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紹

介

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
中
国
古
典
詩
の
研
究

-

1
九
六
二
年
か
ら

一
九
九
六
年
ま
で
ー

第

一
部

(上
)

ウ
ィ
リ
ア
ム

･
H
二

lイ

ハ
ウ
ザ
-
･
l
r

ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
挙

Ⅰ

は

じ

め

に
-

範
囲
の
設
定

西
欧
に
お
け
る
中
国
古
典
詩
の
研
究
を
概
観
す
る
よ
う
に
と
最
初

に
言
わ
れ
た
時
'
私
は
ま
る
で
洪
水
を
待

つ
ノ
ア
の
心
境
で
あ

っ
た
｡

賓
際
'
書
物
の
氾
濫
に
浸
さ
れ
'
少
な
-
と
も
四
十
日
間
の
董
夜
に

わ
た

っ
て
論
文
の
大
雨
を
浴
び
た
の
で
あ

っ
た
｡
柵
の
介
入
も
ほ
と

ん
ど
希
望
が
な
い
ま
ま
に
'
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
だ
け
が
私
の
唯

一
の
救
い
で
あ

っ
た
｡

そ
れ
ゆ
え
'
私
は
ま
ず
'
こ
の
概
観
を
中
国
古
典
詩
の
ア
メ
リ
カ

に
お
け
る
研
究
に
限
ろ
う
と
思
う
｡
こ
の
分
野
の
フ
ラ
ン
ス
､
ド
イ

ツ
の
研
究
の
多
-
を
謹
も
う
と
し
､
そ
し
て
特
に
イ
ギ
リ
ス
､
カ
ナ

ダ
､
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
人
た
ち
の
研
究
に
頼
ろ
う
と
し
た
け
れ
ど

も
'
こ
れ
ら
重
要
な
中
国
学
界

へ
の
貢
献
に
つ
い
て
､
私
の
知
識
は

不
完
全
な
も
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
'
そ
れ
以
外
の
い
-

つ
か
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
図
-

イ
タ
リ
ア
､
オ
ラ
ン
ダ
'
ポ
ー
ラ
ン
ド
'
ロ
シ
ア

な
ど
-

の
筆
者
が
こ
の
間
題
に
つ
い
て
重
要
な
仕
事
を
し
て
い
る

の
だ
が
'
私
に
は
言
葉
を
解
す
る
力
も
な
く
､
そ
の
研
究
を
入
手
す

る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
の
で
'
ア
メ
リ
カ
に
在
住
し
て
い
る
人
々
と
'

ア
メ
リ
カ
で
出
版
さ
れ
た
外
国
人
の
書
い
た
も
の
に
限
る
の
が
最
善

の
道
で
あ
ろ
う
｡

次
に
'
ま
れ
に
例
外
は
あ
る
も
の
の
､
こ
の
概
観
を
著
作
と
論
文

に
限
定
し
ょ
う
と
思
う
｡
英
語
に
勧
請
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
'

こ
の
雑
誌
の
讃
者
に
は
さ
し
て
興
味
が
な
い
だ
ろ
う
か
ら
､
ほ
と
ん

ど
取
-
上
げ
な
い
｡

最
後
に
'
時
期
の
範
囲
の
問
題
が
あ
る
｡

一
九
六

〇
年
代
半
ば
に

中
国
詩
の
勉
強
を
始
め
た
者
と
し
て
'
私
や
友
人
に
最
も
大
き
な
影

響
を
輿
え
た
劉
若
愚

lam
es
I
Y

L
iu
(
1
九
二
六
-

T
九
八
六
)

の

『
中
国
詩

の
技
法
』

"T
he
A
rt
of
C
hinese
P
oetry
"
(C
h
lCag
O

(詩
法
-
)

U
niverslty

OfChlCag
O
P
res
s
,
)
9
6
2
)

が
頭
に
浮
か
ぶ
o
L
か
L
t
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こ
の
出
費
鮎
は
個
人
的
な
年
代
以
上
の
意
味
を
伴

っ
て
い
る
｡
私
は

ほ
か
の
論
文
の
な
か
で

一
九
四
七
年
か
ら

一
九
六
〇
年
ま
で
を
ア
メ

リ
カ
に
お
け
る

｢
中
国
文
学
の
創
始
者
た
ち
｣
の
時
期
と
呼
ん
だ
こ

①

と
が
あ
る

｡

そ
の
創
始
者
と
は
'
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学

の
ピ

ー

タ
ー
･
ブ

ッ
ド
バ
ー
グ

P
eter
B
o
o
d
b

erg
(1903･197
2
)

と
､
す

で
に
古
稀
を
越
え
て
い
た

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学

の
ジ

ェ
ー
ム
ス

･
ロ

バ
ー
ト

･
ハ
イ
タ
ワ
ー
l
a
m
es
R
o
be
rt
H
ig
h
to
w

erで
あ
る
と
私

は
思
う
.
こ
の
二
人
は
偉
大
な
学
者
で
あ
-
､

中
国

文
学
研
究
に
大

き
な
貢
献
を
成
し
た
の
で
は
あ
る
が
'

一
九
六

〇
年
代
初
期
に
お
い

て
は
中
国
詩
の
研
究
は
中
園
史
の
研
究
に
比
べ
て
遥
か
に
遅
れ
て
い

②

た
の
で
あ
る

｡

し
か
し
こ
の
時
期
､

一
九
四
九
年
の
中
華
人
民
共
和
困
成
立
と
と

も
に
ア
メ
リ
カ
に
移
住
し
た
か
な
-
の
敏
の
中
国
人
亡
命
学
者
が
'

学
界
に
登
場
し
始
め
て
い
た
｡
彼
ら
の
多
-
は
ア
メ
リ
カ
の
大
草
で

西
欧
の
文
学
を
学
び
､
p
h
D
.
を
取
得
し
､
東
ア
ジ
ア
の
言
語

･

文
学
の
新
学
部
を
設
立
し
っ
つ
あ

っ
た
｡
こ
れ
に
関
連
し
て
何
人
か

の
学
者
の
名
前
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
､
夏
志
清

C
.づ

H
s
ia

③

と
劉
若
愚

が

｢
批
評
｣
の
こ
の
新
し
い
時
代
を
最
も
よ
-
代
表
す

る

紹

介

だ
ろ
う
｡
中
国
文
学
研
究
の
次
の
世
代
を
支
配
し
た
の
は
'
彼
ら
と

そ
の
門
下
の
学
問
で
あ

っ
た
｡
そ
し
て
中
国
古
典
詩
の
領
域
に
お
い

て
は
､
歴
史
的
研
究
と
文
学
的
研
究
の
間
の
不
均
衡
を
改
め
た
の
は
'

劉
若
愚
の
最
初
の
英
語
の
著
作
'
『
中
国
詩
の
技
法
』
で
あ

っ
た
o

こ
う
し
た
理
由
か
ら
､
こ
の
本
と

一
九
六
二
年
と
い
う
年
は
'
記
述

を
始
め
る
の
に
適
切
な
時
鮎
と
思
わ
れ
る
｡

私
の
概
観
は
二
つ
の
部
分
に
分
か
れ
る
｡
(
l
)
『
中
国
詩
の
技

法
』
の
よ
う
な

｢詩
の

一
般
的
な
研
究
｣
､
(
二
)
｢
個
別
的
な
詩
人

や
詩
作
品
の
研
究
｣
｡
全
膿
と
し
て
'
私
は
批
評
す
る
の
で
は
な
-
'

論
文
内
容
の
要
旨
を
中
心
に
記
そ
う
と
し
た
｡
い
っ
そ
う
徹
底
し
た

許
債
に
つ
い
て
は
､
付
録
の
リ
ス
ト

｢
中
国
古
典
詩
に
関
す
る
主
要

著
作

･
論
文
t

l
九
大
二
-
一

九
九
六

､
1
-
詩
の

一
般
的
研
究
｣

(語
注
2
)

の
な

か
の
書
評
を
見
ら
れ
た
い
｡

Ⅱ

詩
の

一
般
的
研
究

劉
若
愚
は

『
中
国
語
の
技
法
』
を

｢
〟
世
界
〟

と
こ
と
ば
の
二
重④

の
探
求
と
し
て
の
詩
の
理
論
｣
の
ス
ケ
ッ
チ
と
し

て
叙
述
し
て
い
る

｡

そ
の
本
は
｢
い
か
に
中
国
詩
に
批
評
論
的
に
接
近
す
べ
き
か
｣
(
x
iii
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頁
)
と
い
う
基
本
的
な
問
い
に
射
し
て
答
え
よ
う
と
試
み
た
も
の
だ
｡

そ
れ
は
書
評
の

一
つ
が
記
し
て
い
る
よ
う
に

｢従
来
無
税
さ
れ
て
き

⑤た
｣

問
題
で
あ
る
｡
こ
の
本
は
三
つ
の
部
分
に
分
か
れ
て
い
る
｡

(
-
)
詩
的
表
現
の
手
段
と
し
て
の
中
国
の
こ
と
ば
｡
劉
若
愚
は
そ

れ
が
圭
と
し
て
情
報
を
提
供
す
る
と
い
う
｡
(
2
)
詩
に
つ
い
て
の

い
-
つ
か
の
博
続
的
な
見
方
｡
そ
の
な
か
で
過
去
の
解
輝
に
封
す
る

彼
の
解
樺
を
述
べ
'
中
団
の
文
学
批
評
に
四
つ
の
基
本
的
な
流
れ
を

認
め
て
い
る
｡
(3
)
統
合
に
向
け
て
｡
こ
こ
で
劉
は
古
典
詩
を
謹

む
彼
自
身
の
方
法
と
'
そ
れ
が
博
続
的
批
評
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と

を
語
っ
て
い
る
｡
第

一
の
部
分
の
な
か
で
は
'
五
つ
の
章
そ
れ
ぞ
れ

に
興
味
深
-
重
要
な
も
の
で
は
あ
る
が
'
五
番
目
の

｢中
国
の
観
念

と
考
え
方

･
感
じ
方
の
方
法
｣
の
章
が
､
中
国
詩
を
学
ぶ
西
欧
の
学

生
に
と
っ
て
最
も
有
益
な
議
論
で
あ
る
｡
こ
の
章
は
中
隊
詩
の
七
つ

の
基
本
的
な
観
念
を
扱
っ
て
い
る
｡
自
然
'
時
間
'
歴
史
'
閑
適
'

望
郷
､
愛
'
飲
酒
'
で
あ
る
｡
こ
れ
は
我
々
自
身
の
観
念
と
は
異
な

る
中
園
の
観
念
を
紹
介
す
る
の
み
な
ら
ず
'
以
下
に
記
す
で
あ
ろ
う

よ
う
に
'
の
ち
の
研
究
に
射
し
て
重
要
な
問
題
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
｡
た
と
え
ば

｢歴
史
｣
は
'
中
国
詩
の
多
く
に
お
い
て
歴
史
に
封

し
て
強
い
意
識
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
け
で
な
-
､
ハ
ン
ス
･

フ
ラ
ン
ケ
ル
の

｢唐
詩
に
お
け
る
過
去
の
睦
想
｣
(後
述
)
を
鯖
沓

し
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
｢飲
酒
｣
は
中
国
の
詩
の
な
か
に
繰
-
返
し

て

｢酔
｣
が
あ
ら
わ
れ
て
も
､
そ
れ
は
中
国
の
詩
人
が
ア
ル
コ
ー
ル

中
毒
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
西
欧
の
讃
者
に
注
意
す
る
も
の
で
あ

⑥

っ
た
｡
劉
は

｢酔
｣
を

｢飲
酒
｣
と
課
す
こ
と
を
主
張
し
て
い
る

｡

詩
は

｢世
界
と
こ
と
ば
の
解
樺
で
あ
る
｣
と
い
う
理
論
か
ら
､
劉

は

｢す
ぐ
れ
た
詩
｣
と
は
新
た
な
世
界
を
開
-
も
の
だ
と
い
う
結
論

を
導
き
出
し
た
.
こ
の
よ
う
な
観
鮎
は
李
白

(七
〇
一-
七
六
二
)
と

か
李
商
隙

(八
一
二
-
八
五
八
)
の
よ
う
な
詩
人
に
射
し
て
過
度
な
許

債
を
輿
え
る
危
険
を
も
つ

(劉
君
恩
が
の
ち
に
李
商
隈
を
研
究
し
た
理
由

の
一
つ
に
違
い
な
い
)
も
の
の
'
少
な
-
と
も
西
洋
の
学
生
に
射
し
て

最
初
の
枠
組
み
を
輿
え
た
の
で
あ
っ
た
｡

(第
三
章
の
)
｢イ
メ
ー
ジ
と
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
｣
も
ま
た
新
た
な
面

を
開
き
､
そ
し
て
影
響
を
輿
え
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
こ
に
は
詩
の
さ

ま
ざ
ま
な
問
題
に
つ
い
て
の
西
欧
の
観
念
を
ど
の
よ
う
に
中
園
の
文

脈
に
適
合
さ
せ
る
か
に
関
す
る
劉
の
理
論
が
含
ま
れ
､
『詩
経
』
の

｢静
女
｣
(毛
詩
♯
4
3
)
は
個
人
的
な
愛
の
歌
で
あ
る

(
l
〇
四
I

l
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〇
六
頁
)
と
い
う
よ
う
な
'
す
ぐ
れ
た
赦
密
な
讃
み
の
例
が
提
供
さ

れ
て
い
る
｡

し
か
し
そ
の
本
は
議
論
を
提
起
し
た
か
た
ち
の
結
論
で
閉
じ
ら
れ

て
い
る
ー

｢中
国
詩
の
大
多
数
は
､
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
に
書
か
れ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
中
国
の
讃
者
に
と
っ
て
同
時
性
を
も
つ
と
い

う
こ
と
を
､
西
欧
の
讃
者
は
思
い
起
こ
す
べ
き
だ
｡
-
-
賛
際
の
と

こ
ろ
､
中
国
の
謹
者
の
多
-
は
'
唐
代
の
詩
人
に
封
し
て
､
た
と
え

ば
明
代
の
詩
人
よ
-
も
､
は
る
か
に
親
近
感
を
覚
え
る
の
だ
｣
と
劉

は
注
意
を
喚
起
す
る
の
で
あ
る
｡
劉
が
こ
の
本
を
書
き
始
め
た
問
題
､

｢
い
か
に
し
て
中
囲
詩
に
批
評
論
的
に
接
近
す
べ
き
か
｣
と
い
う
問

い
に
答
え
よ
う
と
す
る
と
'
西
欧
の
讃
者
は
劉
の
頭
の
な
か
に
あ
る

元
の
詩
か
ら
ず
っ
と
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
自
分
に
気
づ
-
｡
こ
の

本
は
若
い
西
欧
の
研
究
者
に
多
-
の
着
想
を
輿
え
'
劉
若
愚
を
ア
メ

リ
カ
に
お
け
る
中
国
古
典
詩
研
究
の
最
前
線
に
押
し
出
し
た
､
濁
創

①

的
な
仕
事
で
あ
る

一

方
'
ア
メ
リ
カ
の
頭
者
に
挑
戦
状
を
突
き
つ
け

た
の
は
こ
の
結
論
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
に
答
え
た
最
初
の
も
の
は
､
こ

⑧

の
本
に
封
す
る
多
-
の
書
評
で
あ
る
が

'

そ
の
な
か
で
ジ

ェ
ー
ム

ズ
･

R

･
ハ
イ
タ
ワ
ー
Jam
es
R
.
H
-g
h
to
w
er
の
書
評
に
ま
さ
る

紹

介

も
の
は
な
-
､
彼
は
か
な
-
積
極
的
に
評
慣
し
た
あ
と
で
､
｢中
国

⑨

詩
の
世
界
を
〟

翻
諸
で
″

開
拓
し
ょ
う
と
す
る
人
た
ち
も
含
め
て

｣

こ
の
本
を
推
薦
し
て
い
る

｡

そ
の
讃
者
の

一
人
は
､
疑

い
な
く
､
バ
ー
ー
ン
･
ワ
ー
ソ
ン

B
u
rto
n
W
a
t
s
o
n
で
あ

っ
た
.
ワ
-
ソ
ン
は
そ
の
膨
大
な
翻
帯
が

最
も
知
ら
れ

て

い
る
け
れ
ど
も
､
彼
の
学
問
的
な
研
究
に
は
我
々
の

注
意
に
値
す
る
も
の
が
あ
る
.
『初
期
の
中
国
の
文
学
』

"E

a
r

l
y

C
h
i
n
ese
I
,itera
tu
re
"
(N
ew
Y

o
rk
.

