
書

評

石
観
海
著

『宮
腰
詩
汲
研
究
』

胡
大
富
著

『宮

腰

詩

研

究
』

韓

青
著

『南
朝
宮
腰
詩
研
究
』

原

田

直

枝

南山
大学

註

こ
の
数
年
､
｢宮
健
詩
｣
を
主
な
検
討
野
象
と
す
る
尊
者
が
､
中

園
で
た
て
頼
け
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
｡
本
書
許
で
と
-
あ
げ
る
三
善

の
よ
う
に
､
タ
イ
ト
ル
に

｢宮
健
詩
｣
と
明
示
さ
れ
た
も
の
の
他
に

も
'
劉
躍
進

『王
墓
新
詠
研
究
』
(二
〇
〇
〇
年
'
中
華
書
局
)'
胡
徳

懐

『斉
梁
文
壇
輿
四
粛
研
究
』
(
一
九
九
七
年
'
南
京
大
学
出
版
社
)
等
'

｢宮
髄
詩
｣
盛
行
の
時
期
を
め
ぐ
る
研
究
成
果
公
表
は
ち
ょ
っ
と
し

た
活
況
を
呈
し
て
い
る
｡

と
こ
ろ
で
'
中
囲
文
学
史
上
の
数
多
の
事
象
の
う
ち
で
も
､
古
典

時
代
に
附
興
さ
れ
た
評
債
そ
の
ま
ま
に
は
今
日
眺
め
る
こ
と
の
出
来

書

評

な
い
も
の
の
一
つ
に
'
こ
の

｢宮
僅
詩
｣
が
あ
る
｡

-

中
国
文
学
史
の
全
膿
か
ら
見
れ
ば
'
『王
墓
集
』
に
収
め

る
よ
う
な
懲
愛
詩
'
特
に
感
覚
的
あ
る
い
は
官
能
的
な
美
に
お

ぼ
れ
る
よ
う
な
態
度
は
好
ま
し
-
な
い
と
さ
れ
た
-
-

(略
)
｡

｢宮
腰
｣
の
詩
風
を
最
も
よ
-
博
え
る
文
献
で
あ
る

『王
墓
新
詠
』

が
､
成
立
か
ら
千
四
百
年
に
わ
た
っ
て
'
こ
れ
を
専
門
に
扱
う
研
究

書
に
乏
し
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
小
川
環
樹
博
士
は
'
同
じ
文

章
の
中
で
右
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る

(｢『王
墓
新
詠
集
』
に
つ
い

て
｣

一
九
五
六
年
'
岩
波
書
店

｢文
庫
｣'
の
ち

『著
作
集
』
巻
一
所
収
)

｡

鈴
木

虎
雄
詳
解

『王
墓
新
詠
』
の
刊
行
に
寄
せ
て
草
せ
ら
れ
た

一
文

で
あ
る
｡
こ
の

｢好
ま
し
-
な
い
と
さ
れ
た
｣
と
い
う
表
現
に
は
､

少
な
-
と
も

｢そ
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
き
た
が
'
本
営
に

『好
ま
し

-
な
い
』
の
か
ど
う
か
は
'

一
概
に
決
め
つ
け
ら
れ
な
い
｣
と
い
う

示
唆
が
寵
め
ら
れ
て
い
よ
う
｡
と
も
あ
れ
､
二
十
世
紀
半
ば
の
常
時

に
し
て
な
お
､
こ
う
し
た
慣
重
な
表
現
に
よ
っ
て
そ
の
本
来
の
慣
値

が
ほ
の
め
か
さ
れ
る
ほ
ど
に
､
『王
墓
新
詠
』
所
収
の
作
品
及
び

｢宮
腰
｣
の
詩
風
に
沿
う
よ
う
な
文
学
に
は
､
大
撃
長
い
こ
と

｢好

ま
し
-
な
い
｣
と
い
う
認
識
が
つ
い
て
回
っ
た
時
期
が
清
い
て
い
た
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こ
と
が
､

こ
の
一
文
か
ら
も
窺
わ
れ
る
｡
幸
い
'
こ
の
頃
以
降
'
古

典
時
代
の
慣
値
観
の
制
約
を
受
け
ず
に
済
む
は
ず
の
今
日
の
文
学
史

研
究
の
中
で
t
か
-
俸
続
的
な
プ
ラ
ス
の
評
債
と
い
う
後
ろ
盾
を
持

た
な
い

｢宮
健
｣
詩
を
､
そ
れ
が
本
来
占
め
る
べ
き
位
置
に
据
え
て

見
る
た
め
の
数
々
の
試
み
は
､
日
本
で
も
中
園
で
も
た
ゆ
み
な
-
塞

ね
ら
れ
て
き
て
い
る
｡

た

だ

'
そ
う
し
た
研
究
の
速
を
見
わ
た
し
て
み
る
と
､
梁
代
'

｢宮
腰

｣

の
稀
が
登
場
し

｢宮
腰
｣
が
最
も
盛
ん
に
な
っ
た
時
期
の

作
品
と
場
そ
の
も
の
を
と
-
あ
げ

｢宮
鰭
詩
｣
を
傭
轍
す
る
よ
う
な

検
討
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
は
意
外
に
少
な
い
こ
と
に
気
づ
-
｡
も
ち

ろ
ん
､
こ
れ
を
取
-
塞
-
文
学
史
上
の
事
象
を
取
-
あ
げ
る
中
で
'

比
較
材
料
或
い
は
参
考
材
料
と
し
て
附
随
的
に
目
配
-
さ
れ
る
例
は
'

多
い
｡
｢宮
腰
｣
の
時
代
'
ち
ょ
う
ど
先
秦
か
ら
六
朝
ま
で
の
詩
文

の
精
華
を
集
め
た

『文
選
』
編
纂
直
後
'
六
朝
文
学
集
大
成
の
時
期
､

劉
親

『文
心
離
龍
』
､
鐘
喋

『詩
品
』
な
ど
文
学
理
論
の
後
を
承
け

る
と
あ
っ
て
'
文
学
批
評
史
に
お
い
て
は
材
料
豊
か
な
時
期
で
あ
る
｡

簡
文
帝
'
元
帝
を
は
じ
め
と
す
る

｢宮
腰
｣
に
携
わ
っ
た
人
々
の
文

学
思
想
の
検
討
'
｢宮
健
｣
の
詩
風
を
最
も
よ
-
博
え
る
文
献
で
あ

る

『王
墓
新
詠
』
の
成
立
事
情
に
関
す
る
考
諾
'
さ
ら
に
'
初
唐
に

引
き
継
が
れ
て
ゆ
-
韻
律
の
離
球
の
資
料
と
し
て
の
分
析
等
々
､

｢宮
腰
｣
を
取
-
巻
-
時
代
の
文
学
の
諸
相
を
め
ぐ
る
研
究
は
'
ど

れ
も
か
な
-
盾
も
厚
-
'
幅
贋
-
行
わ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
ら
の
研
究

