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書

評

蒋
寅
著

『
大
暦
詩
風
』

上
海
古
籍
出
版
社
t
T
九
九
二
年
'
二
六
七
頁

明
の
高
棟
が
唱
え
た
唐
詩
四
分
説
の
中
庸
と
い
え
ば
､
そ
の
代
表

的
詩
人
と
し
て
従
来
概
ね

｢
元
白
｣
｢韓
孟
｣
｢劉
柳
｣
ら
を
は
じ
め

と
す
る
譜
大
家
を
考
え
る
の
が
常
で
あ

っ
た
｡
し
か
し
､
こ
の
考
え

の
雛
型
と
な
っ
た
巌
羽
の
所
説
で
は
五
分
説
で
あ
-
､
中
庸
に
相
曹

す
る
区
分
は
大
暦
鮭
と
元
和
鰻
と
に
分
け
ら
れ
て
い
る
｡
｢
元
日
｣
ら

は
元
和
鰻
を
代
表
す
る
と
は
い
え
､
大
暦
鮭
を
代
表
す
る
も
の
で
は

な
い
｡
後
世
に
お
い
て
特
質
を
薪
現
さ
せ
る
元
和
鮭
が
も
っ
ぱ
ら
中

底
の
代
表
と
み
な
さ
れ
'

1
見
目
立
た
ぬ
大
暦
鮭
の
詩
人
像
は
看
過

さ
れ
る
嫌
い
が
あ

っ
た
｡
し
た
が
っ
て
､
い
わ
ば
中
庸
の
前
期
と
後

期
と
も
呼
ぶ
べ
き
大
暦
睦

･
元
和
鰻
を
絶
鰹
と
し
て
準

え
な
け
れ
ば
､

理
解
は
十
全
で
な
い
ば
か
-
か
正
し
い
説
明
を
加
え
る
こ
と
も
困
難

と
な
る
｡
こ
の
認
識
が
唐
詩
研
究
者
共
通
の
も
の
と
し
て
近
年
と
み

に
つ
よ
-
意
識
ざ
れ
だ
し
た
こ
と
は
､
内
外
の
研
究
状
況
を

7
暫
す

れ
ば
諒
解
さ
れ
よ
う
.
た
と
え
ば

『唐
代
詩
人
叢
考
』
(停
顔
琴

l

九
八
〇
)所
収
詩
人
の
八
割
が
大
暦
詩
人
で
あ
-
､
『慮
輪
詩
集
校
注
』

(劉
初
某
'
一
九
八
九
)､
『銀
起
詩
集
校
注
』
(王
定
嘩
二

九
九
二
)､
『敏

然
年
譜
』
(貿
育
華
二

九
九
二
)
な
ど
の
成
果
が
相
次
い
で
い
る
こ
と

は
好
個
の
例
で
あ
ろ
う
｡
個
別
研
究
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
も
と
よ

-
冒
-
ま
で
も
な
い
が
､
大
暦
鮭
の
理
解
に
は
そ
れ
だ
け
で
は
充
分

で
は
な
い
｡
元
和
鰻
と
異
な
-
､
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
の
特
質
を

内
在
さ
せ
､
し
か
も
大
小
の
群
像
が
錯
雑
す
る
か
ら
だ
｡
し
か
し
､

大
暦
鰹
の
紘
鮭
的
把
纏
は
こ
れ
を
彼
此
に
映
-
憾
み
が
あ

っ
た
｡
そ

の
渇
を
癒
す
ぺ
-
著
わ
さ
れ
た
の
が
本
書
で
あ
る
｡
本
書
で
提
起
さ

れ
た
問
題
や
税
座
お
よ
び
研
究
方
法
は
､
向
後
た
だ
中
唐
詩
の
み
な

ら
ず
､
唐
詩
研
究
上
も
大
い
に
稗
益
す
る
所
が
あ
-
､
本
書
の
成
果

を
無
税
し
て
歩
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
る
｡

本
書
の
鮭
我
は
､
本
論
が
九
章
か
ら
な
-
､
末
尾
に
附
録
と
し
て

｢大
暦
詩
人
名
録
及
作
品
数
量
｣
｢
大
暦
詩
研
究
参
考
文
献

一
覧
｣

｢徴
引
書
目
｣
を
載
せ
､
大
暦
鰹
詩
に
関
す
る
基
礎
資
料
を
提
供
す
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る
O
と
-
に
文
献

一
党
は
幅
贋
-
目
が
通
さ
れ
､
中
国
に
お
け
る
現

況
を
跡
づ
け
る
に
貴
重
で
'
日
本
で
の
研
究
成
果
も
本
論
で
開
陳
さ

れ
る
以
外
に
か
な
-
吸
収
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
O
中
国
に
お
け

る
研
究
方
法
上
の
日
本
中
国
学
の
存
在
に
か
ね
て
よ
-
疑
念
を
抱
い

て
い
た
の
で
､
そ
の
意
味
で
驚
き
ま
た
新
鮮
な
心
地
が
し
た
の
も
事

寛
で
あ
る
｡

本
論
の
第

l
章
か
ら
第
四
茸
ま
で
､
す
な
わ
ち

｢徒

『河
練
英
霊

集
』
到

『
中
興
関
東
集
』
-

由
唐
人
選
唐
詩
所
作
的
抽
梗
分
析
｣

(第
一
章
)､
｢気
骨
頓
表
-

時
代
精
神
的
襲
遷
｣
(第
二
章
)､
｢時
代

的
偶
像
-

大
暦
詩
風
輿
謝
挑
｣
(第
三
章
)､
｢
主
題
的
取
向
｣
(第
四

章
)
は
'