Colum
b
la
U
n
lV
erSlty
P

r

ess
,

1962
)
が
最
上
の
も
の
で
'
そ
れ
は
英
語
で
書
か
れ
た
完
全
な
中
国

文
学
史
が
今
日
で
も
欠
乏
し
て
い
る
中
に
あ
っ
て
'
い
ま
だ
に
有
用

⑲

で
あ
る

｡

そ
れ
は

｢東
洋
の
思
想
と
文
学
を
学
ぶ

一
連
の
手
引
き
｣

(ウ
ィ
リ
ア
ム
･
テ
オ
ド
ル
･
ド
ベ
リ
W
Llliam
T
heodore
d
e
B
ary

｢前
言
｣)
の
最
初
の
も
の
で
あ
る
｡
私
の
考
え
で
は
'
そ
れ
は
今
日

で
も
最
も
す
ぐ
れ
た
も
の
の

1
つ
で
あ
る
｡
ワ
ト
ソ
ン
は

｢歴
史
｣

(
一
七
-

二

一〇
頁
)'
｢哲
学
｣
(
〓

一
一
-

一
九
八
頁
)
の
あ
と
で

｢詩
｣
(
l
九
九
-
二
九
四
頁
)
を
扱

っ
て
い
る
.
初
期
の
中
国
詩
に

つ
い
て
の
全
健
的
な
評
債
は
､
率
直
で
多
-
の
知
見
を
輿
え
て
-
れ

る
｡

JJJ
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こ
と
に
古
代
ギ
リ
シ
ャ
や
イ
ン
ド
と
比
較
し
て
み
る
と
'
古

代
中
国
の
詩
の
量
は
か
な
-
少
な
-
'
初
期
の
文
学
的
俸
続
に

お
け
る
位
置
も
相
野
的
に
小
さ
い
も
の
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
そ
の
本
質
的
な
債
値
は
は
な
は
だ
大
き

な
も
の
で
あ
-
､
そ
の
重
要
性
'
影
響
力
も
か
な
-
の
も
の
で

あ
っ
た

(二
〇
1
頁
)｡

ワ
ト
ソ
ン
は
彼
自
身
の
多
-
の
翻
講
に
よ
っ
て
ふ
-
ら
ま
せ
な
が

ら
'
『詩
経
』
の
内
容
と
こ
と
ば
を
み
ご
と
に
要
約
し
て
い
る

(二

〇
二
と
二
三
〇
頁
)O
し
か
し

『楚
辞
』
に
つ
い
て
は
彼
は
そ
れ
ほ
ど

気
に
入
っ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ

(二
三
一
-
二
五
四
頁
)｡
そ

こ
に
認
め
ら
れ
る

｢詩
の
い
-
つ
か
の
相
｣
は

｢理
解
を
妨
げ
る
｣

も
の
'
す
な
わ
ち
詩
人
の

｢見
苦
し
い
自
尊
心
｣
で
あ
-
'
ワ
ト
ソ

ン
の
頭
の
な
か
で
は

｢か
-
も
花
束
の
荷
を
負
わ
さ
れ
た
中
国
の
紳

士
｣
と
い
う
､
意
園
し
な
い
滑
稽
さ
の
イ
メ
ー
ジ
を
生
み
出
す
､
至

る
と
こ
ろ
に
出
て
-
る
植
物
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
-
､
そ
し
て
最
後
に

｢詩
を
支
配
し
て
い
る
挫
折
と
絶
望
の
救
い
が
た
い
気
分
｣
(二
三

九
頁
)
で
あ
る
｡
末
代
の
詩
人
の
簡
潔
さ
に
封
す
る
ワ
ト
ソ
ン
の
好

み
'
そ
し
て
ま
た
そ
の
作
品
の
翻
詩
の
成
功
は
､
装
飾
的
な
楚
の
悲

歌
に
面
し
た
時
に
彼
が
感
じ
る
不
満
を
つ
の
ら
せ
た
に
違
い
な
い
｡

歌
と
歌
謡
の
章

(二
八
五
1
二
九
二
頁
)
は
'
『史
記
』
と

『漢
書
』

の
な
か
に
俸
え
ら
れ
て
い
る
作
品
に
焦
難
を
あ
て
て
い
る
｡
そ
れ
は

現
在
で
も
､
こ
の
忘
れ
ら
れ
た
資
料
に
つ
い
て
の
重
要
な
記
述
で
あ

り
頼
け
て
い
る
｡

柳
無
忌
の

『中
囲
文
学
入
門
』
"
Z
n

trodu
ctiontoC
h

ineseZ.iterI

atu
re"
(B
lo
om
ln
g
tO
n
･
tnd
l
a
n
a

U
n
iv
erslty
P
ress
.
1
9
6
5
)

は

'

ワ

ー
ソ
ン
の
文
学
史
に

鐘
を
接
し

て
登
場
し
た
｡
こ
の

書
物
は
今
で
は

三
十
年
以
上
昔
の
も
の
に
な
っ
た
が
'
そ
れ
で
も
ワ
ト
ソ
ン
に
封
す

る
す
ぐ
れ
た
補
充
で
あ
-
樟
け
て
い
る
｡
明
ら
か
に
時
代
遅
れ
に
な

っ
た
こ
の

『入
門
』
(特
に
詩
に
つ
い
て
の
部
分
)
は
早
期
の
こ
と
ば

と
文
筆
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

こ
の
本
は
柳
教
授
の

｢中
国
文
学
史
｣
の
授
業
か
ら
生
ま
れ
た
も

の
で
あ
る

(私
も
そ
の
出
席
者
で
あ
っ
た
)｡
こ
の
開
拓
者
の
仕
事
の

前
に
は
'
英
語
で
書
か
れ
た
手
ご
ろ
な
教
科
書
が
な
か
っ
た
｡
授
業

は
大
き
な
ト
ピ

ッ
ク
を
め
ぐ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
た
｡
畢
生
は

元
の
テ
キ
ス
ー
の
勧
請
を
謹
む
こ
と
を
求
め
ら
れ
'
柳
教
授
は
そ
れ

ら
の
テ
キ
ス
ト
を
解
梓
し
た
｡
こ
の
本
も
そ
れ
と
似
て
い
る
｡
｢序
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文
｣
(vil着
)
の
な
か
で
柳
教
授
は
こ
う
述
べ
て
い
る
｡
｢私
の
目
的

は
中
国
の
文
学
に
な
に
が
し
か
の
興
味
を
抱
い
て
い
る
西
欧
の
讃
者

の
必
要
に
癒
え
る
こ
と
で
あ
る
｡
(私
が
)
重
鮎
を
置
い
た
の
は
'

大
作
家
､
有
名
な
作
品
で
あ
る
｡｣
こ
の
本
に
取
-
上
げ
ら
れ
た
中

国
古
典
文
学
の
十
七
の
大
作
家
と
作
品

(最
後
の
章
は
近
代
文
学
を

扱
っ
て
い
る
)
の
う
ち
'
八
つ
が
詩
を
含
ん
で
い
る
｡
第

一
章

｢中

国
の
こ
と
ば
の
曙
か
ら
詩
の
古
典
ま
で
｣
(九
-
二
三
頁
)､
第
二
章

｢屈
原
'
中
国
詩
の
父
｣
(二
四
-
三
四
頁
)､
第
四
章

｢漠
代
の
文

学
｣
(楽
府
'
初
期
の
五
言
詩
'
朕
を
含
む
､
四
五
-
五
八
頁
)'
第
五
章

｢古
健
詩
と
近
健
詩
｣
(五
九
-
六
八
頁
)､
第
六
章

｢偉
大
な
唐
詩
｣

(六
九
-
八
七
頁
)'
第
七
章

｢晩
唐
詩
｣
(八
八
1
一
〇
〇
頁
)'
第
八

章

｢詞
の
起
源
と
開
花
｣
(
1
0
1
1
1
二
四
頁
)'
そ
し
て
第
十
三
幸

⑪

｢散
曲
'
新
し
い
詩
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
｣
(
一
八
五
-
一
九
四
頁
)
t
で
あ

る
｡こ

の
本
の
な
か
の
多
-
の
詩
の
講
は
-

す
べ
て
著
者
自
身
に
よ

っ
て
諾
さ
れ
た
も
の
だ
が
-

､
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
を
適
切
に
あ
ら
わ

し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
｡
杜
甫
に
つ
い
て
は
'
｢兵
車
行
｣
'
｢
石

壕
吏
｣
､
｢
月
夜
｣
'
｢茅
屋
馬
秋
風
所
破
歌
｣
､
そ
し
て
二
㌧
三
の
長

紹

介

い
詩
の
一
部
が
見
ら
れ
る
｡
柳
教
授
の
基
本
的
な
主
張
と
評
債
は
今

も
な
お
安
富
で
あ
る
｡
彼
は

『詩
経
』
が
後
世
の
詩
に
封
し
て
韻
律

の
う
え
で
も
テ
ー
マ
の
う
え
で
も
モ
デ
ル
で
あ
る
と
論
じ
'
そ
れ
を

説
明
し
て
い
る

(第
一
章
)｡
彼
は
陶
潜
と
か
そ
の
他
の
中
国
の
文
人

た
ち
が
酒
好
き
で
あ
っ
た
こ
と
に
封
し
て
も

(劉
若
愚
を
含
め
て
多
-

の
近
代
の
中
開
の
筆
者
と
は
野
照
的
に
)
理
解
が
あ
-
'
文
筆
の
な
か

で
飲
酒
の
も
つ
役
割
に
封
し
て
説
得
力
の
あ
る
分
析
を
し
て
い
る
｡

｢陶
潜
が
習
慣
的
に
'
非
常
に
愛
し
た
の
は
'
酒
で
あ
っ
た
｡
-
-

こ
の
弱
鮎
は
彼
の
長
所
に
轄
換
し
た
｡
-
-

一
人
で
飲
む
時
に
は
喜

び
を
輿
え
る
も
の
で
あ
っ
た
が
'
友
人
や
近
所
の
人
た
ち
と
杯
を
酌

み
交
わ
す
時
に
は
仲
間
意
識
を
輿
え
､
そ
れ
も
ま
た
彼
の
詩
に
イ
ン

ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
輿
え
た
の
で
あ
る
｡｣
(六
二
頁
)
柳
教
授
は
現

代
に
お
け
る
文
学
的
名
草
と
詩
人
が
そ
の
時
代
に
受
け
た
評
債
と
の

差
異
を
忘
れ
て
い
な
い
｡
｢陶
潜
は
彼
の
時
代
に
は
ほ
と
ん
ど
影
響

を
引
き
起
こ
さ
な
か
っ
た
｡｣
(六
四
頁
)
少
な
か
ら
ぬ
鮎
に
お
い
て
'

彼
は
大
腰
で
あ
る
｡
杜
甫

(七
一
二
-
七
七
〇
)
よ
り
も
李
白
を
明
ら

か
に
好
ん
で
い
る
｡
｢萄

遭
難
｣
に
つ
い
て
'
｢自
然
の
荒
々
し
-
描

大
な
こ
の
景
観
は
'
中
国
の
詩
の
ど
こ
に
も
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
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も
の
だ
｣
(七
九
頁
)
と
彼
は
書
-
｡
そ
し
て
ま
た

｢李
白
が
中
国
の

詩
人
の
な
か
で
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
に
射
し
て
'
杜
甫
は
批

評
家
か
ら
最
も
偉
大
な
詩
人
と
み
な
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら

そ
の
評
債
は
､
中
国
の
学
者
た
ち
が
李
白
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
放

縦
き
よ
-
も
杜
甫
の
道
徳
的
な
高
潔
さ
を
'
李
白
の
自
然
き
よ
-
杜

甫
の
蛮
術
的
技
巧
を
偏
愛
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
重
み
を
輿
え
ら
れ
て

い
る
｡｣
(八
六
頁
)
同
様
に
'
彼
は
詩
は
盛
唐
の
終
わ
り
に
絶
頂
に

達
し
た
と
主
張
し
て
い
る

(八
六
頁
)

0

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
柳
教
授
は
槽
-
章
の
な
か
で
白
居
易
'