の
中
で
ご
-
頻
繁
に

｢宮
腰
｣
と
い
う
事
象
は
､
参
照
さ
れ
る
｡
ま

た
'
庚
信
や
江
練
を
は
じ
め
､
六
朝
後
牛
の
詩
人
や
文
学
作
品
を

扱
っ
て
い
る
と
'
そ
の
詩
人
な
-
作
品
な
-
に
関
連
し
て
'
｢宮
健
｣

｢宮
髄
詩
｣
に
日
を
向
け
る
こ
と
は
､
普
通
に
行
わ
れ
る
｡
た
だ

一

つ
'
そ
れ
ほ
ど
言
及
さ
れ
る

｢宮
腰
｣
の
'
最
も
盛
ん
な
時
期
の
作

品
と
場
を
と
-
あ
げ
て
そ
の
賓
態
を
傭
轍
す
る
作
業
と
い
う
も
の
は
､

あ
ま
-
例
を
見
な
い
｡

も
と
よ
り
'
｢宮
健
之
名
'
雄
始
干
梁
'
然
側
艶
之
詞
'
起
源
自

昔
｣
(劉
師
培

『中
国
中
古
文
学
史
』)
と
説
か
れ
る
よ
う
に
､
｢宮
腰

詩
｣
研
究
の
封
象
と
な
る
時
期
を
そ
れ
ほ
ど
狭
-
限
定
せ
ず
'
艶
詩

の
流
れ
を
指
し
て

｢宮
檀
詩
｣
と
す
る
な
ど
､
綾
や
か
な
扱
い
方
も

あ
る
｡
宋
脅
期
の
艶
詩
を
含
め
た

｢宮
腰
詩
｣
研
究
と
し
て
は
､
夙

に
網
砧
次

『中
国
中
世
文
学
研
究
-

南
斉
永
明
時
代
を
中
心
と
し

て
ー

』
(
一
九
六
〇
年
､
新
樹
蔽
)
の
よ
う
な
尊
者
も
あ
れ
ば
'
個
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別
の
論
文
類
を
探
す
の
に
不
自
由
し
な
い
で
済
む
｡
そ
れ
で
も
'
永

明
期
か
ら
梁
'
陳
へ
と

一
積
き
に
論
じ
た
も
の
な
る
と
'
俄
然
先
例

は
乏
し
く
な
る
｡

唯

一
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
か
｡
森
野
繁
夫

『六
朝
詩
の
研
究

-

｢集
圏
の
文
学
｣
と

｢個
人
の
文
学
｣
-

』
(
一
九
七
六
年
'

第
一
学
習
社
)
で
は
'
斉
か
ら
梁
に
か
け
て
の
詩
を
扱
う
中
で
､
｢宮

膿
｣
詩
に
つ
い
て
も
そ
の
作
品
を
幅
慶
-
検
討
し
て
い
る
｡
そ
の
論

述
に
充
て
ら
れ
た
頁
教
も
多
-
'
敏
幸
を
費
や
し
て

(第
二
章

｢奔
･
梁
の
文
学
集
園
と
中
心
人
物
｣､
第
三
章

｢集
園
の
文
筆
｣
第
二
節

｢詩
の
制
作
に
加
え
ら
れ
た
制
約
｣'
同
第
四
節

｢宮
髄
詩
｣'
第
五
章

｢斉
･梁
の
文
学
観
｣)'
奔
梁
期
の
文
学
思
想
'
融
合
背
景
'
作
り
手

た
ち
を
め
ぐ
る
考
察
も
し
へ
こ
と

｢富
髄
｣
の
名
稀
出
現
以
降
の
宮

鰭
詩
を
作
品
制
作
の
過
程
に
ま
で
わ
た
っ
て
そ
の
特
性
に
つ
い
て
具

髄
的
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
詳
細
な
研
究
で
あ
り
'
｢宮
僅
｣

の
概
要
は
ほ
ぼ
こ
の
1
書
か
ら
窺
う
だ
け
で
足
れ
-
と
す
べ
き
な
の

か
も
知
れ
な
い
｡
た
だ
'
そ
れ
か
ら
三
十
年
飴
の
閲
に
研
究
の
裾
野

も
接
が
-
'
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
も
多
様
に
な
っ
て
き
て
い
る
｡
ま

た
'
二
十
世
紀
半
ば
以
来
､
軍
費
の
論
考
等
を
通
し
て
多
く
の
研
究

書

評

者
の
閲
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
中
国
に
お
け
る

｢宮
腰
｣
研
究
の
今
を

窺
う
t
と
い
う
こ
と
も
興
味
深
い
｡
相
次
い
で
中
国
で
刊
行
さ
れ
た

｢宮
腰
詩
｣
研
究
の
尊
者
は
'
ど
の
よ
う
な
切
-
口
を
示
し
､
｢宮

腰
｣
或
い
は

｢宮
腰
詩
｣
の
賓
態
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
解
き

明
か
し
て
い
る
の
か
｡
｢宮
腰
詩
｣
を
取
り
巻
-
時
代
の
詩
文
を
研

究
す
る
者
の
1
人
と
し
て
'
多
-
の
関
心
を
も
っ
て
播
讃
し
て
み
た
.

さ
て
'
こ
こ
に
と
り
あ
げ
る
三
善
は
'
｢宮
腰
詩
が
生
じ
た
の
は

歴
史
の
必
然
で
あ
る

(宮
腰
詩
的
産
生
有
着
歴
史
的
必
然
)｣
と
そ
の

｢導
言
｣
努
頭
に
述
べ
る
蹄
氏
の
書
を
は
じ
め
'
六
朝
の
後
半
期
に

｢宮
膿
｣
と
呼
ば
れ
る
詩
の
ス
タ
イ
ル
が
徐
々
に
形
成
さ
れ
､
ご
-

短
い
閲
で
は
あ
る
が

1
時
代
を
董
す
る
展
開
を
示
し
た
､
と
い
う
草

書
を
ま
ず
重
視
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
が
'
共
通
し
て
窺
わ
れ
る
｡

｢宮
健
詩
｣
を
研
究
対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
る
の
だ
か
ら
首
然
と
言

え
ば
首
然
な
こ
と
だ
が
､
こ
う
し
た
明
快
な
姿
勢
は
'
初
唐
か
ら
こ

の
か
た
古
典
時
代
の
長
き
に
わ
た
り
封
印
と
も
言
え
そ
う
な
情
況
に

置
か
れ
て
き
た

｢宮
膿
詩
｣
を
研
究
の
狙
上
に
載
せ
る
に
皆

っ
て
'

ど
う
や
ら
有
数
に
働
い
て
い
る
｡
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書
名
は
似
通

っ
て
い
る
が
､

問
題
意
識
は
三
者
三
様
で
あ
-
'
そ

れ
に
よ
っ
て
各
書
の
構
成
も
自
ず
と
異
な

っ
て
い
る
｡
石
氏
､
胡
氏

の
二
書
は
､
｢宮
腰
詩
｣
を
'
女
性
美
を
主
題
と
し
て
歌
う
文
学
の
'

長
い

一
つ
の
流
れ
と
し
て
捉
え
る
立
場
で
共
通
し
て
お
-
､
と
も
に
､

時
代
を
追
い
つ
つ
そ
の
折
々
の

｢宮
膿
詩
｣
に
目
を
通
し
､
内
容

･

ス
タ
イ
ル
の
埜
化
を
追
う
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
に
射
し
て
､