い
わ
ば
外
部
徴
護
と
も
い
う
べ
き
客
観
状
況
か
ら
､
大
暦

詩
の
文
学
史
的
位
置
と
特
質
と
を
考
察
す
る
｡
と
-
わ
け
第
四
章
は

さ
ら
に
六
つ
の
主
題
ご
と
に
詳
述
さ
れ
､
こ
こ
で
抽
出
さ
れ
た
大
暦

詩
の
特
質
が
後
半
の
第
五
章
か
ら
第
八
章
ま
で
､
す
な
わ
ち

｢時
間

興
空
聞
｣
(第
五
章
)､
｢感
受
興
表
現
｣
(第
六
章
)､
｢意
象
輿
結
構
｣

(第
七
葦
)､
｢鰹
式
典
語
言
｣
(第
八
章
)
な
ど
の
い
わ
ば
内
部
徴
語
と

も
い
う
べ
き
詩
人
の
内
面
世
界
と
文
学
と
の
関
-
を
究
明
す
る
際
の

重
要
か
つ
基
礎
的
な
税
鮎
と
な
っ
て
い
る
｡
第
九
章

｢大
暦
詩
風
的

蓄

評

内
滴
及
大
暦
詩
的
地
位
｣
は
､
文
学
史
的
影
饗
関
係
と
大
暦
詩
の
許

債
に
及
ぶ
叙
述
で
あ
る
｡

第

一
章
で
は
選
集
編
者
の
目
を
通
し
､
盛
唐
詩
か
ら
大
暦
詩

へ
の

奨
選
を
探
る
｡
『河
東
英
雲
集
』
よ
-
演
-
こ
と
の
で
き
る
気
風
は
､

自
由
で
昂
揚
し
た
時
代
精
神
､
内
容
と
表
現
技
巧
が
調
和
し
た
均
整

美
'
｢奇
｣
に
よ
-
許
債
さ
れ
る
聾
術
的
猪
創
性
が
指
摘
さ
れ
る
｡
段

塔
の
い
う

｢風
骨
｣
は
漢
魂
の
そ
れ
で
は
な
-
､
建
安
の
才
情
と
任

束
を
う
け
つ
ぎ
､
自
己
の
意
識
に
よ
っ
て
寓
事
が
達
成
で
き
る
と
考

え
る
剛
建
な
風
格
と
自
負
で
あ

っ
た
と
み
な
す
鮎
は
､
盛
唐
詩
を
考

え
る
上
で
示
唆
的
で
あ
ろ
う
｡

一
方
､
大
暦
の
詩
風
を
物
語
る

『中

興
関
東
集
』
か
ら
は
以
下
の
諸
鮎
が
特
筆
さ
れ
る
｡
盛
唐
詩
の
特
徴

で
あ
る

｢風
骨
｣
や
浪
漫
的
詩
風
の
騒
鮭
､
ま
た
内
容
と
表
現
の
調

和
が
醸
し
出
す

｢達
哉
｣
が
姿
を
滑
し
､
元
結
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ

た
奔
梁
詩
の

｢形
似
｣
や
碗
麗
が
逆
に
評
債
を
受
け
た
等
で
あ
る
o

雄
洋
で
想
像
力
に
と
む
盛
唐
詩
か
ら
､
寓
蜜
的
か
つ
現
章
的
で
繊
細

な
大
暦
詩

へ
の
襲
貌
を
跡
づ
け
す
る
｡
普
代
の
批
評
に
基
き
そ
の
推

移
を
見
る
著
者
の
税
即
と
方
法
は
妥
皆
で
あ
ろ
う
0
著
者
は
後
牛
の

第
五
章
以
下
の
展
開
上
､
天
暦
詩
の
特
質
を
盛
唐
詩
と
比
較
す
る
こ
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と
に
よ
っ
て
聞
明
す
る
｡