李
賀
'
李
商
隈
の
詩
に
射
し
て
賢
明
な
手
助
け
を
提
供
し
て
い
る
｡

｢蘇
乾
は
-
-
韻
律
に
お
け
る
用
心
深
い
'
間
違
い
を
犯
さ
な
い
正

確
さ
よ
り
も
'
こ
と
ば
と
感
情
の
美
し
き
を
高
-
債
値
づ
け
た
基
の

詩
人
で
あ
っ
た
｣
(
一
〇
九
頁
)
と
書
-
時
'
杜
甫
の
聾
術
的
技
巧
に

封
す
る
先
の
賞
賛
は
弱
ま
っ
て
い
る
｡

晩
唐
詩
に
つ
い
て
の
議
論
と
し
て
は
t
A
･

C
･グ
ラ
ハ
ム
A

C.G
raha
m

の

『晩

唐

の
詩
』
P

o
e
m

s

o
f

t
h
e

L

a
te

T
'a
n
g

(B
altlm
O
re
a
n
d

H
a
r
m

ond
sw
o
rth
･
P
en
guln,)
965)
を
想

起
し
な

-
て
は
な
ら
な
い
｡

こ
の
概
観
の
な
か
に
グ
ラ
ハ
ム
の
本
を
含
め
る

こ
と
に
は
､
二
つ
の
反
封
意
見
が
起
こ
る
か
も
知
れ
な
い
｡
第

一
に
'

彼
の
仕
事
は
勧
請
を
集
め
た
も
の
で
あ
っ
て
'
英
語
を
母
囲
語
と
し

な
い
讃
者
に
と
っ
て
は
さ
ほ
ど
興
味
が
も
て
な
い
も
の
だ
t
と
い
う

鮎
で
あ
る
｡
第
二
は
'
翻
詳
者
は
ア
メ
リ
カ
人
で
な
-
'
イ
ギ
リ
ス

人
で
あ
る
こ
と
だ
｡
し
か
し
こ
の
本
は
英
国
と
ア
メ
リ
カ
で

(共
同

で
)
出
版
さ
れ
'
ア
メ
リ
カ
の
書
店
で
も
ち
ゃ
ん
と
手
に
入
る
も
の

で
'

一
九
六
〇
年
代
後
半
以
後
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
中
国
詩
研
究

と
強
-
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
'
私
は
そ
れ
を
含
め
る
こ
と
に
決
め

た
の
だ
っ
た
｡
グ
ラ
ハ
ム
は

｢序
言
｣
の
な
か
で
そ
の
よ
う
に
示
唆

し
て
い
る
｡

こ
の
本
は
数
年
前
'
劉
若
愚
と
交
わ
し
た
話
に
多
-
を
負
っ

て
い
る
｡
彼
は
私
に
李
商
隙
の
詩
や
'
エ
ン
プ
ソ
ン
以
後
の
批

評
の
技
法
を
晩
唐
詩
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
'
そ
し

て
杜
甫
の
最
後
の
詩
の
な
か
に
九
世
紀
の
方
法
の
源
が
あ
る
こ

と
を
数
え
て
く
れ
た
｡

最
初
に
考
え
う
る
反
論
は
と
い
う
と
､
｢晩
唐
詩
｣
の
研
究
の
な

か
に
､
杜
甫
'
孟
郊

(七
五
一-
八
一
四
)'
韓
愈

(七
六
八
1
八
二

四
)､
李
賀
を
含
め
て
し
ま
う
た
め
に
'
こ
の
本
が
博
続
的
な
時
期
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置
分
に
封
す
る
批
判
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
｡
グ
ラ
ハ
ム
は

ど
の
よ
う
に
詩
人
を
選
ん
だ
か
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
'
そ
の
す
ぐ

れ
た
序
文

(
三

一-
三
七
頁
)
に
お
い
て
'
こ
れ
ら
の
詩
人
の
作
品

の
な
か
で

｢
こ
と
ば
と
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
ま
す
ま
す
複
雑
に
な

っ
て
い
る
こ
と
｣
が

｢
ウ
ィ
リ
ア
ム

･
エ
ン
プ
ソ
ン
に
よ
っ
て
讃
み

方
を
導
か
れ
た
謹
者
に
と
っ
て
彼
ら
を
最
も
興
味
深
い
中
国
の
詩
人

に
し
て
い
る
｣
(
1
九
-
二
〇
頁
)
と
論
じ
て
い
る
.
グ
ラ
ハ
ム
は
彼

が
盛
唐
詩
の

｢
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
｣
と
呼
ぶ
も
の

(李
白
の
よ
う

な
詩
人
に
み
ら
れ
る
)
に
封
す
る
反
馨
が
'
杜
甫
の
垂
州
以
後
の
詩
か

ら
始
ま
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
｡
こ
の
方
向
が
塊
唐
詩
人
を
中
国

の
こ
と
ば
の

｢力
の
限
界
ま
で
｣
(二
二
頁
)
探
求
さ
せ
る
こ
と
に
な

っ
た
｡
こ
の
展
開
を
説
明
す
る
た
め
に
彼
は
杜
甫
の

｢秋
輿
｣
詩
第

一
首
の
な
か
の
二
旬
を
使
っ
て
い
る
の
だ
が
､
興
味
深
い
こ
と
に
'

同
じ
連
作
詩
が

二

二
年
後
に
二
人
の
若
い
筆
者
'
梅
租
麟
と
高
友

工
を
惹
き
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
梅
と
高
に
輿
え
た
明
ら
か
な
影

響

(す
ぐ
以
下
に
述
べ
る
)
や
上
述
の
劉
若
愚
か
ら
の
影
響
は
別
に
し

て
も
､
グ
ラ
ハ
ム
が
彼
に
績
-
研
究
者
た
ち
､
チ
ャ
ー
ル
ズ

･
ハ
ー

ト

マ
ン
C
h
a
ユ
es
H
artm
an
へ
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
･
オ
ウ
ウ

エ
ン

紹

介

Ste
p
h
en
O
w
e
n
t
そ
し
て
劉
若
愚
本
人
に
イ
ン
バ
ク
ー
を
輿
え
た

⑫

の
は
明
ら
か
で
あ
る

｡

引
隙
に
つ
い
て
の
グ
ラ
ハ
ム
の
短
い
論
述
は
､
そ
れ
が
こ
の
時
代

の
詩
に
お
い
て
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
だ
け
で
な
-
'
そ
れ
を
翻
詳
'

注
輝
に
組
み
込
む
こ
と
が
い
か
に
困
難
で
あ
る
か
も
強
調
し
て
い
る
｡

同
じ
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
､
様
々
な
時
代
の
中
国
の
詩
を
翻
詳
し
た
ア

ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
編
も
う
と
い
う
彼
の
提
案
は
濁
創
的
な
も
の
で

(二

九
頁
)'
そ
れ
は
ハ
ン
ス
･
フ
ラ
ン
ケ
ル
の

『花
咲
-
プ
ラ
ム
と
宮

廷
の
女
性
』
(後
述
)
な
ど
の
作
品
に
結
害
し
た
も
の
だ
｡
グ
ラ
ハ

ム
は
ま
た
中
国
の
詩
人
の
個
性
'
個
人
的
な
文
憶
を
翻
講
を
通
し
て

あ
ら
わ
す
こ
と
の
む
ず
か
し
さ
を
指
摘
し
て
い
る
｡
そ
う
し
よ
う
と

す
る
彼
自
身
の
試
み
は
､
こ
れ
ら

｢晩
唐
詩
人
｣
の
間
で
違
い
が
あ

る
と
彼
が
考
え
て
い
る
へ
｢イ
メ
ー
ジ
の
型
｣
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
に
集
中
し
て
い
る
｡
特
に
'
こ
の
選
集
の
目
的
は
'
｢直
愉
と
隙

愉
に
お
け
る
展
開
の
過
程
を
跡
づ
け
る
こ
と
｣
(三
六
頁
)
で
あ
る
が
'

そ
れ
は

｢直
除
か
ら
複
雑
な
障
輪
へ
-

杜
甫
の

｢江
漢
｣
｢秋
興
｣

か
ら
'
韓
愈
の

｢南
山
｣
､
李
賀
の

｢活
歌
｣
を
経
過
し
'
李
商
腰

の

｢無
題
｣
｢錦
芽
｣
に
至
る
勧
請
を
通
し
て
｣
と
い
う
こ
と
に
な
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ろ
う
｡
複
雑
な
イ
メ
ー
ジ
に
封
す
る
こ
の
偏
愛
は
､
白
居
易
の
よ
う

な
詩
人
を
除
外
す
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
グ
ラ
ハ
ム
は
自
居
易
を

｢九

⑲

世
紀
の
様
式
｣
に
合
わ
な
い
も
の
と
見
て
い
る
よ
う
だ

｡

梅
租
麟
と
高
友
工
の

｢杜
甫
の

『秋
興
』
-

言
語
的
批
評
の
賓

践
｣
へヘT
u

F
u

'5
'A
u
tu
m
n
M

e
d
l
ta
tio
n
s〔秋
興
〕
"
(

ti
a
rv
a
rd
J
o
u
r

naI

o
f
A
slatlC

S
tud
l
eS
(以
下

H
J
A
S
と
略

す
)
2
8
(1
9
6

8
)
4
4
･8
8
)
は

杜
甫
の
詩

の
研
究
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
'

し
た
が
っ
て
本
稿
の

第
二
部
に
ま
わ
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
が
'
そ
れ
以
上
に
'
唐
の
律
詩

に
つ
い
て
梅
と
高
が

H
IA
S
に
寄
稿
し
た
三
篇
の
輝
か
し
い
論
文

(第
二
篇
は
l
九
七
1
年
､第
三
篇
は
l
九
七
八
年
に
世
に
出
た
も
の
で
'
い

(詩
法
3
)

ず
れ

も

後

述

)

と
み
な
す
の
が
通
常
で
あ
る
｡
A
･

C
･グ
ラ
ハ
ム

の

『晩
唐
の
詩
』
の
影
響
も
は
っ
き
-
し
て
い
る

(グ
ラ
ハ
ム
の
1

連
の
勧
請
は
'
こ
の
研
究
の
た
め
の
基
本
と
な
る
講
で
あ
る
)

0

最
初
の
論
文
の
主
題
は
'
杜
甫
が
七
六
六
年
に
書
い
た

｢秋
輿
｣

と
題
す
る
八
首
の
連
作
で
あ
る
｡
し
か
し
論
文
の
テ
ー
マ
は
'
中
国

の
詩
に
近
づ
-
た
め
に
は
'
劉
若
愚
や
そ
の
他
の
学
者
が
そ
れ
ま
で

に
示
し
た
よ
-
も
も

っ
と
い
い
方
法
-

言
語
的
な
原
理
に
基
づ
い

て
謹
む
こ
と
-

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
論
考
で
提
供

さ
れ
た
解
樺
の
債
値
を
高
め
て
い
る
の
は
､
梅
と
高
が
導
入
し
た
博

続
的
な
学
問
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
あ
る
｡
八
首
の
詩
に
お
け
る

音
響
的
な
パ
タ
ー
ン
､
リ
ズ
ム
の
多
様
性
､
文
法
的
な
暖
昧
さ
'
複

雑
な
イ
メ
ー
ジ
'
言
い
回
し
の
不

一
致
な
ど
に
加
え
て
'
テ
キ
ス
ト

に
関
連
す
る
俸
続
的
な
注
樺
も
導
入
し
た
｡

梅
と
高
は
ウ
ィ
リ
ア
ム

･
エ
ン
プ
ソ
ン

(北
京
に
お
い
て
劉
若
愚
の

先
生
で
あ
-
､
A
･
C
･グ
ラ
ハ
ム
に
も
影
響
し
た
)
､
Ⅰ

･
A
･
リ
チ

ャ

ー
ズ
'
ノ
ー
ス
ラ

ップ
･
フ
ラ
イ
の
影
響
を
認
め
て
い
る
｡
し
か

し
二
人
が
こ
こ
で
提
示
し
て
い
る
方
法
は
'
高
度
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
な

も
の
で
あ
る
｡
本
稿
の
よ
う
な
概
観
は
､
彼
ら
の
分
析
を
詳
細
に
述

べ
る
場
所
で
は
な
い
｡
こ
れ
ら
の
詩
を

一
語

一
語
正
確
な
言
語
的
な

基
準
に
基
づ
い
て
分
析
し
た
注
意
深
さ
は
'
そ
の
結
果
､
中
国
古
典

詩
を
勧
請
す
る
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
ア
メ
リ
カ
人
の
方
法
に
革
命
を

起
こ
し
た
と
だ
け
言
っ
て
お
こ
う
｡

梅
と
高
が
言
語
的
批
評
が
い
か
に
唐
の
律
詩
に
適
用
で
き
る
か
の

猪
創
的
な
研
究
を
出
版
し
た
の
と
同
じ
年

(
一
九
六
八
年
)
に
'
周

策
縦
は
の
ち
に
二
巻
と
な
る

『文
林
1

中
国
の
人
間
性
の
研
究
』

"
W
en
･Z
Jm
,S
tu
d
leS

m

th
e
C

hineseH
u
m
a
m

ties
''
(
M
ad
lSO
n
,
W
I

S･

- Jd0-



consln
U
nlVerSlty
Of
W
I

SCOnSln
P
ress)
の
第

1
巻
を
編
集
し
た
｡

周
は
そ
れ
ま
で
賛
現
さ
れ
た
こ
と
の
な
か
っ
た
中
園
の
人
間
性
の
研

究
を
育
成
す
る
手
だ
て
と
し
て
そ
の
シ
リ
ー
ズ
を
出
版
し
た
い
と
願

⑩

っ
て
い
た
の
だ
が

'

こ
の
最
初
の

一
巻
は

A
･
R
･
デ
イ
ヴ
ィ
ス

A
.
R
.
D
avist
ジ

ェ
イ
ム
ス

･
R
･
ハ
イ
タ
ワ
ー
'
劉
若
愚
'
ヘ

ル
ム
ー
ー

･
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム

H
e
Llm
ut
W
ith
e
lm
'
そ
し
て
周
自

身
な
ど
の
よ
う
な
著
名
な
学
者
に
よ
る
'
古
典
詩
に
関
す
る
七
つ
の

論
考
を
収
め
て
い
る
鮎
で
重
要
で
あ
る
｡

周
の

『文
林
』
が
あ
ら
わ
れ
た
二
年
後
に
'
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大

学

に
お
け

る
彼

の
同
僚
､
ウ

ェ
イ

ン

･
シ

ユ
レ

ッ
プ

w

ayne

Schlepp
が

『散
曲
-

そ
の
技
法
と
イ
メ
ー
ジ
』

"S

an･Ch
u,Its

T

e

c
h
m
q

u

e
and
Zm
age
r
y
"