蹄
氏
の
書
は
'
主
要
な
関
心
を
梁
代

｢宮
腰
｣
期
の
詩
に
絞
-
､
そ

こ
へ
流
れ
込
ん
だ
複
数
の
要
因
の
線
合
と
し
て

｢宮
腰
｣
詩
を
解
剖

す
る
方
式
を
と

っ
て
い
る
｡
以
下
に
'
各
書
の
概
要
を
見
て
い
き
た

l
O

-∨

一

石
観
梅

『宮
健
詩
派
研
究
』

本
書
は
'
武
漢
大
学
人
文
敢
曾
科
学
文
庫
､
陳
文
新
主
編

｢中
国

古
代
文
学
流
派
研
究
叢
書
｣
の

一
つ
に
首
た
る
｡
シ
リ
ー
ズ
の
方
針

ヽ
ヽ

を
汲
ん
で
も
い
る
の
だ
ろ
う
､
宮
腰
詩
を
流
派
と
し
て
捉
え
る
立
場

が
窺
わ
れ
る
論
述
と
な

っ
て
い
る
｡
｢宮
濃
詩
｣
の
掩
う
範
囲
を
幅

贋
-
考
え
､
梁
陳
の

｢宮
腰
｣
詩
を
そ
の
流
れ
の

一
角
と
し
て
組
み

込
ん
で
い
る
｡
章
立
て
は
'
次
の
通
-
で
あ
る
｡

第

一
章

宮
憶
詩
涯
的
文
筆
博
承

第
二
章

宮
腰
詩
派
掘
起
的
歴
史
必
然

第
三
章

馨
柳
期
的
宮
膿
詩
汲

第
四
章

尊
展
期
的
宮
腰
詩
派

第
五
章

全
盛
期
的
宮
腰
詩
波

第
六
章

衰
猟
期
的
宮
健
詩
派

第
七
章

宮
膿
詩
的
蛮
術
貢
献
輿
審
美
慣
値

鎗

論

主
要
参

考
書
日

石
氏
は
'
劉
師
培

の
説

(前
掲
)
に
梱
れ
た
う
え
で
､
｢宮
腰
詩
｣

は
梁
陳
詩
壇
限
-
の
孤
立
し
た
現
象
で
も
な
け
れ
ば
'
皇
太
子
の
宮

廷
内
だ
け
で
盛
行
し
た
特
有
の
詩
の
ス
タ
イ
ル
で
も
な
-
､
南
朝
人

士
の

一
種
の
思
潮
を
背
景
と
し
て
現
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
､
梁
陳

の

｢宮
腰
｣
の
枠
を
超
え
て
､
昔
時
の
文
化
､
気
風
と
関
係
づ
け
て

見
る
べ
き
だ

(六

一
-
六
二
頁
)t
と
す
る
｡
六
朝
よ
-
時
代
を
遡

っ

て

『詩
経
』
『楚
辞
』
か
ら
参
照
す
る
の
は
三
善
に
共
通
す
る
こ
と

だ
が
'
下
っ
て
唐
代
は
晩
唐
'
さ
ら
に
蛮
術
的
影
響
と
し
て
詞
の
世

界
と

の
通
底
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
い
る

(二
九
七
-
三
〇
八
頁
)
の
に
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は
'
著
者
石
氏
の
関
心
の
在
-
鹿
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
｡

視
野
に
入
れ
る
時
代
の
範
囲

∴
ン
ヤ
ン
ル
の
幅
廉
さ
と
と
も
に
､

作
品
を
取
-
扱
う
の
に
多
-
の
紙
幅
を
割
-
の
も
､
本
書
の
特
長
で

あ
る
｡
第
三
章
か
ら
第
六
章
ま
で
､
劉
末
の
大
明

･
泰
始
期
を

｢馨

初
期
｣
と
し
て
以
下
'
斉
の
永
明
期

(｢饗
展
期
｣)'
梁
代

(｢全
盛

期
｣)､
陳
代

(｢表
現
期
｣)
と

｢宮
膿
詩
｣
汲
作
品
の
髪
蓮
を
辿
る

検
討
は
二
百
頁
に
の
ぼ
る

(九
六
-
二
九
五
頁
)｡
検
討
は
､
主
と
し

て
作
者
ご
と
に
そ
の

｢官
鰹
詩
｣
に
目
を
通
す
'
と
い
う
形
式
で
行

わ
れ
て
い
る
｡
代
わ
り
に
､
｢宮
髄
詩
｣
と

｢宮
腰
｣
詩
の
境
界
'

｢富
髄
｣
詩
盛
行
の
背
景
と
な
っ
た
文
学
理
論
'
等
々
を
め
ぐ
る
細

か
な
議
論
の
検
討
に
は
深
-
立
ち
入
っ
て
い
な
い
｡
胡
氏

･
蹄
氏
南

書
で
は
と
も
に
章
を
立
て
て
扱
う

『王
墓
新
詠
』
の
成
立
事
情
や
理

論
的
関
連
に
つ
い
て
も
'
特
別
な
項
目
を
立
て
ず
'
徐
陵
の
作
品
を

検
討
す
る
中
で
'
徐
陵
が
宮
腰
詩
波
に
お
い
て
成
し
た
貢
献
と
し
て

賄
れ
る

(二
六
七
-
二
六
八
頁
)
程
度
で
あ
る
｡

本
書
で
頻
繁
に
見
か
け
る
の
は

｢艶
歌
｣
と
い
う
語
で
あ
る
｡
著

者
は
'
楚
の
民
歌
に
起
源
す
る

｢艶
歌
｣
の
系
譜
と
し
て
'
楽
府

｢艶
歌
行
｣
な
ど
も
挙
げ
な
が
ら
､
｢宮
膿
詩
｣
に
備
わ
る
音
楽
性

書

評

に
着
目
す
る

(五
七
頁
-
)
｡
第
二
章
で
'
｢宮
髄
｣
詩
盛
行
の
要
因

と
し
て
第

一
に
'
呉
聾
､
西
曲
す
な
わ
ち
民
歌
の
影
響
を
詳
細
に
と

-
上
げ
る

(七
二
-
八
〇
頁
)
の
も
､
そ
の
一
環
で
あ
る
｡
第
三
章

か
ら
六
章
に
か
け
て
具
髄
的
に
作
品
分
析
を
行
う
中
で
も
'
楽
府
系

の
作
品
の
扱
い
が
'
他
の
二
書
に
比
べ
て
詳
細
で
あ
る
｡
第
七
章

｢宮
腰
詩
の
貢
献
｣
の
検
討
に
お
い
て
'
｢吟
詠
惰
性
｣
の
流
れ
を

詞
に
結
び
つ
け
て
言
及
す
る
な
ど
､
著
者
の
関
心
は

一
貫
し
て
い
る
｡

も
う

一
つ
'
｢美
人
｣
を
主
題
と
す
る
作
品
へ
の
着
目
が
､
本
書

の
基
本
と
な
っ
て
い
る
｡
第

一
章

｢宮
腰
詩
派
的
文
学
侍
承
｣
は
､

四
〇
頁
近
-
を
'
こ
の

｢美
人
｣
を
め
ぐ
る
文
学
の
系
譜
を
辿
る
の

に
費
や
し
て
い
る
｡
そ
こ
に
引
用
さ
れ
る
の
は
'
『詩
経
』
周
南

｢開
唯
｣
か
ら
'
『楚
鮮
』
'
宋
玉

｢登
徒
子
好
色
賦
｣
'
曹
植

｢洛

紳
賦
｣
等
'
｢宮
腰
詩
｣
の
題
材
の
源
泉
と
し
て
奴
に
知
ら
れ
た
内

容
で
あ
-
､
こ
れ
ら
を
と
-
あ
げ
る
こ
と
自
膿
は
､
先
行
研
究
を
著

者
の
持
論
に
即
し
て
ま
と
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
､
こ
れ
を
第

一
章
と
す
る
の
は
'
本
書
の
力
鮎
で
あ
る
表
れ
で
あ
ろ
う
｡
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二

胡
大
雷

『宮
腰
詩
研
究
』

胡
大
富
氏
は
'
既
に

『中
古
文
学
集
圏
』
(
一
九
九
六
年
へ
贋
西
師

範
大
学
出
版
赦
)'
『文
選
詩
研
究
』
(二
〇
〇
〇
年
'
廉
西
師
範
大
学
出

版
社
)､

『詩
人
文
膿
批
評
』
(二
〇
〇
1
年
'
人
民
文
学
出
版
社
)
と

い
っ
た
尊
者
で
知
ら
れ
る
研
究
者
で
あ
り
'
そ
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を

こ
こ
に
改
め
て
紹
介
す
る
ま
で
も
無
い
で
あ
ろ
う
｡
こ
の

『宮
腰
詩

研
究
』
を
著
す
に
普
た
っ
て
の
方
針
と
関
心
は
､
｢前
言
｣
に
非
常

に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
'
こ
の
研
究
は
'
｢宮
腰

詩
｣
に
つ
い
て
の
狭
陰
な
定
義
づ
け
の
議
論
'
理
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ

