｣

と
述
べ
､
引
き
績

い
て

｢『襲
色
』
と
は
､
こ
れ
ま
た
そ
の

『
警
遁
』

さ
に
歴
倒
さ
れ

て
顔
色
を
失
う
こ
と
｡｣

と
い
う
が
､

こ
こ
も
上
の
句
に
な
ら
っ
て

｢飽
照
が
｣
と
主
語
を
入
れ
た
方
が
は
る
か
に
わ
か
-
や
す
-
な
る

だ
ろ
う
｡
な
る
ほ
ど
､
叔
源
､
明
達
が
そ
れ
ぞ
れ
謝
混
､
飽
照
の
字

で
あ
る
の
は
､
巻
末
の
索
引
を
使
用
す
れ
ば
す
ぐ
わ
か
る
こ
と
だ
し
､

そ
の
た
め
に
も
索
引
を
充
寛
さ
せ
て
い
る
の
だ
と
言
わ
れ
れ
ば
そ
れ

ま
で
だ
が
､
研
究
者
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
､
謝
混
や
飽
照
の
字
に
つ
い

て
の
知
識
は
､
読
者

一
般
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
｡
飽
照
の

こ
と
で
つ
い
で
に
言
っ
て
お
-
と
ー
中
品
､
朱
の
謝
晴
ら
五
人
の
保

で

｢鍾
棟
が
張
華
に
源
流
す
る
と
説
-
詩
人
は
､

こ
の
五
人
と
､

ヽ
ヽ

『
其
の
源
は
二
張
に
出
づ
｣
と
い
う
播
岳
で
あ
る
｡
-
-
こ
れ
ら
五

人
の
詩
が
も
つ
『
風
流
娠
趣
』
ー
す
な
わ
ち
優
雅
で
は
な
や
い
だ
な
ま

ヽ
ヽ

め
か
し
さ
が
､
張
華
の
詩
風
に
近
似
し
､
播
岳
も
同
じ
-
そ
の
系
譜

に
あ
る
と
､

鍾
喋
は
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
｡
｣
(二
六
五
ペ
ー
ジ
)
｢
五

人
の
詩
に
み
ら
れ
る
こ
の
特
色
は
､
上
に
も
述
べ
た
ご
と
-
､
張
華
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ヽ
ヽ

の

『
新
治
』

『
茂
先

(張
華
)
の
廉
嫁
を
含
む
』
と
い
わ
れ
る
播
岳

の
そ
れ
と
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
｡
｣

(二
六
六
ペ
ー
ジ
)
の

｢渚
岳
｣

は
い
ず
れ
も

｢飽
照
｣
の
誤
-
で
あ
る
｡

こ
こ
ま
で
評
者
は
､
こ
ま
ご
ま
と
し
た
不
満
を
つ
ら
つ
ら
述
べ
て

き
た
｡
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
技
術
上
の
小
さ
な
問
題
で
､
容
易
に
解