(M
ad
lSOn
,
W
ISCOn
S
ln

U

nlVerSlty
O

f

w

ISC
O

n
S
ln
P
ress.)970)
を
出
版

し
た
｡
こ
の
小

さ
な
本
は
､
散

曲
と
呼

ば
れ
る

歌
を
西
欧
の
讃
者
に
説
明
す
る
た
め
に
書
か
れ
て
い

る
｡
そ
の
様
式
は
初
期
の
モ
ン
ゴ
ル
支
配
の
時
期
に
お
け
る
北
方
中

国
の
民
歌
か
ら
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
本
の
第

一
章
か
ら
第

五
章
の
な
か
で
､
シ

ュ
レ
ッ
プ
は
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
韻
律
､

押
韻
､
母
音
と
子
音
の
型
'
反
復
'
曾
話
の
か
た
ち
を
み
ご
と
に
分

紹

介

析
し
て
い
る
｡
し
か
し
シ
ュ
レ
ッ
プ
が
最
も
す
ぐ
れ
た
思
考
を
示
し

て
い
る
の
は
､
そ
の
序
文
で
あ
る
｡
そ
こ
で
彼
は
中
園
の
詩
型
の
な

か
の
博
続
的
な

l
般
的
直
別
は
ジ
ャ
ン
ル
が
軍
に
ラ
ベ
ル
に
よ
っ
て

決
め
ら
れ
'
そ
の
ラ
ベ
ル
は
生
ま
れ
て
か
ら
長
い
時
間
の
の
ち
に
輿

え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
で
'
無
効
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
｡
シ
ュ

レ
ッ
プ
は
ジ
ャ
ン
ル
は

(第

一
章
か
ら
第
五
章
の
よ
う
に
)
そ
の
詩
的

な
工
夫
の
分
析
を
通
し
て
決
め
ら
れ
歴
史
の
な
か
に
置
か
れ
る
方
が

よ
い
と
考
え
て
い
る
｡
彼
は
文
健
の
レ
ベ
ル
と
い
う
も
の
も
考
慮
し

な
-
て
ほ
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
､
中
国
の
詩
の
そ
れ

ぞ
れ
の
形
は
先
行
す
る
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
直
線
的
に
降
-
て
き
た
も
の

だ

(曲
は
詞
か
ら
'
詞
は
詩
か
ら
)
と
い
う
観
念
を
攻
撃
す
る
｡
た
と

え
ば
'
曲
は
詞
が
エ
リ
ー
ー
た
ち
の
融
合
で
書
か
れ
て
い
た
同
じ
時

代
に
'
大
衆
的
な
か
た
ち
と
し
て
存
在
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
｡

英
語
に
お
い
て
次
の
中
国
文
学
史
が
現
れ
る
時
に
は
シ

ュ
レ
ッ
プ
の

考
え
が
取
-
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
｡

翌
年

(
1
九
七

丁
年
)
に
は
梅

･
高
の
唐
の
律
詩
に
関
す
る
進
行

中
の
仕
事
の
第
二
の
分
冊

｢
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
'
語
法
へ
イ
メ
ー
ジ
｣

"Syn

tax
,

D
iction
a
nd
Jm
a
g
e
r
y
"
(H
I
A

S
3
)
()9
7
t
V
49･
)36
頁
)

- JdJ-
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が
出
さ
れ
た
｡

或
る
意
味
で
､

梅
と
高
の

｢
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
-
-
｣

論
文
は
後
退
で
あ
る
｡
｢杜
甫
の

『秋
興
』
｣
の
な
か
に
お
い
て
'
彼

ら
は
言
語
学
的
な
理
論
を
批
評
の
賛
桟
に
麿
用
し
た
の
だ

っ
た
｡
こ

の

｢
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
-
-
｣
に
お
い
て
は
'
方
法
論
の
賓
桟
に
理
論

的
な
基
礎
を
輿
え
は
じ
め
た
｡
そ
の
論
文
は
杜
甫
の

｢
江
漢
｣
を
序

論
で
謹
む
こ
と
か
ら
始
ま
-

(四
九
-
六
三
頁
o
｢杜
甫
の

『秋
輿
ヒ

の
な
か
で
グ
ラ
ハ
ム
の

｢秋
輿
｣
の
詩
を
用
い
た
よ
う
に
､
グ
ラ
ハ
ム
の
勅

語
を
使
い
な
が
ら
)'
そ
こ
で
彼
ら
の
理
論
の
可
能
性
を
説
明
す
る
こ

と
が
意
園
さ
れ
て
い
る
｡
｢名
詞
と
単
純
な
イ
メ
ー
ジ
｣
(六
三
-
九

四
頁
)､
｢
動
詞
と
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
イ
メ
ー
ジ
｣
(九
五
-

一
二
〇
頁
)'

そ
し
て
最
後
に

｢
陳
述
と
統
合
さ
れ
た
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
｣
(
1
二
〇
-

一
三
五
頁
)
に
至
る
｡
著
者
た
ち
は
最
も
基
本
的
な
レ
ベ
ル
に
お
い

て
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
だ
け
を
扱
う
と
述
べ
て
は
い
る
も
の
の
'
賓
際
に

は
そ
の
論
文
の
最
後
に
は
律
詩
の
典
型
的
な
構
造
を
記
述
し
て
い
る
｡

"te
x
tu
re
"
(統
語
論
的
に
関
係
し
て
い
る
の
で
な
-
'
語
の
そ
の
場
に

お
け
る
相
互
作
用
)
の
よ
う
な
こ
と
ば
を
定
義
し
た
あ
と
へ
'
今
膿
詩

を
事
物
よ
-
も
性
質
に
向
か
う
イ
メ
ー
ジ
を
伴
な

っ
て
'
簡
潔
'
濃

密
'
暖
昧
'
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
は
弱
-
､
テ
ク
ス
チ

ュ
ア
に

お
い
て
は
強
い
も
の
と
し
て
分
類
し
た
｡
彼
ら
は
軍
純
な
イ
メ
ー
ジ
'

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
イ
メ
ー
ジ
'
想
像
的
な
こ
と
ば
'
陳
述
的
な
こ
と

ば
の
多
-
の
例
を
挙
げ
て
い
る
｡
梅
と
高
は
王
維

(七
〇
一
卜
七
六

一
)
の
次
の
句
の
よ
う
に
､
今
膿
詩
の
句
を
い
つ
も
候
件
と
結
果
を

構
成
し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
も
い
る
｡

催
件

結
果

傾
件

結
果

主
催
/
行
動

圭
佳
/
行
動

日
落

江
湖
白
､

潮
来

天
地
青
｡

彼
ら
は
私
が

一
つ
の
か
た
ち
に
合
併
し
ょ
う
と
す
る
規
範
的
な
構

造
を
説
明
す
る
た
め
に
'
い
-
つ
か
園
表
を
提
供
し
て
い
る
｡

第

一
聯

-
第
三
聯

第
四
聯

162

こ
と
ば

想

像
的

平

叙
法

求
心
的
カ

シ
ン
タ
ッ
ク
ス

非
連
積
的

(並
置
)

讃
者
の
反
磨

感
覚
的

(想
像
)

叙
述
的

他
の
法

(願
望
'

疑
問
)

遠
心
的
力

連
積
的

(統
語
論

的
統

一
)

知
的

(理
解
)



空
間
/
時
間

絶
封
的

相
野
的

句
の
主
僅

非
人
格
的

詩
人

梅
と
高
が
例
と
し
て
用
い
た
杜
甫
の

｢江
漢
｣
の
二
つ
の
聯
は
､

パ
ラ
デ
ィ
グ
ム
の
遮
音
性
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
第
二
聯
は

い
う
'

片
雲
天
共
遠
'
永
夜
月
同
孤

グ
ラ
ハ
ム
の
講
で
は
'

あ
の
ひ
と
す
じ
の
雲
ほ
ど
に
遠
い
室
の
も
と
で
'

終
わ
-
の
な
い
夜
の
月
は
も
は
や
孤
濁
で
は
な
い
｡

こ
こ
で
の
こ
と
ば
は
明
ら
か
に
想
像
的
で
あ
る
｡
シ
ン
タ
ッ

ク
ス

は
孤
立
し
て
い
る
1

｢ひ
と
す
じ
の
雲
｣
と

｢杢
｣
の
間
の
関
係

も
'
｢終
わ
-
の
な
い
夜
｣
と

｢分
け
持
つ
｣
(｢同
｣

｡
グ
ラ
ハ
ム
の
諸

で
は

｢孤
｣
と
あ
わ
せ
て

｢も
は
や
1
人
で
は
な
い
｣
に
包
含
さ
れ
て
い

る
)
の
関
係
も
､
完
全
に
明
断
で
は
な
い
｡
そ
の
句
の
意
味
は

｢ひ

と
す
じ
の
雲
は
室
の
よ
う
に
遠
い
｣
と
い
う
こ
と
な
の
か
-

或
い

は

｢室
の
下
で
､
私
は
ひ
と
す
じ
の
雲
と
同
じ
-
ら
い

(家
か
ら
)

逮
-
離
れ
て
い
る
｣
と
い
う
こ
と
な
の
か
-

次
の
句
の
意
味
は
'

｢終
わ
-
の
な
い
夜
が
月
と
孤
猫
を
と
も
に
し
て
い
る
｣
と
い
う
こ

紹

介

と
な
の
か
-

或
い
は

｢終
わ
-
の
な
い
夜
'
月
と
私
が
孤
猫
を
と

も
に
し
て
い
る
｣
こ
と
な
の
か
-

こ
の
聯
の
全
髄
的
な
効
果
､

-

孤
立
と
し
か
る
べ
き
場
所
に
い
な
い
こ
と
-

は
弱
い
統
語
と

そ
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
暖
昧
さ
を
通
し
て
達
成
さ
れ
'
｢片
｣
と

｢孤
｣
'
｢遠
｣
と

｢孤
｣
'
或
い
は

｢月
｣
と

｢遠
｣
の
よ
う
な
語

の
間
の
テ
ク
ス
チ

ュ
ア
の
関
係

(
一
般
的
な
求
心
的
な
謹
み
方
の
一
部

と
し
て
)
に
よ
っ
て
高
め
ら
れ
て
い
る
｡
空
間
も
時
間
も
こ
こ
で
は

絶
射
的
で
あ
-
､
詩
人
は
'
ほ
の
め
か
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
'
不

在
で
あ
る
｡

最
後
の
聯
に
は
い
う
'

古
来
存
老
馬
'
不
必
取
長
途
｡

グ
ラ
ハ
ム
の
講
で
は
'

年
老
い
た
馬
を
飼
っ
て
お
-
場
所
は
い
つ
も
あ
る
｡

も
は
や
長
い
道
に
就
-
こ
と
は
で
き
な
-
て
も
｡

こ
こ
で
は
統
語
が
支
配
し
て
い
る
｡
二
句
の
圭
健
は
老
馬
で
あ
-
'

こ
こ
で
は
詩
人
を
象
徴
し
て
い
る
｡
こ
こ
に
イ
メ
ー
ジ
は
な
い
｡
知

性
に
訴
え
る
力
は
'
管
仲
が
或
る
冬
'
北
方
の
征
戦
か
ら
戻
る
際
に

道
に
迷

っ
た

(｢突
通
｣)
と
い
う
話

(『韓
非
子
』
の

｢説
林
｣
の
章
に

- 163-
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記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
が
'
梅
･
高
は
引
い
て
い
な
い
)
を
引
用
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
強
め
ら
れ
る
｡
管
仲
は
老
馬
を
放
し
'
そ
の
あ
と
に

つ
い
て
い
っ
て
'
道
を
見
つ
け
た

(｢得
道
｣)
の
で
あ
る
｡
老
馬
は

こ
こ
で
は
杜
甫
を
あ
ら
わ
し
､
詩
人
は
彼
自
身
の
よ
う
な
お
い
ぼ
れ

馬
で
す
ら
唐
の
治
世
を
助
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
論
じ
'
最
後

の
句
が
指
し
て
い
る
の
は
'
馬
の
力
不
足

(グ
ラ
ハ
ム
の

｢も
は
や

-
-
で
き
な
い
｣)
で
な
く
'
馬
が
長
い
道
を
避
け
る
こ
と
の
で
き
る

老
練
さ
で
あ
る
｡
老
い
た
馬
は
北
方
へ
の
長
い
遠
征
の
の
ち
に
'
唐

王
朝

(と
そ
の
君
主
)
が

｢得
道
｣
-

適
切
な
道
を
見
つ
け
る
の

を
助
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

梅

･
高
は
最
後
の
聯
も
始
め
の
三
つ
の
聯
の
想
像
的
な

｢世
界
｣

を
末
二
旬
に
主
張
さ
れ
て
い
る

｢自
我
｣
に
結
び
つ
け
て
い
る
こ
と

を

(劉
若
愚
の
術
語
に
同
意
し
な
が
ら
)
述
べ
て
そ
の
研
究
を
閉
じ
て

い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
彼
ら
は
こ
の
詩
の
も
う

一
つ
の
陳
述
的
な
部

分
を
無
視
し
て
い
る
｡
そ
れ
は

｢江
漢
｣
と
い
う
話
題
で
あ
-
'
そ

れ
は
最
後
の
聯
の
陳
述
的
な
枠
を
基
づ
か
せ
'
抽
象
的
な
イ
メ
ー
ジ
'

真
ん
中
の
聯
の
明
ら
か
な
客
健
'
そ
し
て
そ
れ
を
取
-
巻
-

(詩
題

と
最
後
の
聯
で
)
圭
健
的
な
言
明
の
間
の
結
び
つ
き
を
強
め
る
可
能

性
を
提
供
し
て
い
る
｡
著
者
た
ち
は
ま
た
今
健
詩
に
お
い
て
明
言
的

な
動
詞
が
稀
で
あ
る
の
は
'
｢隠
聡
は
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
だ
が
､

直
喉
は
め
っ
た
に
な
い
｣
(
1
〇
三
頁
)
こ
と
の
理
由
で
あ
る
と
論
じ

て
い
る
｡
今
髄
詩
が
晩
唐
に
お
い
て
は
規
範
と
な
っ
た
た
め
に
､
こ

の
主
張
は
唐
詩
の
イ
メ
ー
ジ
は
盛
唐
以
後
へ
い
っ
そ
う
複
雑
に
な
っ

た
と
い
う
A
･

C
･グ
ラ
ハ
ム
の
意
見

(上
述
の

『晩
唐
詩
』
の
議
論

を
参
照
)
に
明
ら
か
に
連
な
っ
て
い
る
｡
こ
の
豊
か
な
研
究
は
'
有

益
な
新
し
い
術
語
を
提
供
し
た
｡
さ
ら
に
'
そ
れ
が
賓
践
批
評
に
封

す
る
理
論
的
な
基
礎
を
意
圏
し
て
い
る
た
め
に
'
梅

･
高
の
今
膿
詩

の
規
範
的
構
造
は
唐
詩
の
翻
詩
を
計
る
標
準
と
し
て
有
益
で
あ
る
べ

き
だ
｡
二
人
の
最
初
の
論
文
の
よ
う
に
'
こ
の
論
文
も
ア
メ
リ
カ
に

お
け
る
唐
詩
研
究
者
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
に
受
け
入
れ
ら
れ
'
謹
ま