に
風
穴
を
開
け
う
そ
の
興
起
､
形
成
'
費
展
'
盛
行
'
衰
落
の
撃
遭

過
程
を
明
ら
か
に
L
t
最
も
盛
ん
に
な

っ
た
梁
代
の
批
評
理
論
が
ど

の
よ
う
に

｢宮
腰
｣
詩
流
行
を
支
え
る
基
盤
に
な
っ
た
か
を
明
ら
か

す
る
も
の
で
あ
る

‥
兼
ね
て
､
厳
密
に
は

｢宮
腰
詩
｣
研
究
か
ら
外

れ
て
し
ま
う
が
t
と
断

っ
た
う
え
で
'
｢宮
膿
詩
｣
を
最
も
特
徴
づ

け
る
題
材
と
し
て
関
係
の
あ
る
'
女
性
及
び
女
性
の
生
活
内
容
を
模

鴛
す
る
詩
賦
の
系
譜
に
つ
い
て
検
討
す
る

(≡
-
四
頁
)｡
こ
う
し
た

方
針
の
も
と
に
書
か
れ
た
本
書
の
章
立
て
は
次
の
通
-
で
あ
る
｡

前

言

第

一

章

第

二

章

第

三

章

第

四

章

第

五

章

第

六

章

第

七

章

第

八

章

第

九

章

第

十

章

第
十

一
章

第
十
二
章

第
十
三
幸

第
十
四
章

第
十
五
章

第
十
六
章

『詩
経

･
国
風
』
的
男
女
〟

各
言
其
情
〟

〟楚
餅
″
女
性
形
象
的
両
種
意
義
指
向

従
漠
代
政
策
輿
観
念
看
漠
禦
府
民
歌
女
性
形
象

従
漠
末

〟交
遊
〟
士
風
看

〟古
詩
〟
女
性
形
象
知
音
化

教
育
詩
歌
封
女

性
生
活
的
描
摸

中
古
賦
作
的
女
性
措
摸
及
輿
詩
的
導
向
費
展

南
朝
宮
腰
詩
的
歴
程
及
其
創
作
動
力

宮
腰
詩
的
文
膿
特
鮎
-

棄
論
輿
南
朝
楽
府
的
異
同

宮
腰
詩
的
叙
鴛
重
心

宮
健
詩
的
拝
情
特
鮎
-

誘
惑

宮
健
詩
的
風
格
特
徴
-

繊
巧
穣
麗

宮
腰
話
中
的
前
代
女
性
形
象

唯
美
批
評
傾
向
中
的
宮
腰
詩
理
論

梁
陳
文
学
集
圏
興
宮
膿
詩
創
作

宮
腰
詩
的
結
集
-

『王
墓
新
詠
』
等
書

宮
腰
詩
興
北
朝
詩
歌
-

注
重
典
故
輿
場
面
化
叙
駕

的
北
朝
描
摸
女
性
之
作
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第
十
七
草

唐
初
宮
髄
詩
的
新
髪

結

吾ニ.‖

こ
れ
に
｢
宮

健
詩
研
究
練
達
｣
｢主
要
参
考
文
献
｣
｢
『王
墓
新
詠
』

選
註
｣
の
三
件
が
附
録
さ
れ
る
｡
著
者
自
ら
直
分
け
す
る
と
こ
ろ
に

よ
れ
ば
'
第

一
-
六
章
は
'
宮
膿
詩
形
成
以
前
の
文
学
作
品
に
お
け

る
女
性
及
び
女
性
の
生
活
情
況
の
描
寛
の
検
討
'
第
七
-
十
二
章

(約
百
頁
)
は
'
宮
腰
詩
本
懐
の
研
究
'
十
三
-
十
五
章
は
'
文
学

理
論
が
宮
膿
詩
盛
行
に
及
ぼ
し
た
影
響
'
十
六
､
十
七
章
が
､
髪
形
､

縛
承
の
検
討
へ
と
い
う
四
部
の
構
成
で
あ
る

(｢前
言
｣
四
頁
)
｡

最
初
の
第

一
-
六
章
は
'
第
七
章
以
下
に
お
け
る
検
討
の
軸
を
準

備
す
る
も
の
で
も
あ
る
｡
｢宮
腰
詩
｣
作
品
を
具
膿
的
に
取
-
扱
う

中
で
も
'
｢女
性
と
艶
情
｣
を
題
材
と
す
る
文
学
を
見
る
t
と
い
う

関
心
が
随
虞
に
働
い
て
い
る
｡
作
品
検
討
の
最
後
に
置
か
れ
た
第
十

二
章
が

｢宮
憶
詩
中
的
前
代
女
性
形
象
｣
に
つ
い
て
の
論
述
で
あ
る

の
も
そ
の

一
端
で
あ
る
｡
と
-
あ
げ
る
作
品
に
つ
い
て
は
､
｢前

言
｣
の
通
り
'
｢宮
腰
詩
｣
の
変
遷
の
過
程
と
い
う
こ
と
に
は
留
意

し
な
が
ら
も
'
｢宮
膿
詩
｣
の
時
期
の
上
限
下
限
や
区
分
の
議
論
に

は
あ
ま
-
拘
ら
ず
'
劉
宋
か
ら
陳
ま
で
幅
を
も
っ
て
扱
っ
て
い
る

書

評

(第
七
章

｢南
朝
宮
膿
詩
的
歴
程
輿
其
創
作
動
力
｣)｡

特
に
梁
陳
の

｢宮
髄
｣
に
絞
ら
ず
'
女
性
美
を
表
現
す
る
文
学
を

1
望
す
る
と
い
う

l
つ
の
テ
ー
マ
を
持
っ
て
時
代
ご
と
に
作
品
を
追

う
方
針
は
､
石
氏
と
似
て
い
る
が
'
石
氏
が
'
官
髄
詩
の
作
-
手
た

ち
の
文
学
思
想
や
背
景
と
の
関
係
づ
け
に
あ
ま
り
立
ち
入
ら
な
い
の

に
射
し
て
､
胡
氏
は
宮
腰
詩
の
美
的
表
現
追
求
の
背
景
と
し
て
文
学

理
論
と
の
関
連
に
つ
い
て
考
察
を
示
し
､
淵
源
論
も
行
う
｡
こ
う
し

た
基
本
的
検
譜
の
段
階
を
踏
む
と
こ
ろ
は
､
次
に
と
-
あ
げ
る
蹄
氏

書
と
共
通
し
て
い
る
｡

な
お
'
本
書

｢前
言
｣
に
'
徐
玉
如

｢宮
腰
詩
研
究
的
現
状
輿
反

思
｣
(『江
海
草
刊
』
二
〇
〇
一
年
第
四
期
)
か
ら
次
の
一
節
を
引
用
し

て
い
る
｡

-

絶
親
近
20
年
宮
腰
詩
的
研
究
'
従
宏
観
上
探
討
的
多
'
従

徴
観
上
分
析
的
少
､
具
健
到
作
品
的
分
析
則
更
少
､
這
也
許
是

値
得
禰
補
的

l
個
鉄
陥
肥
｡

｢作
品
分
析
に
も
と
づ
い
た
宮
腰
詩
研
究
が
少
な
い
｣
と
い
う
徐
氏

の
指
摘
に
共
感
さ
れ
る
方
は
多
か
ろ
う
｡
胡
氏
も
'
こ
の
一
文
に
同

意
を
示
し
'
本
書
の
著
述
に
努
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
､
巻
末
の
附