決
で
き
る
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
事
は
も
-
少
し
深
-
本

書
の
形
式
そ
の
も
の
と
関
わ
っ
て
い
る
ら
し
-
み
え
る
｡
本
書
は
詩

晶
研
究
班
の
研
究
記
録
の
再
編
と
い
う
形
を
と
っ
て
お
-
'
そ
れ
ゆ

え
に

一
個
人
の
手
に
な
る
注
解
書
と
は

一
味
違

っ
た
趣
き
を
も

っ
て

い
る
の
だ
が
､
反
面
全
鰹
と
し
て
の
一
貫
性
､
統

一
性
を
映
-
う
ら

み
が
あ
る
｡

｢謬
註
｣
と
銘
う

っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
諸
が

不
充
分
の
印
象
を
う
け
る
｡
な
か
で
も
､
詩
許
の
後
に
引
か
れ
た
逸

話
の
評
に
対
し
て
そ
の
感
が
強
い
｡
も
う
少
し
懇
切
で
あ

っ
て
も
い

い
の
で
は
な
い
か
｡
高
木
氏
の
か
つ
て
の
著
書

『
自
居
易
』

上
･下

(岩
波
書
店
'
中
国
詩
人
速
集
)
『唐
詩
選
』
上
･下

(朝
日
新
聞
敢
'
中
国

古
典
選
)
は
と
も
に
ひ
ろ
-
江
湖
に
迎
え
ら
れ
て
､
今
も
た
び
た
び

版
を
重
ね
て
い
る
と
聞
-
｡
こ
れ
ら
は
各
々
の
叢
書
猪
白
の
形
式
に

則

っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
､
選
び
か
つ
鍛
え
ぬ
か
れ
た
諾
注

書

評

が
施
さ
れ
て
い
る
｡
後
者
は
と
-
に
､
解
説
調
の
文
鮭
に
よ
り
な
が

ら
も
､
逸
す
る
こ
と
な
-
て
い
ね
い
な
評
が
そ
の
中
に
包
含
さ
れ
て

い

る

｡

も
ち
ろ
ん

｢
一
般
に
わ
た
し
が
専
門
学
者
に
も
と
め
る
の

は
､

注
で
あ

っ
て
､
謬
で
は
な
い
｡
た
だ
し
､
そ
の
文
章
が
文
学
的

債
値
を
も

っ
て
ゐ
る
や
う
な
注
｡
｣
(石
川
淳
氏

『文
林
通
言
』)
で
あ

っ

て
も
い
い
の
だ
が
､
こ
こ
で
は
今
ひ
と
つ
て
い
ね
い
な
講
が
の
ぞ
ま

れ
た
｡

文
学
批
評
を
讃
ん
で
い
-
上
で
､
ど
う
し
て
も
我
々
の
前
に
立
ち

は
だ
か
る
最
も
大
き
な
障
壁
の
ひ
と
つ
は
､
批
評
用
語
の
も
つ
特
異

性
､
群
書
的
意
味
で
は
覆
い
き
れ
ぬ
微
妙
さ
で
あ
る
｡
本
書
は
と
-

わ
け
こ
の
方
面
に
多
大
の
注
意
と
努
力
を
排

っ
て
お
-
､
本
文
解
樺

の
上
で
す
ぐ
れ
た
見
解
が
各
所
に
う
か
が
え
る
｡
中
品
､
貌
文
帝
の

僕
の

｢鰻
則
｣
(二
〇
六
ペ
ー
ジ
)､
下
品

､

撃
口同
帝
の
候
の

｢少
｣

(三
五
二
ペ
ー
ジ
)
な
ど
厳
密
な
鮎
は
数
え

き
れ
ぬ
が
､

そ
う
で
あ
る

が
ゆ
え
に
か
え
っ
て
､
教
少
な
い
不
注
意
な
鮎
が
目
立
つ
｡
上
品
､

晋
の
玩
籍
の
僕
､

｢而
詠
懐
之
作
､
可
以
陶
性
賓
､
章
幽
思
｣
の
注

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

解
文
で

｢
-
-
そ
の
詠
懐
詩
な
る
詩
形
式
は
､
個
人
の

『
性
墓
を
陶

し
､

幽
恩
を
章
す
』

る
こ
と
を
十
分
に
可
能
に
さ
せ
る
｡
｣
(
一
六
六
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ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ペ
ー
ジ
)
｢
要
す
る
に
､

『詠
懐
詩
』
の
ス
タ
イ
ル
は
､
詩
人
の
う
ち

な
る
自
然
の
た
ま
し
い
を
は
ぐ
-
み
､
深
-
心
中
に
ひ
そ
み
か
-
れ

i
,思
い
を
外
章
さ
せ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
だ
､
と
鐘
崎
は
提
言

す
る
の
で
あ
る
｡
｣
(
一
六
九
ペ
ー
ジ
)
と
あ
る
｡
も
と
よ
-
高
木
氏
が

原
文
の

｢詠
懐
之
作
｣

の

｢作
｣

を
｢

詩
形
式
｣

と
か
｢
ス
タ
イヽ

ル

｣
な
ど

と
解
し

ておら
れ
る
と
は
思
わ

な
い
｡
｢
陶
公
詠

貧
之
製
､

ヽ

恵

連
接
衣
之
作
｣

(序

'三
三

ペ
ー
ジ
)
の

｢製
｣

｢作
｣
と
同
じ
-

詩
作
品
と
い
う
ほ
ど
の
意
に
考
え
て
お
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
｡
た
だ
､