れ
た
の
で
あ
る
｡

同
様
に
強
い
影
響
を
輿
え
た
の
は
'
梅

･
高
の

｢
シ
ン
タ
ッ
ク
ス

-
-
｣
と
同
じ
鋸
の
H

l
.
A

S
(3
)
()9
7
))
5･
2

7
)
に
載

っ
た

ジ
ェ
ー
ム
ズ

･
R
･
ハ
イ
タ
ワ
ー
の

｢陶
滑
の
詩
に
お
け
る
引
用
｣

で
あ
る
｡
こ
の
論
文
の
な
か
で
ハ
イ
タ
ワ
ー
は
'
｢引
用
を
構
成
し

て
い
る
の
は
何
か
｣
と
い
う
'
基
本
的
で
は
あ
る
が
'
重
要
な
問
い

- IbJ-



を
投
げ
か
け
て
い
る

(五
頁
)｡
彼
は
過
度
に
意
識
的
な
解
稗
'

つ

ま
-
あ
ら
ゆ
る
句
の
背
後
に
引
用
を
謹
み
と
る

｢知
識
の
あ
り
す
ぎ

る
讃
者
｣
に
射
し
て
警
告
を
馨
し
て
い
る
｡
そ
し
て
陶
潜
の
全
部
の

詩
を
注
意
深
-
謹
ん
だ
あ
と
で
'
七
つ
の
タ
イ
プ
の
引
用
を
抽
出
す

る
｡
(
一
)
典
故
が
詩
の
主
題
で
あ
-
'
典
故
を
知
ら
な
い
と
詩
が

理
解
で
き
な
い
も
の
｡
(
二
)
典
故
が

一
つ
の
句
を
理
解
す
る
た
め

の
鍵
と
な
る
も
の
｡
(

≡
)

一
句
の
意
味
は
理
解
で
き
る
が
'
文
版

の
な
か
で
は
理
解
で
き
ず
'
典
故
が
理
解
で
き
て
は
じ
め
て
そ
の
句

が
文
脈
に
適
合
す
る
も
の
｡
(四
)

一
句
の
意
味
は
理
解
で
き
る
が
'

典
故
が
分
か
る
と
そ
の
句
の
本
来
の
意
味
が
強
化
さ
れ
る
も
の
｡

(
五
)

一
句
の
な
か
で
用
い
ら
れ
た
表
現
が
詩
人
が
よ
-
知
っ
て
い

る
に
ち
が
い
な
い
他
の
本
の
な
か
に
も
見
ら
れ
る
が
t
L
か
し
そ
の

句
や
詩
を
謹
む
う
え
で
役
に
は
立
た
な
い
も
の
｡
(六
)
古
典
の
な

か
か
ら
よ
-
知
ら
れ
た
意
味
で
用
い
ら
れ
る
語
｡
(七
)
印
刷
さ
れ

る
と
思
い
が
け
な
い
'
紛
ら
わ
し
い
類
似
が
生
ま
れ
る
も
の
｡
(六

-
七
頁
)
賓
際
の
と
こ
ろ
'
あ
と
の
三
つ
の
種
類
は

｢典
故
｣
で
は

な
い
よ
う
に
見
え
る
｡
梅

･
高
は
の
ち
に
第

一
の
タ
イ
プ
を

｢全
腰

的
な
典
故
｣
'
第
二
の
タ
イ
プ
を

｢部
分
的
な
典
故
｣
と
言
い
換
え

刀
口

/I

轟

イ
ノ

て
い
る

(以
下
に
述
べ
る

｢意
味
'
メ
タ
フ
ァ
ー
'
典
故
｣
の
な
か
の
論

を
参
照
)｡
私
は
第
三
の
タ
イ
プ
は

｢保
留
さ
れ
た
典
故
｣
'
第
四
の

タ
イ
プ
は

｢調
和
的
な
典
故
｣
と
そ
れ
ぞ
れ
名
付
け
た
ら
い
い
と
思

う
｡
こ
の
論
文
は
'
『唐
代
の
展
望
』
(後
述
)
の
な
か
の
デ
イ
ヴ
ィ

ッ
ド

ニ
フ
テ
ィ
モ
ア
の
論
文
と
梅

･
高
の

一
九
七
八
年
の
論
文
と
と

も
に
､
古
典
詩
に
お
け
る
典
故
を
い
か
に
扱
う
か
と
い
う
方
法
論
の

基
礎
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
｡

討
論
を
ま
と
め
た
論
文
集
'
『唐
代
の
展
望
』
"
P

ersp
ectiv
e

son

t
h
e

T

'an
g"

(
N

e

w
Zh

v

en
and
L
o
nd
o
n

Y

a
le

U
n
lV
e
r
S
l

ty
P

r
e
s
s
,

)

97
3
)
は

'
ア
ー
サ
ー
･
F
･
ラ
イ
ー

A
rthur
F
.
W
righ
t
と

デ

ニ

ス

･
ト
ゥ
イ

ッ
チ
ー

D
eni
sT
w
itcF
e
tt
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
'

一

九
七
〇
年
代
初
期
に
お
け
る
唐
代
研
究
の
'
最
も
す
ぐ
れ
た
'
輝
か

し
い
学
者
た
ち
の
仕
事
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
な
か
で
三
篇

が
唐
詩
を
扱

っ
て
い
る
｡
(
一
)

ハ
ン
ス

･
H
･
フ
ラ
ン
ケ
ル

H
an
s
H

F
ran
k
e
-
は

｢唐
詩
に
お
け
る
過
去
の
熟
視
｣
(三
四
五
-

三
六
五
頁
)
の
な
か
で
､
高
い
場
所
に
登
る
こ
と
と
過
去
を
振
-
近

る
こ
と
と
が
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
掘
-
起
こ
し
た
｡
彼
は
こ
の

｢ー
ボ
ス
｣
の
な
か
に
五
つ
の
要
素
を
認
め
て
い
る
｡

一
､
高
い
場
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所
に
登
る
こ
と
｡
二
㌧
遠
-
を
眺
め
て
過
去
を
知
覚
す
る
こ
と
｡
三
､

人
間
の
無
常
と
山
川
の
永
遠
と
の
封
比
｡
四
､
歴
史
的
人
物
や
遺
跡

の
引
暁
｡
五
､
涙
｡
そ
し
て
彼
は
ー
ボ
ス
が
い
か
に
働
い
て
い
る
か

を
陳
子
昂

(六
六

1
-
七
〇
二
)
と
杜
甫
の
二
つ
の
連
作
詩
の
勧
請

の
な
か
で
説
明
し
て
い
る
｡

エ
リ
ン
グ

･
〇
･
エ
イ
ド

E
ltln
g
0
E
td
e
の

｢李
白
に
つ
い

て
｣
(三
六
七
-
四
〇
三
頁
)
は
'
李
白
の
撃
の
欠
如
を

(と
-
わ
け
同

時
代
人
'
杜
甫
と
比
較
し
な
が
ら
)
指
摘
す
る
｡
李
白
の

｢自
然
な
詩
｣

は
注
意
深
-
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
-
､
｢夢
遊
天
姥
別
東
魯
諸
公
｣
､

｢慮
山
諸
寄
慮
侍
御
虚
舟
｣
､
｢天
馬
歌
｣
､
｢封
酒
｣
の
四
首
の
詩
の

翻
講
の
な
か
に
彼
自
身
の
-
ル
コ
語
と
ト
ル
コ
の
文
化
の
知
識
を
織

-
込
ん
で
い
る
｡
エ
イ
ド
は
ま
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ

ハ
イ
タ
ワ
ー
と
同

様
'
典
故
の
存
在
を
ど
の
よ
う
に
決
め
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
心
を

も
っ
て
い
る
｡
｢
(李
白
の
)
詩
の
な
か
に
'
も

っ
と
よ
い
こ
と
ば
が

な
い
が
'
〟き
っ
か
け
″
と
呼
べ
る
も
の
-

そ
れ
に
気
付
き
､
〟作

動
〟

さ
れ
た
時
に
は
'

新
し
い
レ
ベ
ル
の
意
味
と
'
詩
の
ど
こ
か
ほ

か
の

場
所
に
陰
さ
れ
て
い
る
典
故
を
話
者
に
注
意
さ
せ
る

一
連
の
結

び
つ
き
を
始
動
さ
せ
る
'
語
呂
合
わ
せ
､
少
し
妙
な
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
'

漁
期
し
な
い
語
-

を
見
つ
け
る
時
が
あ
る
｣
と
彼
は
考
え
て
い
る
.

術
語
の
ほ
か
に
､
エ
イ
ド
の
細
か
い
学
識
は
'
こ
の
論
文
を
唐
詩
を

き
め
細
か
-
謹
む
た
め
の
モ
デ
ル
に
高
め
た
の
だ
っ
た
｡

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド

･
tフ
テ
ィ
モ
ア
D
a
v
id
L
a
ttlm
O
re
の

｢唐
詩

の
典
故
｣
(四
〇
五
-
四
三
九
頁
)
は
､
『展
望
』
の
な
か
か
ら
取
-
上

げ
る
べ
き
三
番
目
の
'
そ
し
て
最
後
の
も
の
で
あ
る
｡
主
と
し
て
西

欧
の
讃
者
に
向
け
ら
れ
て
い
る
た
め
に
'
唐
詩
の
な
か
で
は

｢典
故

の
存
在
そ
の
も
の
が
我
々
に
は
わ
か
ら
な
い
｣
(四
〇
五
頁
)
と
い
う
'

劉
若
愚
や
梅

･
高
と
は
矛
盾
す
る
馨
言
が
み
え
る
｡

l
方
で
'
ラ
テ

ィ
モ
ア
は

｢
一
連
の
典
故
｣
が
詩
人
の

｢意
味
の
主
な
筋
道
｣
(四

〇
六
頁
)
を
示
す
の
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
も
考
え
て
い
る
｡

ラ
テ
ィ
モ
ア
は
典
故
に
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
と
認
め
て
い
る
｡

(
一
)
同
時
代
の
事
件
や
人
や
状
況
を
そ
れ
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
人
'

場
所
'
物
を
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
暗
示
す
る
'
時
局
的
な
典
故
｡

(た
と
え
ば
'
ク
リ
ン
-
ン
大
統
領
の
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
好
き
が
あ
ま
-
に

有
名
な
た
め
に
､
｢
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
の
お
客
｣
と
言
う
こ

と
が
彼
の
名
前
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
よ
う
に
)

(
二
)
別
の
テ
キ
ス
ー

の

(し
ば
し
ば
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
)
句
や
語
を
そ
っ
と
ほ
の
め
か
す
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テ
ク
ス
ト
上
で
の
典
故
｡
ラ
テ
ィ
モ
ア
は
時
局
的
な
典
故
は
し
ば
し

ば
共
時
的
に
機
能
し
'
ほ
ん
の
短
い
期
間
だ
け
効
果
を
保
つ

(｢
マ

ク
ド
ナ
ル
ド
の
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
の
お
客
｣
の
よ
う
に
､
将
来
の
世
代
の
讃
者

に
と
っ
て
は
き
っ
と
理
解
さ
れ
な
-
な
る
で
あ
ろ
う
典
故
)
が
､

一
方
､

テ
ク
ス
ト
上
の
典
故
は
強
-
適
時
的
に
作
用
す
る
と
述
べ
て
い
る
｡

テ
ク
ス
ト
上
の
典
故
が
効
果
を
も
つ
た
め
に
は
､
唐
詩
の
讃
者
が
享

受
で
き
る
の
と
同
じ
よ
う
に
'
讃
者
が
み
な
特
定
の
資
料
の
絶
膿
を

よ
-
知
っ
て
い
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
｡
ラ
テ
ィ
モ
ア
は
そ
こ
で
李

履

(七
二
五
在
世
)
の

｢琴
歌
｣
に
お
け
る
典
故
を
例
に
引
い
て
説

明
し
て
い
る
｡
上
に
述
べ
た

『展
望
』
の
二
篇
の
論
文
に
お
け
る
よ

う
に
'
ラ
テ
ィ
モ
ア
の
典
故
の
研
究
は
'
典
故
と
い
う
こ
の
複
雑
な

問
題
に
つ
い
て
考
え
方
を
よ
-
深
め
た
鮎
で
重
要
で
あ
る
が
'
同
時

に
ま
た
新
し
い
術
語
を
提
供
し
て
'
そ
れ
に
よ
っ
て
批
評
の
賓
践
に

役
立
て
て
も
い
る
の
で
あ
る
｡

一
九
七
四
年
に
王
端
厳
の

『鈴
と
太
鼓
-

口
承
博
続
に
お
け
る

規
範
的
な
詩
と
し
て
の

『詩
経
』
』

T
heB
ell
a
n
d
the
D
ru
m
,
S
hih

Ch
in
g

a
s
F
o
rm
u
la
ic
P
oetry
in
a
n

O

ra
l
T
rad
itio
n

"
(

B

erkeley,

L
o
s

A
n
g
e
l
e
s

a
n

d
L
o

nd
on
U
nlV
erSltyO
f

C

a

llf
ornla,
)974
)
は

､

紹

介

『詩
経
』
を
寓
意
化
す
る
こ
れ
ま
で
の
試
み
は
'
テ
キ
ス
ト
を
ゆ
が

め
て
し
ま
い
､
歌
と
音
楽
と
の
関
係
を
再
構
成
す
る
こ
と
の
み
が
'

詩
の

｢異
の
美
｣
を
明
ら
か
に
で
き
る

(
一
-
三
頁
)
と
論
じ
て
'

中
国
撃
の
世
界
に
衝
撃
を
輿
え
た
｡
ミ
ル
マ
ン
･
バ
リ
ー
､
ア
ル

バ
ー
ト

･
B
･
ロ
ー
ド
の
ホ
メ
ロ
ス
研
究
に
依
接
し
て
'
王
は
こ
の

古
典
的
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
収
め
ら
れ
た
三
百
あ
ま
-
の
詩
の
な
か
か