そ
の
意
味
で
著
者
の
基
本
的
な
硯
座
と
方

向
を
決
定
す
る
章
で
あ
る
｡
駿
番
が
盛
唐
詩
に
み
と
め
た
風
騒
雨
後

の
-
ち
､
や
が
て
騒
鰻
が
褒
顔
し
､
し
た
が
っ
て
風
膿
を
中
心
と
す

る
風
雅
が
代
わ
っ
て
注
目
を
あ
ぴ
た
の
か
も
し
れ
ぬ
と
､
留
保
し
な

が
ら
も
高
仲
武
の
議
論
に
そ
れ
を
み
と
め
て
い
る
｡
こ
れ
は
元
結
の

風
雅
尊
重
を
た
だ
ち
に
六
義
に
求
め
た
従
来
の
所
論
と
異
な
-
注
目

し
て
よ
い
｡
よ
-
時
代
に
即
し
た
考
え
方
と
い
え
る
か
ら
だ
｡

第
二
茸
は
､
前
章
を
-
け
時
代
精
細
の
襲
蓮
を
､
詩
人
の
精
神
的

位
相
お
よ
び
立
場
か
ら
略
述
す
る
｡
著
者
は
明
言
し
て
い
な

い
が

｢
大
暦
詩
風
｣
の
把
捉
自
腹
巌
羽
の
所
説
に
操
る
と
こ
ろ
多
-
､
盛

唐
詩
の
高
い
肯
定
的
詐
債
が
前
提
自
明
と
し
て
あ
る
｡
む
ろ
ん
著
者

は
各
章
で
大
暦
詩
の
猫
自
性
を
評
債
す
る
の
だ
が
'
｢盛
｣
｢表
｣
の

封
既
的
債
値
の
大
枠
に
比
較
が
な
さ
れ
る
嫌
い
が
な
-
は
な
い
｡
何

を
何
虞
で
比
較
す
る
か
が
比
較
論
の
上
で
は
肝
要
で
､
し
か
も
比
較

対
象
の
両
者
に
均
等
に
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る

(叙
述
の
繁
簡
を
言

う
の
で
は
な
い
)｡

大
麿
詩
に
向
け
ら
れ
た
批
判
的
考
察
が
､
盛
唐
詩

に
向
け
て
は
往
々
省
略
さ
れ
て
し
ま
-
か
ら
だ
｡
著
者
の
顧
慮
さ
れ

た
比
較
分
析
を
百
も
承
知
で
い
う
の
は
､
評
者
の
本
書

へ
の
注
文
の

多
-
が
こ
こ
に
起
因
す
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
｡

第
三
章
は
､
大
麿
詩
人
の
胸
中
に
結
ば
れ
た
謝
桃
の
偶
像
を
検
讃

す
る
｡
李
白
が

｢清
竣
｣
と
み
と
め
､
ま
た

｢清
麗
｣
と
も
目
さ
れ

る
謝
挑
の
美
意
識
や
詩
風
よ
-
は
､
著
者
は
そ
の
虞
世
親
を
重
税
す

る
｡

つ
ま
-
､
政
治
社
食
に
お
け
る
出
世
願
望
と
隠
逸

へ
の
欲
求
が

衝
突
矛
盾
せ
ず
､
観
念
と
資
生
活
を
調
和
さ
せ
る
方
法
と
し
て
半
官

牛
隠
の

｢吏
隠
｣
を
謝
桃
に
み
と
め
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
他
に
謝
桃

の
主
な
文
学
的
傾
向
と
し
て

｢友
情
｣
と

｢郷
愁
｣
を
挙
げ
､
山
水

詩
と
と
も
に
大
麿
詩
と
の
類
似
を
指
摘
し
､
思
想
感
情
お
よ
び
生
活

態
度
の
類
型
を
見
出
し
て
い
る
｡
こ
の
章
は
本
書
に
お
い
て
き
わ
め

て
重
要
な
位
置
を
占
め
､
論
理
構
築
の
上
で
第
四
章
の

｢隠
逸
的
旋

律
｣
｢自
然
的
新
車
現
｣
の
前
提
と
な

っ
て
い
る
O
こ
こ
で
な
さ
れ
た

問
題
提
起
の
意
義
と
評
者
が
考
え
る
問
題
の
所
在
と
は
後
に
ふ
れ
る

と
し
て
､

三
･日
し
て
お
き
た
い
の
は
､
し
ば
し
ば
論
及
さ
れ
し
か
も

術
語
と
し
て
霜
要
な

｢吏
隠
｣
の
定
義
が
判
然
と
し
な
い
こ
と
だ
｡

著
者
は
各
章
に
お
い
て
､
じ
つ
に
精
微
な
検
討
お
よ
び
考
詔
を
盛
唐

詩
と
の
比
較
上
し
て
い
る
｡
だ
が
虞
世
親
に
つ
い
て
は
初
盛
唐
期
か

ら
大
暦
期
に
か
け
て
の
考
察
が
な
く

｢吏
隠
｣
が
き
わ
⑬
て
突
出
ん
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た
形
で
示
さ
れ
る
O
著
者
が
嫁
讃
す
る
大
暦
期
の