ス
タ
イ
ル
､
形
式
と
い
っ
た
術
語
は
､
本
書
に
頻
用
さ
れ
る

｢鰻
｣

や

｢文
膿
｣
と
比
較
的
容
易
に
封
鷹
す
る
L
t
そ
れ
ら
に
し
て
も
､

形
式
で
な
-
､
本
質
と
い
っ
た
意
味
の
方
が
近
い
場
合
も
ま
ま
あ
る
｡

ま
し
て
や
､
こ
こ
の

｢性
重
を
陶
し
､
幽
思
を
著
す
｣
の
に
十
分
な

力
を
も

っ
て
い
る
の
は
､
詠
懐
詩
と
い
う
連
作
の
形
式
で
は
な
-
､

内
容
を
も
含
め
た
全
鰹
と
し
て
の
詠
懐
詩
そ
の
も
の
で
あ
る
｡
し
た

が

っ
て
､
こ
こ
で
詩
形
式
と
か
詩
の
ス
タ
イ
ル
と
か
の
ま
ざ
ら
わ
し

い
(誤
解
さ
れ
る
危
険
性
の
大
き
い
)
用
語
を
使
う
の
は
､
慎
重
さ
を
放

い
て
い
る
と
言
わ
れ
て
も
や
む
を
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

既
に
記
し
た
通
-
1
本
書
は
古
直
氏
の

『
鍾
記
室
詩
品
等
』
を
底

本
と
L
t
本
文
の
異
同
は
重
要
と
考
え
ら
れ
る
場
合
､
諸
本
と
校
合

ヽ

し
て
い
る
の
だ
が
､
中
品
'
梁
の
任
坊
の
評
文

｢善
鐙
事
理
､
拓
鮭

淵
雅
､
得
国
士
之
風
｣
は
､
諸
本
す
べ
て

｢善
｣
を

｢若
｣
に
作
る
.