ら
多
-
の

｢
ふ
つ
う

の
句
｣
を
引
き
出
し
'
そ
れ
を

｢走
句
｣

(fo
rm
u
lae)
と
呼
ぶ
が
'
｢走
句
｣
と
は

｢似
た
よ
う
な
韻
律
的
候

件
の
も
と
で
､

〓
疋
の
本
質
的
な
考
え
を
表
現
す
る
た
め
に
繰
-
返

さ
れ
る
'
は
っ
き
-
し
た
意
味
の
単
位
を
形
作
る
三
語
以
上
の
グ

ル
ー
プ
｣
(四
三
頁
)
の
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
走
句
は
'
詩
人
の

記
憶
装
置
の
部
分
と
し
て
'
特
別
な
モ
チ
ー
フ
に
よ
っ
て
呼
び
出
さ

れ
る

(六
三
頁
)｡
か
-
し
て
毛
詩
♯

-○-
｢南
山
｣
に
お
い
て
'
王

は
よ
る
べ
の
な
い
女
性
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
ほ
と
ん
ど
濁
占
的
に
定

句
的
な
テ
キ
ス
ー
を
い
か
に
引
き
出
す
か
を
説
明
し
て
い
る

(六
七

頁
以
下
)｡
『詩
経
』
は
技
法
に
お
い
て
古
典
ギ
リ
シ
ャ
や
古
英
詩
に

匹
敵
す
る
ほ
ど
に
､
鮮
明
な
性
格
と
テ
ー
マ
ご
と
の
走
句
的
な
構
成

の
豊
か
な
痕
跡
を
も

っ
て
い
る

(
一
二
八
頁
)
と
王
は
結
論
づ
け
て
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い
る
｡
王
の
研
究
は
シ
ノ
ロ
ジ
ス
ト
や
､
バ
リ
ー

･
ロ
ー
ド
の
門
弟

か
ら
す
ら
反
論
さ
れ
た

(た
と
え
ば
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
･
E
･
ビ
ナ
ム
の

｢鈴
､

太
鼓
'
ミ
ル
マ
ン
･
バ
リ
ー
と
タ
イ
ム
マ
シ
ン
｣
へ『中
国
文
筆
‥
エ
ッ
セ
イ
､

論
文
'
書
評
』
1

二

l
九
七
九
年
丁
二
月
'
二
四
7
-
二
五
三
頁
)
を

参
照
)
が
'
し
か
し
王
の
理
論
に
野
す
る
完
全
な
許
債
は
今
後
の
研

究
を
得
た
ね
ば
な
ら
な
い
｡

ア
メ
リ
カ
入
学
者
に
よ
る
中
国
古
典
詩
の

一
般
的
な
論
文
と
し
て

重
要
な
も
の
は
､
英
国
の
学
者
と
バ
ー
ク
レ
ー
の
教
授
'
シ
リ
ル
･

バ
ー
チ
C
y
ri-
B
irch
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た

『中
国
文
学
諸
ジ
ャ

ン

ル

の

研

究
』

"S
t
u
d
i
e
s

i
n

C
h

i
n

e
s
e

L
i
t
e
r
a
r
y

Ge
n
r
e
s

(
B

erkeley
,L
o
s
A

m
geles
and
L
o
n
d
o
n
U

nlV
erSlty
O
f

C
a
tl

fo
rn
la

p
ress,)974)
に

い
-
つ
か
収
め
ら
れ

て
い
る
｡
陳

世
騒

(
T
九

一

二
-

一九
七
一
)
の
遺
作

｢『詩
経
』
-

中
国
文
学
史
と
詩
に
お
け

る
そ
の
包
括
的
な
意
味
｣
(八
-
四
一
頁
)
は
､
古
典
詩
に
お
け
る

｢興
｣
を
英
語
で
贋
-
分
析
し
た
最
初
の
も
の
で
あ
る
｡
陳
は

｢興
｣
の
要
素
は
ー

彼
は

｢輿
｣
を

｢
モ
チ
ー
フ
｣
と
諾
し
て
い

る
I

｢歌
全
憶
の
気
分
や
雰
囲
気
｣
に
よ
っ
て
讃
者
に
即
座
に
訴

え
か
け
る

｢新
鮮
な
世
界
｣
か
ら
受
け
裾
が
れ
た

｢大
小
の
自
然
物

を
呼
び
起
こ
す
こ
と
ば
｣
と
述
べ
る

(三
二
-
三
三
頁
)｡
デ
イ
ヴ
ィ

ド

･
ホ
ー
ク
ス
の

｢女
神
の
探
求
｣
(四
二
-
六
八
頁
)
は
賊
の
二
つ

の
大
き
な
タ
イ
プ
-

悪
逆
な
支
配
者
や
残
酷
な
運
命
に
封
す
る
著

者
の
悲
し
み
や
不
満
を
述
べ
る
trlStia
と
'
元
々
は
呪
術
者
の
も

の
で
あ
る
'
想
像
的
な
天
界
遊
行
を
述
べ
る
ittn
eraria～

の
濁

創
的
で
影
響
力
の
強
い
叙
述
を
含
ん
で
い
る
｡
ハ
ン
ス
･
F
･
フ
ラ

ン
ケ
ル
の

｢楽
府
詩
｣
(六
九
-

一
〇
七
頁
)
は
､
唐
代
の
新
築
府
は

除
い
て
､
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
起
源
か
ら
探
っ
て
い
る
｡
フ
ラ
ン
ケ
ル

は
こ
の
包
括
的
な
術
語
の
俸
枕
的
な
分
類
を
論
じ
'
そ
れ
か
ら
侍
統

的
に
楽
府
と
呼
ば
れ
る
詩
を
五
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
る

(大
量
の
例

と
と
も
に
)
彼
自
身
の
分
類
を
提
示
し
て
い
る
｡
(
一
)
漠
代
の
儀
式

の
賛
歌
｡
(
二
)
漢
王
朝
の
音
禦
櫓
昔
官
廉
に
よ
っ
て
選
ば
れ
て
音

楽
を
付
け
ら
れ
た
'
作
者
の
わ
か
る
作
品
｡
(≡
)
漠
代
の
作
者
不

明
の
歌
｡
(
四
)
六
朝
の
賛
歌
と

1
股
の
歌
｡
(五
)
文
学
者
に
よ
っ

⑬

て
書
か
れ
た
詩

｡

フ
ラ
ン
ケ
ル
は
五
番
目
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が

｢
一
方

で
は
作
者
不
明
の
禦
府
か
ら
直
別
さ
れ
､
他
方
で
は
ふ
つ
う
の
詩
か

ら
直
別
さ
れ
る
'
孤
立
し
た
聾
術
様
式
｣
に
な
る
と
結
論
し
て
い
る

(
一
〇
四
頁
)｡
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言
及
す
べ
き
最
後
の
論
文
は
'
劉
若
愚
の

｢
詞
の
文
学
的
性
格
｣

(
一
三
三
-

一
五
三
頁
)
で
あ
る
｡
北
宋
の
詞
に
関
す
る
彼
の
本

(後

逮
)
に
い
ろ
い
ろ
な
鮎
で
似
て
は
い
る
が
'
こ
の
論
文
は
詞
人
の
タ

イ
プ
と
文
筆
の
様
式
の
問
題
を
述
べ
て
い
る
の
が
濁
自
な
と
こ
ろ
で

あ
る
｡
劉
は
詞
人
を
四
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
し
て
い
る
｡
(
一
)
限

ら
れ
た
範
囲
の
テ
ー
マ
'
気
分
の
た
め
に
詞
を
文
学
様
式
と
し
て
用

い
'
自
分
の
作
っ
た
歌
を
唱
わ
せ
て
'
聞
き
手
の
効
果
に
注
意
を
掃

う
人
々

(圭
と
し
て
唐
､
五
代
'
宋
初
期
の
詩
人
)｡
(
二
)
詞
を
単
に

も
う

一
つ
の
詩
の
形
式
と
み
な
す
人
々

(蘇
拭

八
一
〇
三
七
-

一
一
〇

一
Vt
辛
棄
疾

八
二

四
〇
-

一
二
〇
七
))0
(≡
)
詞
を
主
と
し
て
歌

の
形
式
と
み
な
し
'
音
楽
的
な
効
果
に
専
念
す
る
人
々

(周
邦
彦

(
一
〇
五
六
-

一
二
一
こ
)0
(
四
)
宋
詞
の
模
倣
者

(清
の
詞
人
)｡

彼
は
口
語
的
'
優
雅
'
ブ
キ
ッ
シ
ュ
と
い
う
三
つ
の
か
た
ち
が
優
勢

で
あ
る
と
み
な
し
'
そ
れ
が

一
人
の
詩
人
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
う
る

と
注
意
し
て
い
る
｡

劉
若
愚
の

『北
宋

(九
六
〇
-
二

二
六
)
の
大
詞
人
』
"M
ajor

L
yr
ic
is
ts

of
th
e

N
o
rth
ern
S
on
g
,
A
.
D
1
9

60･
]
]
2
6

"
(
P

r

in
c
eton

p
rinceton
U
nlVerSity
P
ress,19
7
4
)
は
'

こ
の
論
文
で
提
起
さ
れ

紹

介

た
多
-
の
考
え
を
裾
績
L
t
英
語
に
お
け
る
詞
に
関
す
る
最
初
の
学

術
書
と
な
っ
て
い
る
｡
劉
は
文
学
史
を
書
い
て
い
る
の
で
な
い
と
言

う
が
'
彼
が
あ
ま
-
に
頻
繁
に
否
定
す
る
こ
と
は
､
前
期
後
期
の
詞

の
歴
史
を
書
い
て
い
る
同
じ
出
版
社
に
よ
る
緯
-
本
と
と
も
に
'
彼

の
仕
事
は
詞
の
馨
展
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
描
-
こ
と
を
意
圏
し
て
い

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
劉
は
彼
が
北
末
を
扱
う
の
は
'
詞
が

｢完

全
な
成
熟
に
達
し
'
重
大
な
詩
の
ジ
ャ
ン
ル
に
な
っ
た
｣
時
代
で
あ

る
か
ら
だ
と
述
べ
て
い
る
｡
(五
頁
)
彼
が
選
ん
だ
六
人
の
詩
人
は
'

｢時
代
を
代
表
し
｣
'
こ
の
時
代
の
詞
に
認
め
ら
れ
る
四
つ
の

｢世

界
｣
を
典
型
的
に
示
す
と
論
じ
る
｡
そ
の
四
つ
と
は
'
(章
の
名
前
か

ら
引
け
ば
)
(
一
)
｢感
情
と
感
覚
｣
(婁
殊

(九
九
一
-

一
〇
五
三
)
と

欧
陽
修

八
一
〇
〇
七
-

一
〇
七
二
))
(
二
)
｢感
情
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
｣

(柳
永

(九
八
七
-
一
〇
五
三
)
と
秦
艶

二

〇
四
九
-

二

〇
〇
))'

(
≡
)
｢知
性
と
ウ
ィ
ッ
ト
｣
(蘇
拭
)'
(
四
)
｢微
妙
さ
と
洗
練
｣

(周
邦
彦
)｡
｢
エ
ピ
ロ
ー
グ
｣
の
な
か
で
'
劉
は
こ
の
時
代
に
お
け

る
詞
の
馨
展
に
お
い
て
こ
れ
ら
作
者
た
ち
の
二
十
八
首
の
詞
を
丁
寧

に
謹
み
'
他
の
詩
人
や
そ
の
作
品
に
つ
い
て
も
短
い
論
述
を
し
て
い

る
｡
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次
の
重
要
な
研
究
も
や
は
-
劉
若
愚
に
よ
る
こ
と
か
ら
､
彼
が

一

九
六
二
年
か
ら

T
九
七
四
年
に
至
る
時
期
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
中

国
古
典
詩
の
領
域
で
大
き
な
存
在
'
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か

に
な
る
｡
劉
若
愚
の
短
い
考
察
'
｢西
洋
に
お
け
る
中
囲
文
学
研
究

-

最
近
の
尊
展
へ
現
在
の
傾
向
'
将
来
の
展
望
｣
(H
.1
A

S
.35

()975)〉2
T

3
0

頁
)
と
い
う
劉
若
愚
の
目
を
通
し
て
こ
の
時
代
に

接
近
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
｡
劉
の
概
観
は
中
国
古
典
諸
研
究
に
つ

い
て
我
々
が
見
て
き
た
上
に
加
え
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
'

一

つ
の
時
代
の
終
わ
-
を
鮪
め
-
-
る
助
け
に
は
な
る
｡
彼
は
こ
う
書

い
て
い
る

(二
一
頁
)'
｢今
日
'
中
囲
文
学
研
究
を
全
膿
的
に
概
観

す
る
こ
と
は
'

一
本
の
論
文
の
ス
ペ
ー
ス
で
は
ま
ず
不
可
能
で
あ

る
｣
と
書
き
'

一
九
六
二
年
に
こ
の
領
域
で
出
版
さ
れ
た
十
五
冊
の

本
'

一
九
七

一
年
の
五
〇
筋
の
本
の
文
献
リ
ス
-
を
付
け
て
い
る
｡

A
･

C
･グ
ラ
ハ
ム
の

『晩
唐
の
詩
人
た
ち
』
を

｢贋
-
知
ら
れ
た

翻
諾
｣
と
言
っ
て
い
る
こ
と

(二
四
頁
)､
梅

･
高
の

｢杜
甫
の
秋
興

詩
｣
と

｢唐
詩
に
お
け
る
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
'
語
法
､
イ
メ
ー
ジ
｣
に

つ
い
て

｢
こ
と
ば
の
分
析
を
強
調
し
た
研
究
の
-
-
有
名
な
例
｣
と

言
っ
て
い
る
こ
と

(二
七
頁
)
は
'
こ
れ
ら
の
研
究
に
劉
が
影
響
を

輿
え
た
と
先
に
推
測
し
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
｡
劉
の
概
観
は
'

青
際
'
自
分
と
自
分
の
畢
生
た
ち
が
利
行
し
た
も
の
と
に
よ
っ
て
占

め
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
よ
う
に
し
て
'
こ
の
概
観
は
中
国
古
典
詩
の

最
高
の

｢母
国
語
の
讃
者
｣
と
そ
の
門
弟
た
ち
の
学
風
を
反
映
し
て

い
る
｡

も
し
劉
若
愚
が
概
観
を
書
-
の
が

一
年
遅
れ
て
'
『ひ
ま
わ
-
の

輝
き
-

三
千
年

の
中
囲
詩
』

"Su
nf

l

o
w

er
Sple7u
b

r,
Th
r
e
e

T

h
o

u
s
and
Y
ea
r
s
of

C
h
in
ese
P
o
etry
"