｢重
恩
｣
の
例
が
､

初
盛
唐
期
の
用
例
と
い
か
よ
う
な
差
異
を
呈
す
る
の
か
｡
ま
た
､
大

暦
詩
人
自
身
の

｢吏
隠
｣
に
み
と
め
た
意
味
を
今
少
し
厳
密
に
定
義

し
て
欲
し
か
っ
た
｡
唐
代
の
虞
世
親
の
推
移
の
中
で
提
出
さ
れ
る
と

さ
ら
に
説
得
力
を
埼
し
た
と
考
え
る
｡
同
時
に
､
謝
挑
像
全
鰹
と
し

て
の
評
債
が
盛
唐
詩
と
い
か
に
異
な
る
か
も
'
や
は
-
言
及
し
て
欲

し
か
っ
た
鮎
で
あ
る
｡

第
四
章
は
､
大
暦
詩
人
の
主
題
の
傾
向
を
分
析
し
､
そ
の
猪
自
性

を
明
ら
か
に
す
る
｡
磨
詩
に
お
け
る
各
種
の
主
題
は
盛
唐
詩
に
は
ぼ

轟
き
､
垂
術
的
成
果
も
高
い
水
準
に
あ
る
と
い
え
よ
-
｡
大
暦
詩
の

主
題
は
比
較
的
限
ら
れ
た
も
の
に
集
中
す
る
｡
ま
ず
時
代
精
神
の
背

景
と
し
て

｢迷
憎
和
反
思
｣
が
挙
げ
ら
れ
､
停
銃
的
主
題
で
は
あ
る

が
大
暦
期
に
猪
白
の
展
開
を
し
た
も
の
と
し
て
｢表
老
的
感
嘆
｣
｢孤

猪
輿
友
情
｣
｢郷
愁
罵
恨
｣
､
そ
し
て
新
た
な
展
開
を
見
せ
る
も
の
と

し
て

｢隠
逸
的
旋
律
｣
｢自
然
的
新
輩
現
｣
を
分
析
の
封
象
と
し
て
い

る

｡表
老
に
せ
よ
､
孤
猪

･
郷
愁
旅
愁
に
せ
よ
､
人
生
の
陰
緊
こ
い
部

分
に
と
-
わ
け
関
心
を
も
ち
､
好
ん
で
歌
お
う
と
す
る
傾
向
は
大
暦

書

評

詩
の
特
色
で
あ
ろ
う
｡
で
は
そ
の
動
機
と
指
向
性
は
邪
過
に
求
め
た

ら
よ
い
の
か
｡
前
者
は
著
者
の
指
摘
す
る
が
ご
と
-
､
理
想
や
希
望

が
失
せ
､
な
お
新
た
な
規
範
が
示
さ
れ
ぬ
漠
と
し
た
不
安
憂
愁
に
起

因
し
よ
う
｡
主
題
の
傾
向
か
ら
は
い
か
な
る
こ
と
が
窺
え
よ
う
か
｡

内
省
的
と
は
､
か
-
懐
疑
的
な
眼
が
己
れ
の
存
在
に
も
向
け
ら
れ
る

こ
と
で
､

一
つ
の
時
代
が
終

っ
た
と
い
う
事
後
感
終
末
感
の
自
覚
､

隙
鵬
の
中
に
投
げ
出
さ
れ
た
感
覚
､
歴
史
的
共
時
的
に
連
繋
し
え
ぬ

焦
燥
な
ど
が
､
あ
る
べ
き

｢個
我
｣
を
求
め
て
俳
御
し
て
い
る
が
ご

と
-
に
評
者
に
は
映
る
｡
こ
れ
は
新
た
な
規
範
に
む
け
て
の
自
我
意

識
の
徴
候
と
み
な
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
｡
著
者
は
大
暦
詩
人
の

自
我
意
識
は
限
定
さ
れ
､
し
か
も
正
異
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
が
､

自
他
相
関
の
中
に
あ
る
自
我
意
識
と
は
本
来
相
対
的
な
も
の
で
は
な

い
の
だ
ろ
う
か
｡

本
章
に
お
け
る
論
護
は
､
作
品
の
鑑
賞
分
析
に
力
鮎
を
置
き
､
そ

の
審
美
眼
は
す
ぐ
れ
る
｡
ま
た
そ
こ
か
ら
全
鮭
の
諭
旨
に
敷
宿
さ
せ

る
力
量
も
卓
越
し
た
も
の
が
あ
る
O

一
例
を
引
-
.
｢郷
愁
罵
恨
｣

に
お
け
る
盛
唐
詩
と
大
暦
詩
の
感
情
の
あ
-
方
を
述
べ
た
段
'
孟
浩

然

｢宿
建
徳
江
｣
と
張
艇

｢楓
橋
夜
泊
｣
の
比
較
上
､
張
詩
の
特
徴
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を
い
う
｡

同
じ
旋
慾
を
詠
じ
な
が
ら
､
張
詩
で
は
附
近
の
様
子
が
細
や
か

に
う
き
ぼ
-
さ
れ
､
夜
更
け
ま
で
眠
ら
れ
ぬ
具
鮭
的
表
現
に
な

っ
て
い
る
｡
も
し
前
牛
の
二
句
が
時
間
的

へ
だ
た
-
を
表
わ
す

の
で
あ
る
な
ら
ば
､
後
半
二
句
に
も
具
鮭
的
な
時
間
の
流
れ
を

考
え
て
み
る
こ
と
が
で
き
よ
-
O
即
ち
､
夜
更
け
て
月
僚
-
と

き
へ
山
寺
の
鐘
蟹
は
断
簡
的
に
響
き
わ
た
-
､
舟
中
に
眠
ら
れ

ぬ
旗
人
が
そ
れ
を
耳
に
す
る
､
と
い
う
壷
き
ぬ
味
わ
い
を
も
つ

こ
と
に
な
ろ
う
｡
詩
人
が
言
お
う
と
し
て
言
葉
に
な
ら
ぬ
鮎
､

含
蓄
あ
る
情
緒
鰻
験
は
､
親
覚
聴
覚
と
け
あ
う
夜
景
の
中
に
か

す
か
に
波
動
し
て
謹
む
者
の
胸
を
う
つ
の
で
あ
る
｡
こ
-
し
た

情
緒
睦
験
は
外
物
を
見
る
こ
と
よ
-
始
ま
る
と
､
持
桁
的
な
心

理
の
過
程
で
は
感
情
は
た
え
ず
内
に
向
う
｡
｢愁
眠
｣
の
愁
は
も

の
さ
び
し
い
風
景
の
せ
い
で
も
､
外
物
の
中
で
洗
練
さ
れ
た
わ

け
で
も
な
-
､
外
物
に
置
き
換
え
ら
れ
た
刺
激
や
抑
贋
の
も
と

で
ま
す
ま
す
内
省
の
度
が
深
め
ら
れ
て
い
-
か
ら
で
あ
る
｡
敏

感
に
し
て
内
省
的
感
情
の
あ
-
方
は
大
暦
詩
人
の
心
理
的
特
徴

で
も
あ
-
､
ま
た
性
格
で
も
あ
る
｡

第
四
章
後
牛
の
二
項
は
､
新
た
な
展
開
を
み
せ
た
主
題
で
あ
-
､

本
書
の
内
容
上
核
心
と
も
い
え
る
｡
著
者
は
前
章
に
お
い
て
謝
挑
の

詩
句

｢既
歎
懐
緑
情
､
復
協
槍
州
趣
｣
に
基
づ
き
､
大
暦
詩
の

｢吏

隠
｣
の
先
縦
と
し
､
東
方
朔
の

｢朝
隠
｣
自
居
易
の

｢中
隠
｣
と
同

l
配
し
て
い
る
.
こ
れ
は
明
ら
か
に
性
急
な
論
理
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
O
奇
を
衛
う
抑
旅
の
た
め
の