707



中
国
文
筆
報

第
七
十
三
射

線

｢言
値
詩
研
究
線
述
｣
で
は
'
胡
氏
自
身
に
よ
っ
て
中
国
に
お
け

る
近
来
の
宮
腰
詩
研
究
を
見
渡
し
た
概
論
が
示
さ
れ
て
い
て
､
蹄
氏

書
の

｢二
十
世
紀
宮
腰
詩
研
究
述
略
｣
(下
記
'
第
十
章
)
と
併
せ
'

参
考
に
な
る
｡

三

緑
青

『南
朝
宮
腰
詩
研
究
』

本
書
は
'
曹
旭
圭
編

｢六
朝
文
学
研
究
叢
書
｣
の
一
｡
巻
頭
に
は

圭
編
の
曹
旭
氏
が
序
に
代
え
て

｢諭
吉
倦
詩
｣
と
題
す
る
一
文
を
寄

せ
て
お
ら
れ
る
｡
自
身
､
｢論
宮
佳
詩
的
審
美
意
識
新
饗
｣
(
一
九
八

八
年
)
等
の
論
薯
が
あ
る
曹
氏
に
よ
る
だ
け
に
､
こ
の
序
も
簡
潔
で

要
所
を
押
さ
え
た

｢宮
濃
詩
｣
概
説
と
し
て
､
本
書
の
重
要
な

1
部

分
を
成
し
て
い
る
｡
こ
の
曹
氏

｢代
序
｣
末
尾
及
び
本
書

｢後
記
｣

に
よ
る
と
'
著
者
の
蹄
青
氏
は
､

一
九
八
〇
年
代
に
復
旦
大
学
王
達

配
…教
授
の
も
と
で
修
士
論
文

｢粛
綱
詩
歌
研
究
｣
を
ま
と
め
ら
れ
た
｡

昔
時
'
博
士
課
程
専
攻
と
し
て
在
籍
し
た
曹
旭
氏
と
の
単
線
か
ら
'

そ
の
後
､
曹
旭
氏
が
勤
め
て
お
ら
れ
る
上
海
師
範
大
学
で
博
士
課
程

を
修
め
'
｢宮
腰
詩
｣
に
関
す
る
研
究
を
い
っ
そ
う
深
め
ら
れ
た
｡

そ
の
博
士
論
文
に
､
さ
ら
に
手
を
加
え
改
め
た
も
の
が
本
書
で
あ
る
'

と
言
う
｡

標
題
こ
そ

｢南
朝
宮
腰
詩
｣
と
時
代
に
幅
を
持
た
せ
て
い
る
本
書

で
あ
る
が
'
｢宮
腰
詩
｣
に
は
そ
れ
が
詩
歌
と
し
て
の
生
命
を
保
っ

て
い
た
時
期
が
あ
る
､
と
し
て
､
晋
安
王
粛
綱
が
皇
太
子
と
な
っ
て

東
宮
に
入
っ
た
梁
中
大
通
三
年
よ
-
少
し
早
い
時
期
か
ら
'
初
唐
ま

で
の
期
間
の

｢宮
腰
｣
詩
を

｢歴
史
的
な
も
の
｣
と
す
る

(二
一
頁
)
｡

贋
-

｢宮
腰
詩
｣
と
呼
ば
れ
る
作
品
の
中
で
も
､
艶
詩
と
そ
れ
が
沓

展
し
た

｢宮
腰
｣
詩
と
の
境
界
を
強
-
意
識
し
て
､
そ
の
境
界
を
説

明
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
｡

全
膿
の
構
成
は
､
｢宮
髄
｣
及
び

｢宮
腰
詩
｣
を
め
ぐ
る
諸
問
題
､

諸
事
情
を
多
角
的
に
掘
-
下
げ
る
幾
つ
か
の
章
か
ら
成
る
｡
章
立
て

は
次
の
通
り
で
あ
る
｡

導

言

中
古
詩
風
興
宮
髄

第

一
章

宮
腰
界
説
諭

第
二
章

宮
鰭
背
景
論

第
三
章

宮
腰
詩
学
観

第
四
章

宮
腰
淵
源
論

第
五
章

宮
僅
特
質
論
(上
)
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第
六
章

〃
(下
)

第
七
章

宮
腰
情
値
論

第
八
章

宮
膿
分
期
論

第
九
章

『王
墓
新
詠
』
輿
宮
腰
詩

第
十
章

二
十
世
紀
宮
膿
詩
研
究
述
略

こ
れ
に
､
資
料
篇
と
も
言
え
る
附
録
が
六
伴
う
｢粛
綱
年
譜
簡
編
｣

｢粛
綱
侠
詩
補
輯
｣
｢粛
綱
僚
層
考
｣
｢〟自
購
″

説
質
疑
｣
｢斉
梁
陳

艶
詩
篇
目
｣
｢二
十
世
紀
宮
腰
詩
研
究
論
者
要

目
｣
の
順
で
排
さ
れ

て
い
る
｡

か
な
-
章
立
て
は
多
い
が
､
概
ね
三
部
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き

る
｡
す
な
わ
ち
'
第

一
章
か
ら
第
五
章
ま
で
'
ま
ず
は

｢宮
膿
｣
の

名
稀
の
滴
義
を
確
認
し
'
｢宮
濃
｣
の
赦
合
的
背
景
'
思
想
的
背
景
'

美
学
的
背
景

(以
上
第
二
章
)､
文
学
思
想

･
理
論
と
の
関
係

(第
三

辛
)､
晩
成
の
文
学
ス
タ
イ
ル
か
ら
の
影
響

(第
四
章
)t
と

｢宮

健
｣
詩
形
成
の
前
提
と
な
る
諸
情
況
に
つ
い
て
の
整
理

･
検
討
が
示

さ
れ
る
｡
そ
れ
に
績
-
'
約
百
頁
に
わ
た
る
第
五

･
六
章

｢特
質

論
｣
は
'
お
そ
ら
-
本
書
の
メ
イ
ン
を
成
す
｡
こ
の
章
で
､
具
倦
的

に
作
品
に
即
し
た
分
析
を
展
開
し
､
そ
の
う
え
で
､
第
七
章
以
下
'

書

評

債
値
批
評
'
時
期
直
分
'
最
重
要
文
献
で
あ
る

『王
墓
新
詠
』
と
の

関
係
を
考
察
す
る
手
順
を
踏
ん
で
い
る
｡
｢宮
憶
詩
｣
に
繋
が
る
歴

史
的
要
素
も
'
｢宮
髄
｣
期
の
同
時
代
の
諸
要
因
も
'
そ
の
時
閲
的

先
後
を
癒
し
て
'
等
し
-

｢官
髄
｣
詩
の
賓
態
槍
譜
の
材
料
と
し
て

提
示
す
る
方
法
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
構
成
上
の
特
徴
は
､
お
そ
ら
-

本
書
が
'
｢宮
腰
｣
詩
と
所
謂

｢宮
髄
詩
｣
の
別
を
暖
味
な
ま
ま
に

せ
ず
､
明
確
に
分
け
る
立
場
で
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
無
縁
で
は

な
い
だ
ろ
う
｡
以
下
'
本
書
に
論
述
さ
れ
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
､

三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
分
か
ち
'
前
掲
二
書
等
と
の
比
較
も
交
え
つ
つ
､

見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
｡

(

一

)

宮
腰
詩
と
艶
話
の
笹
界
'
淵
源
論

第

一
章

｢宮
髄
界
説
諭
｣
は
､
宮
腰
詩
の
定
義
を
め
ぐ
っ
て
､
中

国
に
お
け
る
在
来
の
諸
説
を
整
理
し
っ
つ
確
認
の
作
業
を
行
っ
て
い

る
｡
こ
の
章
以
降
に
行
わ
れ
る
検
討
の
前
提
と
も
な
る
章
で
あ
る
｡

蹄
氏
の
議
論
を
要
約
す
る
と
､
｢宮
憶
詩
｣
は
､
題
材
の
面
で
見
る

と

l
種
の
艶
詩
で
あ
る

(｢内
海
的
確
定
(
一
)
‥
艶
詩
性
質
｣)
が
'
形

式

･
風
格
に
お
い
て
見
る
と
'
艶
詩
の
中
で
も
所
謂

｢新
襲
｣
の
特
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徴
を
備
え
た
艶
詩
で
あ
る