(柳
無
忌

･羅
郁
正
編
､

(G
a
rd
en
C
ity
,N
ew
Y

ork･

A
nc
h
o
r

B
oo
k
s,
)9
75
))
と
題
さ
れ
た

ア
ン
ソ
ロ
ジ

ー
が
出

た
後
だ
っ
た

と

し
た
ら
'
彼
は
自
分
自
身
の
方

向
を
襲
え
な
-
て
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
｡
劉
若
愚
は
長
年

自
分
が

｢
母
国
語
の
話
者
｣
で
あ
る
こ
と
の
優
位
を
論
じ
て
き
た
の

に
野
し
て
'
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
の
二
人
の
教
授
'
柳
無
忌
と
羅
郁

正
は
二
十
人
以
上
の

｢何
年
も
こ
と
ば
の
訓
練
を
大
学
院
で
受
け
て

き
た
若
い
研
究
者
た
ち
｣
を
含
む
'
多
数
の
新
た
な
勧
請
者
を
巻
き

込
も
う
と
企
て
た
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
へ
こ
の
活
動
の
中
心
は
'
そ

れ
ま
で
こ
の
領
域
を
支
配
し
て
き
た
沿
岸
地
帯
の
研
究
施
設
か
ら
蓮

か
離
れ
た
'
ア
メ
リ
カ
中
西
部

(イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
)
で
あ
っ
た
｡
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ダ
ニ
エ
ル

･
ブ
ラ
イ
ア
ン
ト

D
a
n
ie
l
B
ry
a
n
t'
ジ

ョ
ナ
サ
ン

･
シ

ュ
ー
ヴ
ズ

10
n
a
th
a
n
C
h
av
e
s
t
ロ
ア

･
フ
ゼ

ッ
ク

L
o
is
F

u
sek
､

チ

ャ
ー
ル
ズ

･
ハ
ー
ト

マ
ン

C
harles
H
a
tm
a
n
'
ポ
ー
ル

･
ク

ロ
ー
ル

P
a
u
l
K
rolt'
リ
チ
ャ
ー
ド
･
リ
ン

R
ICh
ard
L
y
n
n
､
ウ

ィ
リ
ア
ム

･
ニ
ー
ハ
ウ
ザ
I
W
illiam
N
ienh
au
se
r､
ス
テ
ィ
ー

ブ
ン

･
オ
ウ
ウ

エ
ン

StF
e
p
h
e
n
O
w
e
n
､
ジ

ョ
フ
リ
ー
･
ウ
ォ
ー

タ
ー
ズ

Geoffrey
W
a
te
rs
t
ロ
ビ
ン

･
イ

エ
イ
ツ
R
ob
in
Y
a
tes

を
含
む
こ

れ
ら
の

｢若
い
研
究
者
た
ち
｣
は
､
い
ず
れ
も
そ
の
時
鮎

で
は
出
版
し
た
本
は
ほ
と
ん
ど
な
-
'
そ
の
の
ち
に
こ
の
領
域
で
名

を
成
し
た
の
で
あ
る

(付
載
す
る
文
献
目
録
が
示
す
よ
う
に
)｡
翻
講
に

際
し
て
様
々
な
文
鰹
を
提
示
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
'
執
筆
者
た
ち

は
自
分
自
身
の
好
み
や
文
鰭
に
合

っ
た
作
者
を
選
ぶ
よ
う
に
鼓
舞
さ

れ
た
｡
翻
課
し
た
詩
ご
と
に
'
ア
ジ
ア
基
金
に
よ
る
研
究
費
か
ら
原

稿
料
が
支
排
わ
れ
た
｡
こ
れ
は

『
ひ
ま
わ
-
の
輝
き
』
に
お
け
る
詩

の
選
び
方
が
'
少
な
く
と
も
中
囲
詩
を
学
ぶ
ア
メ
リ
カ
の
畢
生
に
と

っ
て
､
従
来
の
俸
統
詩
の
集
積
､
｢
母
国
語
の
讃
者
｣
に
と

っ
て
の

従
来
の
集
積
の
か
た
ち
を
襲
え
る
こ
と
に
な

っ
た
｡
し
か
し
こ
れ
以

上
に
'
『
ひ
ま
わ
-
の
輝
き
』
と

一
九
七
五
年
は
結
果
と
し
て
ア
メ

紹

介

リ
カ
に
お
け
る
中
国
古
典
詩
の
研
究
に
新
し
い
時
代
を
開
-
も
の
と

な

っ
た
｡

一
つ
は
'
多
-
が
そ
の
前
の
十
年
の
中
囲
人
大
学
者
か
ら

教
え
を
受
け
て
い
る

｢若
い
研
究
者
｣
'
非
母
国
語
の
讃
者
が
優
勢

を
占
め
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
で
'
彼
ら
は
俸
続
的
な
大
詩
人
に
つ

い
て
の
探
求
を
贋
げ
碑
け
る
と
と
も
に
'
手
を
贋
げ
て
貫
雲
石

(
一

二
八
六
-

三

三

四
)､
皮
目
休

(八
三
三
?
-
八
八
三
?
)'
明
清
の
詩

人
を
掘
-
起
こ
し
て
い
っ
た
｡

こ
の

｢新
時
代
｣
に
出
版
さ
れ
た
最
初
の
重
要
な
書
物
は
'
俸
統

詩
の
非
母
囲
語
頭
者
と
し
て
最
も
名
高
い

一
人
､
ハ
ン
ス

･
フ
ラ
ン

ケ
ル
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
｡
彼
の

『花
咲
-
プ
ラ
ム
'
宮
廷
の
女

性
'
中
囲
詩

の
解
樺
』
E
ET
h
e
F
lo

w
ering
P
lum
an
d
th
e

Pa
la
ce

L
ad
y

,

In
ter
p
r
e
ta
tio
n
s

of

C
h
in
e
s
e
P
oetry
"
(

Ne
w

II
aven

･Y

al
e

U
nlVe
r
Slty
P
ress,)97
6)

は
'

表
面
上
は
中
囲
古
典
詩
百
六
首
の

翻
諸
で
あ
-

'
そ
の
う
ち
の
五
十
首
は
そ
れ
ま
で

一
度
も
英
語
に
諾

さ
れ
た
こ
と
は
な
か

っ
た
｡
し
か
し
こ
の
本
の
よ
-
重
要
な
と
こ
ろ

は
､
こ
れ
ら
の
詩
を
い
か
に
謹
む
か
に
つ
い
て
の
ハ
ン
ド
ブ

ッ
ク
で

あ
る
こ
と
だ
｡
著
者
は
自
分
の
目
的
は
鑑
賞
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ

る
と
言
う
が
'
結
果
と
し
て
は
百
六
の
例
を
通
し
て
'
中
囲
詩
を
い
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五
十
五
冊

か
に
謹
み
'

い
か
に
解
樺
す
る
か
を
譲
者
に
教
え
て
い
る
｡
こ
の
鮎

に
お
い
て
'
こ
れ
は
ハ
ン
ス

･
フ
ラ
ン
ケ
ル
自
身
の

｢中
囲
詩
の
技

法
｣
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
｡
フ
ラ
ン
ケ
ル
の
配
列
が
劉
若
愚
の

最
初
の
本
の
や
-
か
た
と
似
て
い
る
こ
と
も
､
こ
の
主
張
と

1
致
し

て
い
る
｡
す
な
わ
ち
主
題
に
よ
る
分
類

(｢人
と
自
然
｣
詩
一
～
一
一
へ

｢愛
の
詩
｣
詩
三
五
-
四
一
'
｢過
去
の
追
想
｣
詩
六
七
-
八
〇
)'
そ
し

て
技
法
に
よ
る
分
類

(｢封
句
と
野
照
法
｣
詩
人
五
-
九

1)
｡
章
ご
と

に
そ
の
題
目
を
め
ぐ

っ
て
全
鰻
的
な
導
入
を
初
め
に
置
き

(
二

二

の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
よ
っ
て
)'
勧
請
と
解
樺
が
績
く
｡
原
文
は
注
に
収

め
ら
れ
､
本
は
ほ
か
に
批
評
的
な
構
成
は
な
い
｡
フ
ラ
ン
ケ
ル
の
本

は
自
分
で
本
を
出
版
し
始
め
て
い
た
若
い
研
究
者
た
ち
に
多
大
な
影

響
を
輿
え
へ
彼
ら
に
封
す
る
影
響
の
鮎
で
は
､
梅

･
高
の
同
時
期
の

研
究
に
次
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
｡

同
じ
年
に
イ

エ
ー
ル
大
学
の
フ
ラ
ン
ケ
ル
の
同
僚
､
ヒ
ユ
ー
･
ス

テ
ィ
ム
ソ
ン
H
u
g
h
S
tim
son
は
二
巻
か
ら
な
る
古
典
詩
入
門
を
公

刊
し
た
｡
『唐
詩
五
十
五

首
-

唐
詩
と
唐
詩
の
語
嚢
を
謹
み
理
解

す
る
た
め
の
テ
キ
ス
ト
』
"F
lf
ty･f
ive
T

'a
ng
P
oem
s,
A

T
ext
in

th
e
R
e
a

d
in
g

a
n
d

U
n
d
e
r
s
tand
ln
g

Of
T

'a
n
g

P

o

etry
a
n
d

T

'an
g

P
o
eti
c
V
oc
a
b
u
la
r
y
"

(
N
e
w

H
aven
F
a
r

E

astern
P
u

bt1C
a
t10
n
S
,

Y
ale
U
niverslty,)
9

76
)
で
あ
る
｡
中
世
中
国
語
の
音
聾
と
文

法

に

つ
い
て
の
説
明

に
積

い
て
､
第

一
巻
で
は
初
心
者
向
け
に
五
十
五
首

の
唐
詩

(王
維
十
二
首
'
李
白
･
孟
郊
各
九
首
'
杜
甫
五
首
'
ほ
か
に
数

名
の
詩
人
の
詩
)
を
説
明
し
て
い
る
｡
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
の
原
文
と
中

期
中
国
語
の
音
に
書
き
換
え
ら
れ
た
も
の
に
逐
語
講
が
緯
い
て
い
る
｡

詩
型
を
述
べ
た
あ
と
'
ス
テ
ィ
ム
ソ
ン
は
各
句
の
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
と

特
別
な
語
嚢
に
解
れ
て
い
る
｡
各
章
は
詩
篇
の
あ
と
で

｢韻
律
に
関

す
る
注
｣
(禦
府
な
ど
の
ジ
ャ
ン
ル
を
説
明
し
た
-
'
平
灰
を
記
し
た
り
)

が
積
-
｡
廉
い
範
囲
に
わ
た
る
用
語
集
と
基
本
的
な
文
献
目
録
が
こ

の
巻
を
完
全
な
も
の
に
し
て
い
る
｡
用
語
集
は
丁
寧
に
作
ら
れ
た
も

の
で
'
中
世
中
囲
語
を
復
元
し
､
各
語
が
五
十
五
首
の
な
か
の

一
つ

の
詩
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
説
明
し
て
い
る
｡

(た
と
え
ば

｢服
'
bhluk
t
服
従
す
る

2
2

)
0
4

･-
(薬
を
)
飲
む

4
)
6
J)
第
二
巻
､
『唐
詩
の
語
葉
山
は
大
き
な
潜
在
力
を
持

っ
て
い

た
｡
そ
の
な
か
で
に
ス
テ
ィ
ム
ソ
ン
は
七
百
首
の
詩

(『唐
詩
三
百

首
』
'
高
歩
滅

『唐
宋
詩
翠
要
｣
の
全
詩
'
及
び
ス
テ
ィ
ム
ソ
ン
が
選
ん
だ

王
維
ほ
か
の
四
十
三
首
)
に
あ
ら
わ
れ
る
語
に
つ
い
て
百
三
十
四
ペ
-

772



ジ
の
注
解
を
書
い
て
い
る
｡
問
題
は
こ
の
用
語
集
が
'
第

一
審
と
同

じ
よ
う
に
細
心
の
注
意
を
掃
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
'
元

の
テ
キ
ス
ト
の
語
に
合
わ
ず
'
明
ら
か
に
そ
の
有
用
性
を
減
じ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
｡

『ひ
ま
わ
-
の
輝
き
』
に
集
ま
っ
た
若
い
研
究
者
た
ち
に
よ
る
最

初
の
重
要
な
研
究
は
'
イ
エ
ー
ル
大
学
の
ハ
ン
ス
･
フ
ラ
ン
ケ
ル
'

ヒ
エ
-
･
ス
テ
ィ
ム
ソ
ン
の
学
生
で
あ
っ
た
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
･
オ
ウ

ウ
エ
ン
に
よ
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
う
い
う
の
が
的
外
れ
で
な
い
の
は
'

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
中
国
古
典
詩
の
分
野
の
大
部
分
の
学
者
が
､
中

⑮

囲
詩
の
研
究
に
お
い
て
オ
ウ
ウ
エ
ン
を
こ
の
時
代

の

大
き
な
存
在
と

認
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
オ
ウ
ウ

エ
ン
の

『初
唐
詩
』

"T
he

P
o
etry

of

th
e
E
a

r
ly

T

'an
g
"
(N
e
w

H

aven
Y

a
le
U
n
lV
erSlty

p
ress,
19
76
)
は
唐
詩

の
歴
史
(後
述
す
る

『盛
唐
詩
』
も
参
照
さ
れ
た

⑰

い
)
を
追
跡
す
る
二
つ

(讃
者
に
よ
っ
て
は
三
つ
)

の
う
ち
の

一
つ
で

あ
る
｡
そ
れ
は
ま
た
宮
廷
詩
の
博
枕
と

｢初
唐
詩
が
い
か
に
宮
廷
詩

か
ら
抜
け
出
し
た
か
｣

(xll頁
)
の
研
究
で
も
あ
る
｡

l
九
七
〇
年

代
半
ば
に
お
い
て
'
初
唐
詩
は
低
-
見
ら
れ
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
っ