｢朝
陰
｣
は
ま
ず
別
に
考
え
､
元

和
期
以
降
の

｢中
隠
｣
は
大
暦
詩
の
展
開
上
把
握
す
べ
き
で
は
な
い

か
｡
術
語
と
し
て
の

｢吏
陰
｣
の
検
討
と
定
義
が
や
や
暖
味
な
た
め

に
混
同
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
著
者
の
い
う
牛
官
牛

陰
と
は
何
を
い
う
の
か
｡
官
位
に
あ

っ
て
隠
逸
を
思
う
底
の
も
の
で

あ
れ
ば
､
す
で
に
初
盛
唐
期
に
類
似
の
蔓
想
は
あ
-
､
更
と
膳
の
中

間
的
立
場
を
指
す
の
で
あ
れ
ば
や
は
-

｢若
人
乗
吏
隠
､
率
性
夷
栄

辱
｣
(李
幡
)
｢非
陰
非
更
晋
尚
書
､

1
丘

1
壁
降
乗
輿
｣
(劉
憲
)
千

杜
甫
な
ど
の
先
行
作
が
あ
-
､
大
暦
詩
と
の
差
異
は
み
と
め
ら
れ
な

い
だ
ろ
う
.
思
う
に
､
初
盛
唐
期
の

｢吏
隠
｣
観
は
深
刻
な
矛
盾
相

魁
を
内
包
す
る
も
の
で
は
な
-
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
-
'
大
暦
期

は
出
虞
進
退
の
矛
盾
に
窮
し
た
局
面
を
止
揚
さ
せ
た
鮎
に
そ
の
猫
自

性
を
み
と
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
意
味
で
陶
淵
明
の
行
蔵
は
大
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暦
詩
人
の
虞
世
の
典
型
と
は
な
ら
ず
､
評
債
も
概
し
て
低
い
と
は
い

え
､
葺
庶
物
の
陶
淵
明
観
は
看
過
で
き
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
o

著
者
は
葦
詩
の
特
色
と
し
て

｢郡
斎
詩
｣
を
指
摘
し
な
が
ら
､

｢吏

隠
｣
の
概
念
に
ゆ
れ
が
あ
る
た
め
､
そ
の
県
債
が
問
わ
れ
て
い
な
い

憾
み
が
あ
る
｡
隠
逸

へ
の
欲
求
は
著
者
の
い
う
と
お
-
稚
望
落
腰
の

表
裏
と
し
て
あ
る
が
､
あ
る
べ
き
虞
世
親
の
模
索
が
た
ん
に
生
活
上

の
必
要
か
ら
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
-
か
｡

一
方
で
従
来
の
虞
世
親
に
依

棟
で
き
ぬ
思
い
が
つ
よ
-
あ
-
､

l
方
で
そ
れ
に
代
わ
る
自
己
を
包

む
世
界
の
希
求
が
あ

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
大
暦
詩
に
お
け
る

虞
世
親
の
展
開
は
､
じ
つ
に
重
要
な
親
座
で
あ
-
､
著
者
に
よ
る
｢吏

隠
｣
の
問
題
提
起
は
き
わ
め
て
貴
重
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
ば
､
虞
世

親
の
歴
史
的
襲
遷
の
上
で
は
劃
期
的
で
あ
-
､
詩
人
の
世
界
観
や
自

我
意
識
と
深
-
関
わ
る
と
考
え
る
か
ら
だ
｡

自
然
に
つ
い
て
､
著
者
は
大
暦
詩
の
山
水
は
心
中
の
風
景
で
あ
-
､

盛
唐
の
そ
れ
は
眼
前
の
風
景
で
あ
る
と
要
約
す
る
｡
心
象
の
風
景
で

あ
る
ゆ
え
に
､
北
方
で
歌
わ
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
も
基
本
的
に
南
方

で
の
作
と
襲
わ
ら
ね
と
主
張
す
る
｡
暦
伯
の
駐
錫
地
が
安
史
の
乳
後

江
南
へ
大
き
-
移

っ
て
い
る
こ
と
に
照
ら
し
て
見
れ
ば
､
著
者
の
い

苔

許

う
南
宗
醇

(と
-
わ
け
洪
州
稗
)
と
の
閲
-
も
理
解
で
き
る
の
で
あ

っ

て
､
同
時
に
そ
こ
に
は
文
人
と
格
流
の
交
遊
が
滞
日
の
気
風
や
詩
風

を
醸
成
し
易
か
っ
た
こ
と
も
塵
観
で
き
な
い
と
考
え
る
｡
盛
唐
詩
が

突
刀
と
し
た
雄
大
な
風
景
を
輪
郭
鮮
や
か
に
措
き
､
大
暦
詩
は
卑
近

な
自
然
を
ぼ
か
し
て
措
-
と
い
う
卓
見
も
'
著
者
の
い
う
心
理
的
反

映
の
は
か
に
､
華
北
と
華
南
の
風
光
の
基
本
的
相
違
に
由
来
す
る
の

で
は
あ
る
ま
い
か
｡
襲
化
に
乏
し
い
け
れ
ど
も
穏
や
か
な
風
景
に
'

大
暦
詩
人
は
自
ら
の
世
界
を
見
た
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
｡
江
南