(｢内
滴
的
確
定
(二
)
‥
新
蟹
特
徴
｣)
｡

さ
ら

に
､
斉
永
明
期
の
艶
詩
と
梁
代

｢宮
腰
｣
詩
と
を
分
か
つ
の
は
､
髄

物
描
鴛
で
あ
-

(｢内
滴
的
確
定
(≡
)
‥
膿
物
特
性
｣)'
｢宮
腰
｣
の
催

物
の
特
性
に
は
､
題
材

･
形
膿
措
鴛
を
主
と
す
る
パ
タ
ー
ン
と
'
開

怨

･
女
性
の
情
感
の
描
駕
を
圭
と
す
る
パ
タ
ー
ン
が
あ
る

(二
九
-

三
三
頁
)､
と
す
る
｡
ま
た
'
｢宮
髄
詩
｣
を
'
文
人
に
よ
る
詩
で
あ

る

(三
四
頁
)
と
す
る
著
者
は
､
楽
府
､
民
歌
は
､
艶
情
を
歌

っ
て

い
る
が
'
新
愛
髄
の
艶
詩
の
特
性
を
具
え
て
い
な
い
｡
文
人
の
擬
楽

府

(謝
桃
や
王
融
詩
の
類
)
は
'
拝
情
詩
で
あ
る
が
'
詠
物
の
詩
で
は

な
い
｡
-
-
等
々
'
｢宮
健
詩
｣
か
ら
'
そ
れ
ら
を
排
除
す
る
理
由

を
説
明
す
る
た
め
に
､
詳
細
な
考
察
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る

と
'
｢宮
健
詩
｣
に
関
す
る
基
本
的
な
性
格
を
細
か
に
肺
分
け
す
る

作
業
は
'
難
儀
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
る
｡
そ
も
そ

も

｢宮
膿
詩
｣
に
は
'
多
様
な
要
素
が
吸
収
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
､

石
氏
'
胡
氏
も
網
羅
す
る
通
-
で
あ
-
､
本
書
に
よ
っ
て
も
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
｡
類
縁
関
係
の
あ
る
ス
タ
イ
ル
と
の
境
界
が
唆
味
に

な
る
の
は
或
る
程
度
必
然
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
｡
敢
え
て
厳

密
な
分
別
を
試
み
た
本
書
著
者
の
努
が
推
し
測
ら
れ
る
｡

第
三
章

｢詩
学
観
｣
で
は
､
｢宮
檀
｣
を
唱
導
し
た
梁
の
簡
文
帝
'

元
帝
を
は
じ
め
と
す
る
､
作
-
手
た
ち
の
文
学
観
を
侍
え
る
諸
文
献

を
も
と
に
'
彼
ら
の
詩
文
に
つ
い
て
の
理
念
を
五
項
目
に
分
け
て
検

討
し
て
い
る
｡
ま
ず
'
彼
ら
が
'
詩
歌
の
本
質
を

『詩
経
』
大
序
の

｢吟
詠
惰
性
｣
に
あ
-
､
と
認
識
し
て
い
た
と
し
て
､
｢情
｣
｢性
｣

の
意
味
に
つ
い
て
考
察
を
し

(｢詩
歌
本
質
論
｣)'
次
い
で
､
創
作
に

関
す
る
主
張
､
詩
歌
の
効
用
､
風
格
､
地
位
に
関
す
る
主
張
の
内
容

に
つ
い
て
考
察
を
行
な
っ
て
い
る
｡
美
的
感
覚
の
享
受
に
供
す
る
致

用
を
重
視
す
る
の
は
'
南
朝
詩
学
に
普
遍
的
に
み
ら
れ
る
考
え
方
で

あ
る

(七
四
頁
)
と
す
る
な
ど
､
｢宮
腰
詩
｣
を
､
南
朝
詩
全
健
の
流

れ
の
中
で
捉
え
る
著
者
の
姿
勢
も
窺
わ
れ
る
｡

第
四
章

｢宮
健
淵
源
論
｣
で
は
､
｢宮
腰
｣
詩
が
影
響
を
受
け
た

詩
文
の
形
態
と
し
て
'
詠
物
詩
'
楽
府
詩
'
解
脱
'
そ
し
て
屈
原
か

ら
建
安
'
雨
音
'
劉
末
ま
で
の
艶
詩

(｢文
人
艶
詩
｣)
の
四
つ
の
項

目
を
立
て
て
い
る
｡
う
ち
'
例
え
ば
､
酔
賦
か
ら
の
影
響
と
し
て
は
'

詠
物
の
手
法
と
'
宋
玉

｢登
徒
子
好
色
賦
｣
以
下
の
所
謂

｢情
｣
の

賦
'
｢哀
怨
｣
の
既
の
系
譜
に
お
け
る
女
性
の
情
感
措
鴛
と
の
二
鮎

に
目
を
向
け
る
｡
こ
れ
は
'
胡
氏
書
に
'
同
じ
-

｢新
鹿
｣
の
宮
腰
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詩
へ
の
影
響
を
述
べ
る
章

(第
六
章
)
が
あ
る
が
'
そ
こ
で
は
専
ら

女
性
の
情
感
描
寓
の
方
面
で
の
影
響
が
注
目
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
の

や
､
石
氏
書
が
'
永
明
鰹
に
お
け
る
詠
物
の
手
法
を
検
討
す
る
節
で

詠
物
の
賦
か
ら
の
影
響
に
梱
れ
る

(
一
三
二
-

一
三
三
頁
)
の
と
比
べ

て
､
｢宮
檀
｣
詩
の

｢淵
源
｣
の
整
理
と
し
て
'
よ
-
適
切
に
見
え

る
｡
な
お
'
｢文
人
戟
詩
｣
の
影
響
は
'
第

一
章

｢区
界
説
｣
で
も

充
分
に
言
及
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
し
､
場
合
に
よ
っ
て
は

｢宮
腰

詩
｣
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
'

本
章
で
ま
た

一
項
目
と
し
て
論
じ
る
の
に
は
'
些
か
煩
雑
な
印
象
を

覚
え
な
い
で
も
な
い
｡

(

l

l)

｢宮
腰
｣
期
作
品
の
検
討

第
五
章

･
第
六
章

｢宮
腰
特
質
論
(上
)｣
÷
同
(下
)｣
で
'
具
鰭

的
に
作
品
を
も
と
に

｢宮
腰
｣
詩
の
諸
特
質
の
解
明
が
行
わ
れ
る
｡

こ
こ
で
検
討
材
料
と
な
る
作
品
は
'
圭
に

｢宮
髄
｣
期
の
も
の
で
あ

る
｡
艶
詩
と
さ
れ
て
い
て
も
'
｢宮
憶
｣
以
前
に
屠
す
る
と
著
者
が

見
な
す
作
品

(例
え
ば
沈
約
な
ど
)
の
参
照
は
'
最
低
限
に
抑
え
ら
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
｢宮
健
｣
期
に
封
象
が
絞
ら
れ
て
い
る
ぶ
ん
'

書

評

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
の
作
品
分
析
が
行
わ
れ
て
お
-
'
充
害
し
た