た
｡
(そ
れ
は
博
続
的
な
中
国
の
許
債
に
従
っ
て
い
た
の
だ
が
'
こ
の
こ
と

紹

介

は

『ひ
ま
わ
-
の
輝
き
』
グ
ル
ー
プ
の

｢若
い
研
究
者
た
ち
｣
が
既
定
の
規

範
に
挑
戦
す
る
最
初
の
例
で
あ
る
｡)
オ
ウ
ウ
エ
ン
の
本
と
そ
の
中
国
語

へ
の
勧
請
は
'
こ
れ
ら
の
詩
人
た
ち
に
射
し
て
新
た
な
関
心
を
引
き

起
こ
し
た
｡
そ
の
時
代
の
二
㌧
三
の
非
宮
廷
詩
人

(王
績

(五
八
五

-
六
E
]四
)
な
ど
)
は
除
い
て
'
叙
述
は

(
l
)
｢宮
廷
詩
と
そ
の
野

立
｣
(六
世
紀
と
七
世
紀
早
期
の
詩
)
か
ら

(
二
)
｢宮
廷
詩
か
ら
離
れ

て
‥
六
六
〇
年
代
と
六
七
〇
年
代
｣
(初
唐
四
傑
を
中
心
と
す
る
)～

(
≡
)
｢陳
子
昂

(六
六
一
-
七
〇
二
)､
(
四
)
｢武
則
天
と
中
宗

(六

八
〇
-
七
〇
二
)
の
宮
廷
詩
人
た
ち
｣
(杜
審
言

(六
四
六
-
七
〇
八
頃
)

な
ど
)
､
そ
し
て

(
五
)
｢張
説

(六
六
七
-
七
三
一
)
と
盛
唐
へ
の
移

行
｣

へ
と
移
る
｡
そ
し
て
有
益
な
二
つ
の
節
'
｢宮
廷
詩
の
文
法
｣

と

｢音
響
の
型
｣
が
付
さ
れ
て
い
る
｡

オ
ウ
ウ
エ
ン
の
テ
ー
マ
は
'
宮
廷
詩
は
初
期

･
中
期
七
世
紀
に
過

度
に
株
式
化
'
文
健
化
さ
れ
'
そ
の
反
動
と
し
て
七
世
紀
晩
期
の
よ

-
緩
や
か
な

(偏
向
し
た
)
詩
的
因
襲
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
t
と

い
う
も
の
だ
｡
し
か
し
彼
は
宮
廷
詩
の

｢普
初
の
目
的
は
貴
族
祉
倉

の
味
わ
い
深
い
稀
揚
で
あ
っ
た
｣
(三
八
頁
)
の
で
あ
-
'
折
-
折
り

の
場
で
作
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
詩
の
大
部
分
は

｢規
格
に
合
っ
て
い
て
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五
十
五
冊

も
ま

っ
た
-
猫
創
性
に
欠
け
る
｣
(二
七
九
頁
)
も
の
で
あ

っ
た
と
記

し
て
い
る
｡
何
百
と

い
う
詩

(ほ
と
ん
ど
毎
ペ
ー
ジ
に

1
首
)
を
詳
し
'

｢規
格
に
合

っ
て
い
て
も
濁
創
的
に
欠
け
る
｣
と
あ
ま
-
に
頻
繁
に

記
し
た
結
果
'
劉
若
愚
は

｢我
々
は
劣

っ
た
と
み
な
さ
れ
る
詩
を
提

示
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
時
々
些
末
な
こ
と
を
扱

っ
て
い
る
と
い
う

⑲

印
象
を
輿
え
る
こ
と
に
な
る

｣

と

コ
メ
ン
-
し
て
い
る
｡
劉
若
愚
の

反
麿
は
､
オ
ウ
ウ

エ
ン
の
最
初
の
本

『孟
郊
と
韓
愈
』
(本
稿
第
二
部

の
考
察
を
参
照
)
に
封
す
る
稀
費
と
明
ら
か
に
異
な
り
'
三
年
後
の

こ
の
二
筋
日
の
本
に
よ

っ
て
劉
若
愚
の
権
威
に
射
し
て

｢非
母
国
語

の
讃
者
｣
の
代
表
と
し
て
挑
戦
し
て
い
る
と
劉
若
愚
が
感
じ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
｡
劉
若
愚
も
記
し
て
い
る
よ
う
に
'
原
文
が
翻
諾
ご

と
に
付
け
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
'
使
用
す
る
テ
キ
ス
ト
は
し
ば
し

ば

｢数
多
-
の
材
料
か
ら
作
-
上
げ
ら
れ
て
い
る
｣
と
い
う
だ
け
で
'

ど
の
テ
キ
ス
I
を
使

っ
て
い
る
の
か
'
明
示
し
て
い
な
い
｡
し
か
し

オ
ウ
ウ

エ
ン
に
野
し
て
も
公
平
に
い
え
ば
'
お
び
た
だ
し
い
勧
請
の

多
-
は
､
そ
れ
以
前
に
は
西
欧
で
知
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
詩
人
を
深

-
洞
察
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

注①
"
The
S
tudy

of
C
hm
ese
I
,LteT･a
tu
re
m
U

.
S
.,
1
9
4
7
-
1
9
8
7
,
"

P
r

ocee
d
ln
g
S

Ofth
e
4
0
th

A
n
n
iv
e
rsary
O

f
F
u
lb
rlg
h
t
C
oo
p

･

e
ra
t10
n
b
e
tw
e
e
n

th
e

R
O
C

a
n
d

the
U
S
A

(
T

alP
e
l

P
ac
i
flC

C
u
ltura
l
F
o
u
n
d
a
t10
n
,1
9
8
8
)
一

pp
225ふ
)

②

こ
の
時期
に
は

P
h
.
D
の

比

率

が

､
中

囲
文
筆
の
一
に
射
し
て
中

圃
史
で
は
二
十
に
の
ぼ
っ
た
と
い
う
資
料
が
あ
る
｡

③

夏
教
授
は
ア
メ
リ
カ
で
は
イ
エ
ー
ル
大
挙
で
'
劉
教
授
は
ハ
ワ
イ
大

挙
で
仕
事
を
始
め
た
の
で
は
あ
る
が
'
そ
れ
ぞ
れ
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
挙
'

ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
お
け
る
期
間
が
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
｡

こ
う
し
て
二
人
は
'
五
十
年
代
に
ブ
ッ
ド
バ
ー
グ
教
授
と
ハ
イ
タ
ワ
ー

教
授
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
東
海
岸

･
西
海
岸
の
二
極
構
造
を
維
持
し

た
の
で
あ
る
｡

④

劉
若
愚

『言
語
間
批
評
1
中
国
詩
の
解
滞
』

"The
Zn
terlingual

C
rLtic,
Zn
terp
retm
g
C
hm
ese
P
oetry
"
(B
Io
o
m
lng
tOn

tnd
lan
a

U
n
tv
erslty
P
re
ss
,)
9
8
2
)

の

｢序
文
｣
(xv
l頁
)
を
参

照

O

⑤

"H
arvard
lourna
l
ofA
s
latlC
S
tu
dle
S
"

(以
後
､
H
JA
S
と
略

す
)
24
()96
4
)
26
0

の

ハ

ン

ス

･
フ
ラ

ン

ケ

ル

H
a
n
s
F

ran
k
e
l

書

評
｡

⑥

そ
れ
に
績
い
て
中
岡
詩
の
酒
を
論
じ
た
最
も
す
ぐ
れ
た
も
の
の
一
つ

は
'

ヘ
ル
ヴ
ィ
ッ
ヒ
･
シ

ュ
ミ

ッ
ー
-
グ
リ
ン
ツ
エ
ル
H
elw
lg

S
c
hm
ld
t･G
Jln
tZer
の

｢中
国
文
学
に
お
け
る
酒
と
飲
酒
の
テ
ー

マ
に

つ
い
て
｣
"Z
um
Them
a
W
ein
u
nd
T
ru
n
ken
h
ett
in
akr
C
hm
e23ISI
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chen
LJlteraEur"
Z
eltSChrlftd
e
r
D
eutschen
M
org
e
n
lan
d
s

ichen

G
e
se
lleschaft,
S
upplem
ent
v
()
983)･469-
81
で
あ
る
.

⑦

時
に
劉
若
愚
は
こ

の
間
題
に
関
し
て
闘
争
心

を
む
き
出
し
に
す
る
こ

と
が
あ

る
.
ギ

ユ
ン
タ
-
･
デ
ボ

ン
の
書
評

に
封
す
る
反
論

("J
ou
rn
a
l
o
f
th
e
A
m
erlC
an
O
rlen
tal
S
o
c
ie
ty"
以
後

lA
O
S

と
略
す
)
8
4
()9
6
4
)

)72･3)
を
参
照
o

⑧

こ
の
本
に

関
す
る
書
評の
中
で
名
高
い
も
の
と
し
て
は
'
ギ

ユ
ン

タ
-
･
デ
ボ
ン
G
u
n
th
e
r
D
e
b
o
n
'

ハ
ン
ス
･
H

･
フ
ラ
ン
ケ
ル

Itan
s
H

F
ran
k
e
l'
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド

･
ホ
ー
ク
ス
D
a
vld
H
aw
k
e
s､

ジ
ェ
ー
ム
ズ

･
ロ
バ
ー
ト

･
ハ
イ
タ
ワ
ー
J
a
m
e
s
R
obertH
ig
h
tow
･

er
が
奉
げ
ら
れ
よ
う
｡

⑨

〟
″

は
私
の
つ
け
た
も
の
｡
こ
の
書
評
は
"J
o
u
rn
al
o
f
A
sian

S
tud
tes
"

(以
後
lA
S
と
略
す
)
2
3
()9
6
3
)
3
0
1
･2
に
見
え
る
.

⑲

次
に
論

ず
る
柳
無
忌
の

F中
囲
文
筆
入
門
』
は
抜
粋
し
た
も
の
で
あ

り
'
劉
若
愚
が
注
目
す
べ
き
と
考
え
る
'
少
な
-
と
も
三
つ
の
問
題
を

除
外
し
て
い
る
こ
と
を
柳
自
身
が
認
め
て
い
る
｡
(序
文

v
II頁
参

照
)

⑪

私

の
知
る
限
り
'
こ
れ
は
英
語
に
お
け
る
散
曲
の
最
初
の
綿
密
な
研

究
で
あ
る
｡

⑫

ハ
I
I
マ
ン
の
撃
位
論
文

｢韓
愈
の
詩
に
お
け
る
こ
と
ば
と
引
喰
-

｢秋
懐
ヒ

"L
a
ng
uag
e
a
nd
A
llusion
in
th
e
P
oetyy
of
H
a
n
Y
ilJ

T
he
.A
u
tu
m
n
S
en
tim
en
t
s"
((ndlan
a
U
niverslty,
)
974)
と

｢
韓

愈
と
唐
代
の

統
一の
探
求
｣
(後
述
)'
オ
ウ
ウ

エ

ン
の

｢孟
郊
と

紹

介

韓
愈
の
詩
｣
(本
稿
第
二
部
参
照
)
へ
劉
若
愚

『李
商
隙
の
詩
-

九
世

紀
バ
ロ
ッ
ク
の
中
国
詩
』
(第
二
部
参
照
)
の
み
な
ら
ず
へ
オ
ウ
ウ
エ

ン
の

｢枯
木
丁

庚
信
か
ら
韓
愈
に
至
る
枯
れ
た
木
｣
"D
ead
w
ood
･

T
he
B
arren
T
ree
f
rom
Y
u
H
s
i
n

to
H
a
n
Y
u
"
C
L
E
A
R
()979)

1

57･
17
9
の
こ
と
も
私
は
考
え

て

い

る

｡

⑬

ア
メ
リ
カ
の
研
究
の
中
で
の
グ
ラ
ハ
ム
の
本
の
位
置
づ
け
､
早
期
の

撃
界
に
お
け
る
孤
立
性
'
そ
し
て
劉
若
愚
が

一
九
六
〇
年
代
後
期
に
お

け
る
古
典
詩
研
究
の
頂
鮎
に
立
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
'
こ
の
本

に
つ
い
て
の
劉
若
愚
の
書
評
､
l
A
O
S
8
6
(19
6
6
)
3
3
0
･3
3
3頁
が
示

し
て
い
る
｡

⑭

F文
林
-

中
国
の
人
間
性
の
研
究
』
第
二
巻
も
周
策
縦
の
編
集
で

あ
-
'
何
年
か
遅
れ
て
､

一
九
八
九
年
に
出
版
さ
れ
た
｡
(同
じ
-

M
ad
iso
n
D
ep
artm
en
t
o
f
E
ast
As
lan
L
ang
u
ag
es
,U
n
iv
ersity

o
f
W
ISCO
n
Sln
an
d
H
on

g
K
o
n
g
･
tnstitute
o
f
C
hlneSe
S
tudleS.

C
h
ln
eSe
U
niverslty
O
f
H
o
ng
K
ong
).
周
の

｢序
文
｣
(vli頁
)

を

参
照
｡

⑮

こ
の
五
種
の
カ
テ
ゴ
リ
I
は
唐
以
前
の
楽
府
に
の
み
あ
て
は
ま
る
｡

フ
ラ
ン
ケ
ル
が
記
し
て
い
る

(七
〇
頁
)
よ
う
に
'
唐
代
で
は
新
築
府

が
起
こ
-
'
契
府
と
い
う
こ
と
ば
は
の
ち
に
多
-
の
タ
イ
プ
の
歌
に
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
｡

⑮

｢
こ
の
時
代
｣
と
は
'

一
九
七
六
年
か
ら

一
九
九
六
年
ま
で
の
二
十

年
間
を
指
す
｡

⑩

中
唐
詩
の
研
究
で
も
あ
る
オ
ウ
ウ
エ
ン
の
最
初
の
本

冒
皿郊
と
韓
愈
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中
国
文
筆
報

第
五
十
五
冊

の
詩
｣
(本
稿
第
二
部
参
照
)
'
ま
た
彼
の

『
中
国
の
〟

中
世
〟
の
終
蔦

-

中
庸
の
文
筆

･
文
化
論
』
(後
述
)
は
'
著
者
が
否
定
す

る
に
も

か
か
わ
ら
ず
'
中
庸
の
歴
史
的
な
考
察
の
開
始
と
な
る
も
の
だ
と
記
し

て
い
る
研
究
者
が
多
い
｡

劉
若
愚
の

F初
唐
詩
』
に
封
す
る
書
評
､
l
A
S
38
()978)

)6
8
･
)6
9
0

評
注こ

の
本
は
佐
藤
保
氏
に
よ
っ
て
邦
詳
さ
れ
て
い
る
｡
『新
し
い
漢
詩

鑑
賞
法
』
(
1
九
七
二
､
大
修
館
書
店
)0

第

1
部
下

(次
競
)
の
末
尾
に
付
載
O

こ
の
三
編
の
論
文
は

一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
て
中
囲
語
諸
が
刊
行
さ
れ

て
い
る
｡
高
友
工
･
梅
租
麟

F唐
詩
的
魅
力
｣
(李
世
濯
諾
'
武
井

校
'

一
九
八
九
'
上
海
古
籍
出
版
社
)
｡

(川
合
康
三
諾
)
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