の
実
を
南
進
の
歴
史
の
中
で
新
豪
見
し
た
謝
朕
は
そ
の
意
味
で
大
暦

詩
人
の
範
と
な
-
､
大
暦
詩
は

｢形
似
｣
の
傾
向
を
帯
び
る
こ
と
に

な
っ
た
｡
絞
然
の
江
南
詩
人
に
む
け
ら
れ
た
批
判
も
､
そ
の
南
方
に

存
し
た
衿
侍
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
｡
何
を
見
る
か
は
い

か
に
表
現
す
る
か
で
も
あ
る
｡
腰
粍
化

･
酸
味
化
は

一
つ
の
美
意
識

の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
｡

如
上
の
主
題
か
ら
大
暦
詩
の
特
徴
が
抽
出
さ
れ
､
後
牛
の
蔵
座
と

な
る
｡
す
な
わ
ち

｢衰
老
的
感
嘆
｣
か
ら
は

｢平
淡
｣
の
追
求
と
意

味
深
長
な
滞
日
の
風
格
が
､
｢孤
猫
輿
友
情
｣
か
ら
は
時
空
意
識
の
現

鮎

が

､
｢郷
愁
蹄
恨
｣
か
ら
は
寓
賓
的
描
法
の
傾
向
が
､
｢自
然
的
新
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設
現
｣
か
ら
は
物
我
関
係
と
詩
人
の
観
照
眼
LJr
つ
い
て
が
､
そ
れ
ぞ

れ
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡

第
五
章
中
の

｢時
間
-
歴
史
輿
現
資
｣
で
､
著
者
は
い
-
｡
大
暦

詩
人
は
剃
郡
的
経
験
を
超
越
し
て
宇
宙
生
命
の
律
動
と
歴
史
的
時
間

の
リ
ズ
ム
に
呼
鷹
し
な
い
た
め
に
､
貝
正
な
自
我
意
識
が
ほ
と
ん
ど

な
い
､
と
｡
よ
し
た
と
え
限
定
さ
れ
た
時
間
意
識
や
対
象
で
あ
れ
､

主

客

相
関
の
上
に
成
-
立
っ
客
膿
の
認
識
や
観
照
は
､
自
我
意
識
な

-
し
て
あ
-
え
ね
の
で
は
あ
る
ま
い
か
o
同
様
な
こ
と
は

｢主
鰹
-

彼
岸
興
此
岸
｣
で
､
現
資
を
超
越
し
た
理
想
世
界
の
領
域
を
漬
大
し

た
盛
麿
詩
に
比
べ
､
大
暦
詩
は
想
像
性
に
秋
け
て
知
覚
に
限
定
さ
れ
､

人
生
や
世
界
に
対
し
思
索
に
乏
し
い
と
い
う
指
摘
に
も
､
や
は
-
た

だ
ち
に
肺
に
落
ち
ぬ
も
の
を
感
じ
た
｡
つ
ま
-
'
こ
れ
ら
は
程
度
の

差
で
あ

っ
て
質
の
差
で
は
な
い
と
思
う
｡
前
途
し
た
比
較
論
上
の
徴

暇
と
考
え
る
が
い
か
が
だ
ろ
う
｡
と
い
う
の
も
､
自
我
意
識
が
あ
る

か
ら
こ
そ
意
固
的
に
文
学
の
襲
草
や
理
論
化
が
行
な
わ
れ
た
ろ
う
し
､

想
像
性
に
つ
い
て
は
著
者
自
身
次
章
で
み
と
め
て
い
る
の
だ
か
ら
O

そ
し
て
､
何
よ
-

｢
個
我
｣
意
識
と
滞
日
の
世
界
観
の
存
在
を
想
定

し
て
み
な
け
れ
ば
､
大
暦
鰹
を
包
む
中
庸
の
説
明
は
結
果
的
に
で
き

に
く
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

第
六
章
は
､
事
物
に
関
す
る
感
受
性
と
表
現
の
問
題
で
あ
る
｡
先

秦
よ
-
漢
代
は

｢感
事
｣
､
貌
替
以
降
は

｢感
物
｣
で
あ
る
と
適
時
的

に
概
観
し
､
盛
唐
詩
人
は
六
朝
詩
を
斥
け
て
き
た
が

｢感
物
｣
に
つ

い
て
は
六
朝
を
踏
襲
し
､
大
磨
詩
に
至
-

｢感
事
｣
に
戻

っ
た
と
い

-
配
鮎
は
斬
新
で
あ
る
｡

ま
た
､

｢表
現
興
動
機
｣
で
の
大
暦
期
に

至
-
主
観
と
客
観
が
融
合
し
､
中
園
古
典
詩
に
お
け
る
基
本
的
性
格

｢情
景
交
融
｣
が
現
出
し
た
と
い
う
指
摘
も
き
わ
め
て
貴
重
で
あ
ろ

-

｡

｢情
景
交
融
的
歴
程
｣
で
'
著
者
は
そ
の
契
機
に
天
台
宗
と
南

宗
樺
の
影
響
を
畢
げ
る
｡
そ
し
て
大
麿
詩
に
は
作
詩
動
機
に
随
機
性

や
偶
然
性
が
消
滅
し
､

｢取
境
｣
の
要
求
が
お
こ
っ
た
と
い
う
｡
は

た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
｡

｢意
境
説
｣
に
い
う
取
境
は
､

心
を
瞬
時

に
客
観
存
在
に
観
照
す
る
の
で
あ

っ
て
､
固
定
さ
れ
た
心
を
措
寓
す

る
の
が
目
的
で
は
な
い
O
心
を
か
-
あ
る
べ
L
と
固
定
し
不
襲
な
も

の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
､
主
客
の
差
別

･
束
縛
を
ま
ね
-
と
し
て

碑
で
は
厳
に
否
定
さ
れ
る
｡
頓
悟
を
主
唱
す
る
南
宗
挿
六
租
慧
能
の

言
説

『
壇
経
』
に
も
､
｢遺
須
通
流
､
何
以
却
滞
O
心
不
住
法
即
流
通
､

佳
削
被
縛
｣､
｢念
念
時
中
､
於

l
切
法
上
無
住
､

一
念
若
任
､
念
念
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部
位
､
名
繋
縛
.
於