も
の
と
な
っ
て
い
る
｡
(上
)
で
は

｢観
賞
性

(玩
賞
'
鰭
物
'
軽
艶
の

成
因
)｣
を
'
(下
)
で
は

｢新
愛

(人
物
形
象
措
寛
'
封
偶
'
聾
律
'
用

典
､
語
言
風
格
)｣
を
迩
づ
け
る
｡
各
検
討
の
う
ち
で
も
'
特
に
(下
)

で
行
わ
れ
て
い
る
'
封
偶
'
聾
律
な
ど
の
分
析
は
'
詩
史
に
お
け
る

韻
律
の
離
琢
の
方
面
で
は
夙
に
関
心
を
寄
せ
ら
れ
る

｢宮
腰
｣
詩
で

あ
る
だ
け
に
､
参
考
に
慣
す
る
｡
も
ち
ろ
ん
､
数
値
で
示
さ
れ
た
比

率
の
類
は
'
膏
は
デ
ー
タ
の
根
接

(封
象
と
す
る
作
品
)
に
括
れ
が
あ

る
わ
け
で
'
あ
-
ま
で
も
参
考
に
と
ど
ま
る
｡
や
む
を
得
な
い
こ
と

だ
ろ
う
｡

な
お
､
｢宮
腰
｣
期
の
同
題
で
の
競
作
に
つ
い
て
'
そ
の
制
約
が

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
検
討
し
た
例
と
し
て
は
､
前
掲
森
野

氏
書
の
第
三
章
第
二
節

｢詩
の
制
作
に
加
え
ら
れ
た
制
約
｣
に
､

｢内
容
に
つ
い
て
の
制
約
｣
と
し
て

｢和
-

｣
｢同
-

｣
｢侍
宴
'

賦
得
!

｣
｢詠
-

'
磨
詔

(令
･
敦
)｣
'
｢形
式
に
つ
い
て
の
制

約
｣
と
し
て
句
教
､
韻
が
'
さ
ら
に

｢制
作
方
法
に
つ
い
て
の
制

約
｣
'
｢
そ
の
他
の
制
約
｣
と
'
細
か
-
整
理
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
｡

本
書
の
場
合
は
'
森
野
氏
書
に

｢制
約
｣
と
い
う
枠
組
み
で
と
-
上

- 111-
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げ
ら
れ
て
い
る

｢奉
和
｣
｢賦
得
｣
｢鷹
令
｣
な
ど
の
､
場
を
同
じ
-

し
て
の
競
作
t
と
い
う
関
心
は
あ
ま
-
排
わ
れ
て
い
な
い
｡
章
題
通

-
に

｢宮
腰
｣
期
の
作
品
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
専
念
し

て
い
る
｡
し
か
し
'
周
知
の
通
-
'
｢宮
憶
｣
作
品
に
は
'
各
詩
人

が
個
人
の
尊
意
で
作
っ
た
と
い
う
よ
-
は
'
宮
廷
を
中
心
に

｢場
｣

に
即
し
て
営
ま
れ
た
も
の
t
と
い
う
特
徴
が
あ
る
｡
こ
の
こ
と
を
顧

慮
す
る
な
ら
ば
'
各
題
の
作
品
群
が
作
ら
れ
た
場
ご
と
に
検
討
を
し

て
み
る
と
い
う
作
業
に
よ
っ
て
'
詩
人
ご
と
に
散
ら
し
て
の
槍
謹
か

ら
は
見
え
な
い
よ
う
な
'
こ
の
ス
タ
イ
ル
の
賓
態
に
迫
る
こ
と
も
可

能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
｡
｢宮
腰
｣
詩
に
は
類
型
的
作
品
が
多
い
､

と
い
う
こ
と
も
言
わ
れ
る
が
'
そ
の
類
型
性
の
解
明
に
も
つ
な
が
る

だ
ろ
う
｡
本
書
に
限
ら
ず
､
前
の
二
書
に
も
'
こ
の
方
面
へ
の
目
配

-
が
窺
わ
れ
な
い
の
は
'
惜
し
ま
れ
る
｡

(

三

)

俸
統
的
に
負
の
許
債
を
招
い
た
原
因
を
検
討
す
る
こ
と
は
必
要
か

第

七
章

｢宮
腰
慣
値
論
｣
は
'
同
意
で
き
る
部
分
と
､
考
え
さ
せ

ら
れ
る
部
分
と
が
混
在
す
る
｡
第
二
節

｢宮
腰
詩
的
審
美
機
制
｣
に

お
い
て
､
｢宮
腰
詩
｣
作
品
に
見
ら
れ
る
美
的
表
現
の
追
求
は
'
文

撃
史
の
う
え
で
功
績
が
大
き
-
'
ま
た
'
博
続
的
な
鰻
敦
を
重
ん
じ

る
立
場
か
ら
制
約
を
受
け
や
す
い
女
性
美
の
表
現
を
堂
々
と
開
花
さ

せ
た
こ
と
に
お
い
て
評
債
で
き
る
､
と
す
る

(二
五
七
頁
)｡
大
方
の

異
論
の
無
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
｡

l
方
､
｢宮
腰
｣
詩
に
備
わ
る
思
想
的
傾
向
と
し
て

｢享
楽
追
求
｣
､

｢男
権
意
識
｣
'
｢女
性
へ
の
同
情
｣
の
三
郎
を
挙
げ

(第
一
節
)'
例

え
ば
'
｢享
楽
追
求
｣
的
な
傾
向
が

｢宮
腰
詩
の
退
廃
的
色
彩
を
生

ん
で
い
る
原
因
の

一
つ
｣
で
あ
-
､
｢
こ
の
方
面
か
ら
見
る
と
'
宮

腰
詩
の
内
容
は
深
-
な
い
｣
(二
四
七
頁
)
と
結
ぶ
｡
ま
た
'
第
三
節

で
は
､
｢映
陥
｣
を
三
鮎
指
摘
し
､
そ
の
原
因
に
つ
い
て
考
察
を
し

て
い
る
｡
日
-
'
異
情
が
希
薄
で
あ
-

(｢情
的
淡
化
｣)､
詩
の
作
-

手
の
個
性
が
希
薄
で
あ
-

(｢個
人
風
格
的
淡
化
｣)'
内
容
が
浮
薄
で

あ
る

(｢内
容
的
浮
洩
｣)｡
こ
れ
ら
三
大
紋
鮎
に
つ
い
て
､
そ
れ
ぞ
れ
､

真
情
が
希
薄
な
の
は
'
｢宮
腰
詩
｣
の
必
然
と
L
t
個
性
が
希
薄
に

な
る
原
因
は
､
美
的
追
求
の
ゆ
え
と
L
t
浮
薄
と
な
る
原
因
は
'
作

-
手
た
ち
が
生
活
髄
験
に
乏
し
い
ゆ
え
と
し
'
そ
の
た
め
作
品
中
の

｢真
情
賓
感
｣
が
放
け
て
し
ま
っ
た
の
だ
t
と
述
べ
る

(二
七
五
頁
)
.