た
し
か
に

｢若
｣
よ
-
は

｢善
｣
の
方
が
こ
こ
は
ま
ざ
る
と
思
う
｡

し
か
し
､

『
歴
代
詩
話
』
本
を
は
じ
め
古
直
氏
､
陳
延
傑
氏

『
詩
品

注
』
､
許
文
両
氏

｢鍾
喉
詩
品
｣
(『文
論
講
疏
』
所
収
)
す
べ
て

｢若
｣

で
､

『
吟
窓
薙
銀
』
本

(紅
葉
山
文
庫
啓
蔵
の
嘉
靖
刊
本
で
'
現
在
内
閣

文
庫
所
戒
)
の
み
が

｢善
｣
に
作
る
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
こ
の
こ
と

は

三
日
も
書
か
れ
て
い
な
い
｡
せ
め
て
テ
ク
ス
ト
に
異
同
が
あ
る
こ

と
-
ら
い
は
記
す
べ
き
だ
ろ
う
｡
他
の
個
所
の
本
文
校
定
が
精
確
で

あ
る
だ
け
に
､
不
親
切
さ
が
よ
け
い
に
残
念
に
感
じ
ら
れ
る
｡

中
品
の
最
後
､

沈
約
僕
で

｢経
文
不
至
其
工
麗
､

亦

一
時
之
選

也
｣
と
讃
鮎
を
打
ち
､
沈
約
の
詩
が
巧
み
な
美
し
き
を
持
つ
段
階
に

ま
で
達
し
て
い
な
い
と
解
し
て
い
る

(二
九
K
ペ
ー
ジ
)
が
､

｢経
文

不
至
､
其
工
麗
亦

一
時
之
選
也
｣
と
読
め
な
い
だ
ろ
う
か
｡
任
妨
保

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

に

｢彦
昇
少
年
馬
詩
不
工
､
故
世
栴
沈
詩
任
筆
｣
と
ー
散
文
の
名
手

任
坊
が
詩
を
得
意
と
し
な
か
っ
た
か
ら
､
詩
に
工
み
で
あ

っ
た
沈
約

と
な
ら
べ
ら
れ
て
お
-
､

沈
約
の

｢憲
章
｣

す
る
飽
照
が

｢貴
筒
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ヽ
ヽ

巧
似
｣

つ
ま
-
た
-
み
な
寓
蜜
描
寓
を
重
税
し
た
こ
と
と
関
連
し
て
､

｢其
工
麗
｣
は
沈
約
の
も
っ
た
-
み
な
美
し
き
を
言
う
の
で
は
な
い

か
｡
後
考
に
待
ち
た
い
｡

そ
れ
か
ら
讃
者
の
希
望
と
し
て
は
､
各
々
の
詩
許
に
附
し
て
そ
の

詩
人
の
寛
際
の
詩
を
掲
げ
て
お
い
て
ほ
し
い
｡
中
､
下
品
の
数
人
を

ま
と
め
て
論
評
し
て
い
る
侯
は
別
に
し
て
も
､
せ
め
て
上
品
に
入
れ

ら
れ
る
詩
人
の
場
合
､
鍾
喋
の
批
評
の
封
象
と
な
っ
た
の
が

一
､
二

首
な
-
と
も
挙
げ
ら
れ
て
い
れ
ば
､
彼
の
論
断
に
賛
同
す
る
に
せ
よ
､

或
い
は
疑
義
を
抱
-
に
せ
よ
､
い
ず
れ
に
し
て
も
､
讃
者
に
と
っ
て

便
利
だ
と
思
う
｡
も

っ
と
も

一
首
の
詩
で

一
詩
人
の
全
鮭
を
代
表
さ

せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
-
､
不
可
能
で
さ
え
あ
る
こ
と
は
充
分
承
知

の
う
え
だ
が
､
作
風
の
一
端
を
知
る
手
が
か
-
と
し
て
の
教
用
は
み

す
ご
せ
な
い
だ
ろ
う
｡
そ
う
な
れ
ば
､
と
も
す
る
と

｢詩
を
讃
ま
ず
'

詩
評
を
讃
｣
み
､
空
論
の
方
向
に
進
み
が
ち
に
な
る
弊
も
少
し
は
除

去
ざ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

一
方
､
巻
末
の
索
引
は
文
学
評
論
用
語
を
中
心
に
検
索
の
便
を
囲

っ
て
お
り
､
非
常
に
有
益
で
あ

っ
て
批
評
史
研
究
を
進
め
て
い
-
に

お
い
て
大
い
に
活
用
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
高
木
氏
の

｢鍾
燦
の

書

評

文
学
観
｣
も

『
詩
品
』
を
通
し
て
窺
わ
れ
る
鍾
喋
の
文
学
に
封
す
る

特
徴
的
な
見
方
､
許
債
の
基
準
を
別
出
し
て
い
て
､
彼
の
文
学
観
の

概
要
を
知
る
上
で
稗
益
す
る
と
こ
ろ
甚
大
で
あ
ろ
う
｡

以
上
､
私
の
感
想
は
猪
断
と
謬
見
の
そ
し
-
を
免
れ
な
い
か
も
し

れ
ず
､
紹
介
の
任
を
果
す
ど
こ
ろ
か
か
え
っ
て
悪
い
印
象
を
輿
え
て

し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
畏
れ
て
い
る
｡
博
雅
の
士
の
叱
正
を
待

つ
｡

〔追
記
〕

本
書
に
つ
い
て
の
中
森
健
二
氏
の
書
評
が

『
立
命
館
文
革
』

第
三
九
六
･
七
貌

(昭
和
五
十
三
年
七
月
)
に
掲
載
さ
れ
て
お
-
'
本
稿

校
正
中
に
蔑
む
磯
合
を
得
た
｡
そ
の
中
で
氏
は
'
鍾
燦
と
沈
約
と
の
間
に

謝
塞
運
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
で
'
両
者
の
対
立
を
よ
-
明
確
に
捉
え
よ
う

と
し
て
お
ら
れ
る
｡
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
｡

(京
都
大
学

釜
谷
武
志
)

平
野
蘇
照

『
唐
代
文
学
と
併
教
の
研
究
』

(大
谷
大
挙
中
国
文
学
合
研
究
叢
刊
)

京
都

朋
友
書
店

一
九
七
八
年
五
月

本
文
四
二
九
頁

索
引
二
〇
頁

寓
県
二
葉
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