一
切
法
上
念
念
不
住
､
釦
無
縛
也
｣
と
あ
る
O

盛
唐
詩
が

｢感
物
｣
に
依
-
な
が
ら
も
興
合
を
重
税
す
る
と
の
主
張

は
､
恐
ら
-
巌
羽
の
影
饗
で
あ
ろ
う
が
､
巌
羽
は
司
空
圏
の
言
説
に

負
う
所
多
-
､
司
空
圏
は
ま
た
自
説
を

｢
王

･
毒
｣
に
よ
-

｢然
直

致
所
得
､
以
格
自
奇
｣
と
標
傍
す
る
以
上
'
大
暦
詩
に
お
け
る
随
機

性

･
偶
然
性
は

l
概
に
否
定
で
き
ぬ
と
思
う
O
絞
然
が
主
唱
す
る

｢天
機
｣
｢神
授
｣
も
､
意
と
境
の
む
す
び
つ
き
の
契
機
に
そ
れ
を
み

と
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
｡
本
章
の
論
旨
は

｢意
境
説
｣
を
め
ぐ

-
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
著
者
の
論
琵
は
や
や
腕
曲
で
あ

-
､
貌
晋
玄
挙
上
の
言
意
の
非
を

一
暫
し
､
六
朝
よ
-
元
和
期
に
お

よ
ぶ
言
説
を
硯
野
に
入
れ
､
論
述
の
曹
初
に

｢意
噴
説
｣
の
内
寛
を

定
義
し
て
お
け
ば
､
｢景
情
交
融
｣
の
過
程
は
よ
-
整
然
と
示
さ
れ
た

だ
ろ
う
.
ま
た
､
諭
鐙
の
過
程
が
も
っ
ぱ
ら
天
台
宗
と
南
宗
辞
の
儒

教
的
言
説
に
沿

っ
て
な
さ
れ
､
文
人
の
考
え
た
交
融
の
経
緯
が
文
学

作
品
に
よ
っ
て
例
謹
さ
れ
ぬ
た
め
に
'
他
章
と
比
較
す
る
と
や
や
理

が
勝

っ
て
い
る
感
が
す
る
｡

第
七
章
で
は
､
詩
人
が
看
取
し
た

｢物
象
｣
を
陳
植
鍔
が
提
出
し

た

｢描
逓
性
意
象
｣
｢比
愉
性
意
象
｣
｢象
徴
性
意
象
｣
に
､
著
者
が

書

評

｢暗
示
性
意
象
｣
を
加
え
て
分
析
し
､
具
膿
的

･
個
別
的

･
静
態
的

･
呈
示
的
等
の
特
質
か
ら
､
単
純
的
意
象
で
あ
る
鮎
を
指
摘
す
る
｡

そ
の
特
色
で
あ
る
ス
ケ
ッ
チ
描
法
は
意
象
を
新
た
に
し
た
と
同
時
に
､

本
来
的
に
詩
境
が
濁
薄
で
含
蓄
も
な
い
た
め
､
象
徴
的
意
象
が
相
補

的
に
葦
達
し
た
と
み
な
す
観
鮎
は
傾
聴
に
債
し
ょ
う
｡
し
か
し
､
た

と
え
ば
､
｢意
象
的
性
状
｣
で
著
者
が
引
-

｢
一
葉
落
｣
の
表
現
を
'

日
月
の
推
移
の
所
感
を

一
葉
に
集
中
し
て
み
と
め
'
き
わ
め
て
具
鰻

的
で
あ
る
と
み
な
す
例
は
､
も
は
や
象
徴
的
と
い
い
う
る
の
で
は
な

い
か
｡
前
章
の

｢移
情

･
旗
托

･
象
徴
｣
で
指
摘
さ
れ
る
象
徴
の
常

套
化
傾
向
と
考
え
併
せ
る
と
'
具
鰻
的
叙
述
と
さ
れ
る
表
現
が
'
す

で
に
象
徴
的
な
意
象
に
な
っ
て
い
る
の
も
少
な
-
な
い
の
で
は
あ
る

ま
い
か
｡
分
析
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
同
時
に
細
分
化
を
意
味
し
､

意
象
の
も
つ
多
義
多
様
性
が
具
鰻
性
を
強
調
す
る
あ
ま
-
捨
象
さ
れ

が
ち
で
あ
る
の
も
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
つ
い
で
意
象
の
静
態
性

が
指
摘
さ
れ
る
｡
そ
の
中
で
著
者
は
青
と
白
の
色
彩
封
を
大
暦
詩
人

の
特
色
と
し
て
い
る
｡
し
か
し
'
こ
の
好
尚
は
盛
唐
詩
に
も
虞
-
見

る
こ
と
が
で
き
､
大
磨
詩
の
特
質
と
い
え
ぬ
と
考
え
る
が
ど
う
だ
ろ

う
O
ま
た
そ
れ
が

｢就
狽
容
易
造
成
辞
意
的
外
観
室
不
約
数
果
｣
と
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第
四
十
七
別