公
平
を
期
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
'
果
た
し
て
一
連
の
考
察
は
､
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本
研
究
に
お
い
て
必
要
だ
ろ
う
か
｡
こ
こ
で
奉
げ
ら
れ
た

｢鉄
陥
｣

は
､
ど
れ
も
博
統
的
に

｢宮
腰
詩
｣
に
向
け
ら
れ
た
負
の
評
債
を
覆

す
ど
こ
ろ
か
､
そ
れ
ら
を
追
認
す
る
も
の
の
よ
う
に
映
る
｡
第
六
章

ま
で
綿
密
に
'
｢宮
健
詩
｣
が
確
か
な
底
流
を
受
け
て
成
立
し
盛
行

し
た
と
い
う
事
賓
を
槍
謹
し
､
著
者
自
身
'
｢濁
特
の
美
が
あ
る
｣

(二
六
七
頁
)
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
本
書
で
あ
る
｡
そ
の
作
業
は
'

何
の
た
め
に
行
わ
れ
た
の
か
｡
｢宮
鰻
詩
｣
に
つ
い
て
そ
の
賓
像
を

提
示
す
る
任
務
に
お
い
て
､

一
律
に
ど
の
文
学
に
も

｢異
情
｣
や

｢個
性
の
馨
露
｣
が
備
わ
る
と
い
う
よ
う
な
前
提
に
立
つ
'

1
種
の

固
定
し
た
基
準
に
つ
き
合
う
こ
と
は
必
要
な
の
か
'
疑
問
で
あ
る
｡

因
み
に
､
本
書
に
お
い
て
こ
の
章
の
果
た
す
役
割
は
'
石
氏
書
に

お
け
る
第
七
章

｢宮
健
詩
的
聾
循
貢
戯
輿
審
美
債
値
｣
'
胡
氏
書
に

お
け
る
第
十
三
幸

｢唯
美
批
評
傾
向
中
的
宮
腰
詩
理
論
｣
に
似
る
と

思
わ
れ
る
｡
石
氏
書
で
は
'
宮
腰
詩
の
達
成
し
た
表
現
上
の
特
質
を
'

唐
末
へ
と
継
承
さ
れ
て
ゆ
-
展
望
に
つ
な
い
で
お
-
'
胡
氏
書
に
お

い
て
は
､
｢唯
美
批
評
｣
の
傾
向
の
中
で
検
討
し
て
い
る

(第
三
節
で

｢宮
腰
詩
人
が
ど
の
よ
う
に
融
合
責
任
を
操
っ
た
か

(宮
腰
詩
人
念
校
承
槍

融
合
責
任
)｣
と
い
う
問
題
設
定
を
し
て
い
る
鮎
だ
け
は
､
疑
問
が
残
る
)｡

書

評

そ
れ
ら
の
適
不
適
は
別
と
し
て
､
著
者
が
自
ら
論
述
を
積
み
上
げ
解

明
し
て
き
た

｢宮
鰭
詩
｣
の
賓
像
に
つ
い
て
'
そ
れ
を
長
ら
-
負
の

存
在
と
し
て
文
学
史
上
に
位
置
づ
け
て
き
た
の
と
同
じ
枠
組
み
で
の

批
評
に
立
ち
入
ら
な
い
姿
勢
は
'
許
債
で
き
る
｡

以
上
､
大
賛
粗
雑
な
が
ら
三
善
の
あ
ら
ま
し
を
見
て
き
た
｡
各
書

そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
意
識
､
構
成
に
は
数
々
の
微
妙
な
差
異
が
あ
-
'

1
口
に

｢宮
倦
詩
研
究
｣
と
言
っ
て
も
'
切
-
口
に
よ
っ
て
そ
こ
に

ヽ
ヽ

見
え
て
-
る
姿
も
異
な
っ
て
-
る
よ
う
だ
｡
し
か
し
､
そ
れ
は
ぶ
れ

と
か
不
安
定
と
い
う
こ
と
で
は
な
-
'
む
し
ろ

｢宮
腰
｣
と
い
う
ス

タ
イ
ル
の
中
に
吸
収
さ
れ
た
文
学
世
界
の
豊
か
さ
に
よ
る
も
の
と
受

け
と
め
る
べ
き
な
の
か
も
知
れ
な
い
｡
切
り
口
こ
そ
違
え
'
い
ず
れ

の
書
に
お
い
て
も
共
通
し
て
､
『詩
経
』
『楚
辞
』
か
ら
六
朝
ま
で
'

つ
ま
-
唐
に
先
立
つ
時
代
の
文
学
の
堆
積
の
中
か
ら
'
｢宮
腰
｣
に

結
び
つ
-
諸
要
因
を
掬
い
あ
げ
'
ど
う
結
び
つ
-
か
を
整
理
す
る
作

業
が
行
わ
れ
て
い
る
｡
そ
の
作
業
に
よ
っ
て
'
｢宮
健
詩
｣
の
源
に

横
た
わ
る
文
学
'
文
化
の
流
れ
の
存
在
'
士
大
夫
に
そ
れ
を
喜
ぶ

｢性
情
｣
が
あ
る
事
賓
が
は
っ
き
-
と
浮
か
び
上
が
っ
て
-
る
し
､
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ひ
い
て
は
そ
れ
が

｢宮
腰
｣

へ
の
然
る
べ
き
評
債
の
根
嫁
と
も
な
る

だ
ろ
う
｡
｢宮
腰
｣
研
究
が
､
中
国
古
典
文
学
を
よ
-
幅
贋
-
豊
か

な
も
の
と
し
て
把
握
す
る
た
め
に
不
可
鉄
の
重
要
な

一
分
野
で
あ
る

こ
と
を
'
こ
の
三
善
は
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
で
示
し
て
い
る
｡
む
ろ
ん
'

｢宮
腰
｣
期
に
お
け
る
作
品
と
そ
の
場
の
賓
態
を
は
じ
め
､
検
討
が

充
分
と
は
思
わ
れ
な
い
部
分
は
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
が
'
今
後
の
研

究
の
中
で
解
決
さ
れ
て
ゆ
-
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
｡

証
｢宮
鯉
詩
｣
の
語
は
'
文
中
に
掲
げ
る
劉
師
培
の
説
を
は
じ
め
､
こ
れ

を
用
い
る
研
究
者
に
よ
っ
て
'
場
面
に
よ
っ
て
､
そ
の
指
す
中
身
に
だ
い

ぶ
ば
ら
つ
き
が
あ
る
こ
と
は
'
夙
に
興
膳
宏

｢艶
詩
の
形
成
と
沈
約
｣
に

｢｢宮
腰
詩
｣
と
い
う
こ
と
ば
は
存
外
無
造
作
に
用
い
ら
れ
る
き
ら
い
が

あ
る
よ
う
だ
が
う
そ
の
賛
態
は
は
た
し
て
ど
う
だ
っ
た
か
｣
(
『乱
世
を
生

き
る
詩
人
た
ち
-

六
朝
詩
人
論
-

』
四
五
九
頁
'
研
文
出
版
へ
二
〇

〇
一
年
)
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
同
論
考
に
お
い
て
は
､
染
大
同
以
降
に

｢宮
腰
｣
の
名
稀
が
起
こ
っ
て
以
降
の
艶
話
を

｢宮
腰
期
艶
詩
｣
と
呼
ん

で
お
ら
れ
る
.
し
か
し
'
こ
れ
が
諸
家
の
所
謂

｢宮
腰
詩
｣
に
代
替
で
き

る
と
は
今
の
と
こ
ろ
言
い
切
れ
な
い
｡
本
書
評
で
は
t
と
-
あ
げ
る
著
作

の
タ
イ
-
ル
に
共
通
し
て

｢宮
後
詰
｣
と
あ
る
こ
と
に
配
慮
し
て
'
便
宜
'

幅
贋
い
意
味
合
い
と
見
ら
れ
る

｢宮
鰹
詩
｣
は

｢｣
付
き
で
表
示
し
'

｢宮
腰
｣
期
の
作
品
を
指
す
場
合
に
は

｢宮
膿
｣
或
い
は

｢宮
腰
｣

詩
と

構
す
る
こ
と
と
す
る
｡

(石
観
海

『宮
健
詩
派
研
究
』
武
漢
大
学
出
版
稚

二
〇
〇
三
年
八
月

三
五
七
頁
)

(胡
大
富

『宮
腰
詩
研
究
J)
商
務
印
書
館

二
〇
〇
四
年
十

一
月

四

〇
〇
頁
)

(蹄
青

『南
朝
宮
膿
詩
研
究
』
上
海
古
籍
出
版
蔽

二
〇
〇
六
年
七
月

四
五
〇
頁
)
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