い
う
は
た
ら
き
を
有
す
る
か
も
､
文
学
に
お
け
る
色
彩
の
位
相
が
著

者
が
い
う
ほ
ど
直
裁
的
で
あ
る
か
と
と
も
に
､
吟
味
を
要
す
る
よ
-

に
思
う
｡
静
態
性
の
特
色
と
し
て

｢時
間
意
象
的
空
開
化
｣
で
は
､

｢虞
｣
｢時
｣
字
の
並
用
が
挙
例
さ
れ
る
｡
特
定
の
時
刻
の
も
と
に
空

聞
形
象
を
あ
ら
わ
し
､
動
作
性
の
つ
よ
い
行
為
を
分
解
し
静
止
墓
面

で
示
す
だ
け
で
な
-
'
持
唐
性
に
着
目
し
て
特
定
の
場
に
限
定
し
か

つ
具
鰹
的
に
示
そ
う
と
す
る
旨
論
謹
す
る
｡
こ
れ
は
次
項

｢意
象
結

構
興
表
述
結
構
｣
で
分
析
さ
れ
る
意
象
聞
構
成
に
お
け
る
大
暦
詩
の

特
徴

｢平
列
式
｣
が
､
局
部
の
表
現
に
腐
心
し
均
整
美
を
忽
せ
に
す

る
鮎
の
指
摘
と
と
も
に
､
後
世
的
展
開
を
考
察
す
る
上
で
有
意
義
な

概
括
で
あ
ろ
う
｡

第
八
葺

｢鮭
式
典
語
言
｣
は
'
第

一
章
で
概
許
さ
れ
る
形
式
面
で

の
特
質
を
､
前
章
で
考
察
さ
れ
た
主
題

･
構
成

･
表
現
か
ら
論
述
す

る
｡
大
暦
詩
に
と
っ
て
ふ
さ
わ
し
い
横
式
が
五
律
で
あ

っ
た
こ
と
の

他
に
､
古
詩
も
律
化
の
傾
向
に
あ
る
な
ど
注
意
し
て
よ
い
指
摘
だ
ろ

う
｡
な
か
で
著
者
は
ス
ケ
ヅ
チ
描
法
の
長
所
を
挙
げ
る
が
､
い
か
に

描
-
か
は
典
故
を
い
か
に
按
排
す
る
か
と
同
様
で
､
儀
托
や
比
職
が

な
い
と
い
う
だ
け
で
な
-

｢清
空
｣
や

｢淡
浄
｣
の
気
風
が
い
か
に

形
成
さ
れ
た
か
を
探
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡

前
項
で
言
及
さ
れ
る
意
象

の

｢虚
化
｣
と
神
俣

っ
て
大
暦
詩
人
の
美
意
識
を
考
え
る
上
で
鉄
か

せ
ぬ
論
難
だ
か
ら
で
あ
る
O
｢語
言
的
風
格
特
徴
｣
で
は
､
さ
な
が
ら

雄
牡
な
建
築
物
の
ご
と
き
盛
唐
詩
を
前
に
し
て
'
大
暦
詩
は
門
窓
椿

範
の
細
部
に
彫
譲
を
凝
ら
そ
う
と
し
た
と
前
置
き
し
､
そ
の
特
徴
を

三
鮎
畢
げ
る
｡
清
新
な
風
格
の
希
求
､
語
句
の
離
譲
に
よ
る
表
現
力

の
埼
大
､
｢平
易
流
利
｣
の
傾
向
な
ど
で
あ
る
｡
本
草
中
何
気
な
-
示

さ
れ
る
五
律
に
お
い
て
舘
聯
に
流
水
封
を
布
置
し
た
-

｢
不
封
｣
で

あ
る
の
は
中
晩
唐
の
趨
勢
で
あ
る
と
の
言
及
､
ま
た
連
綿
詞
の
軍
用

に
つ
い
て
の
許
債
な
ど
は
､
著
者
の
該
博
な
知
見
と
鏡
敏
な
鑑
賞
眼

を
如
賓
に
も
の
が
た
っ
て
い
る
O

国
威
あ
が
-
版
固
凍
張
の

一
方
で
あ

っ
た
開
元
天
賓
期
､
盛
唐
詩

は
時
代
の
風
潮
を
う
け
寓
般
に
外
向
的
か
つ
高
揚
の
気
風
を
も
つ
と

す
れ
ば
､
危
殆
に
瀕
し
た
乱
後
の
詩
人
ら
が
内
向
的
か
つ
消
沈
し
た

風
潮
に
傾
い
て
Iも
無
理
は
な
い
｡
い
わ
ば
時
代
は
｢凍
散
｣
か
ら

｢放

散
｣

へ
と
移

っ
て
ゆ
-
｡
強
敵
の
盛
唐
詩
が
評
債
を
う
け
る
と
同
様

に
､
政
敵
の
大
磨
詩
の
猫
自
性
か
究
明
さ
れ
許
債
さ
れ
な
け
れ
ば
な
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ら
ぬ
こ
と
論
を
侯
た
な
い
.
本
書
は
そ
の
意
圏
の
も
と
大
暦
鰹
の
絶

鰻
的
把
握
が
試
み
ら
れ
る
｡
総
論
は
'
精
赦
な
分
析
と
理
論
に
基
づ

-
各
論
に
支
え
ら
れ
､
各
論
は
豊
富
な
知
識
と
周
到
な
基
礎
研
究
に

よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
る
｡
作
品
に
向
け
ら
れ
た
す
ぐ
れ
た
鑑
賞
眼
と

理
論

へ
の
敷
術
性
は
､
や
や
も
す
る
と
理
に
落
ち
易
い
弊
を
救
い
､

随
所
に
見
せ
る
卓
放
し
た
示
唆
や
洞
察
力
は
著
者
の
ゆ
た
か
な
見
識

を
う
か
が
わ
せ
る
｡

か
-
し
て
､
現
貴
に
眼
を
向
け
､
己
が
身
を
省
察
し
っ
つ
新
た
な

展
開
を
模
索
す
る
詩
人
群
像
が
､
読
む
者
の
前
に
姿
を
現
し
て
-
る

の
で
あ
る
｡

(国
学
院
大
学

赤
井
益
久
)
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