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克
陵
派
の
選
評
に
対
す
る
認
識

｜
｜
選
評
の
主
観
性
を
中
心
と
し
て
｜
｜

主主・
1司

仁

徳

中
国
の
明
末
に
活
躍
し
た
、

い
わ
ゆ
る
克
陵
派
の
代
表
と
し
て
称
せ
ら
れ
る
鍾
慢
と
謹
元
春
が
『
詩
蹄
』
を
選
評
し
た
も
っ
と
も
大
き
い

は
じ
め
に

動
機
の
一
つ
は
、
後
七
子
の
李
掌
龍
が
作
っ
た
『
古
今
詩
剛
』
に
対
抗
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
入
矢
義
高
氏
が

い
て
」
の
中
で
、
『
詩
蹄
』
が
作
ら
れ
た
経
過
と
、
そ
れ
が
当
時
及
び
後
代
の
文
壇
に
与
え
た
影
響
と
を
論
じ
た
中
で
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
鍾
埋
み
ず
か
ら
「
蓋
し
平
生
の
精
力
の
、
十
の
九
は
詩
蹄
一
書
に
尽
き
ぬ
。
」
と
一
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
ら
が
心
血
を
傾
け

「
詩
婦
に
つ

て
『
詩
蹄
』
を
編
纂
し
た
理
由
は
、
た
だ
こ
の
点
だ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
古
人
及
び
当
時
の
人
々
の
作
品
を
選
評
す
る
こ
と

自
体
を
非
常
に
重
視
し
、
そ
こ
に
大
き
い
意
味
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
中
国
文
学
史
の
上
で
選
評
の
歴
史
は
長
い
が
、
彼
ら
（
そ
の
中
で

も
特
に
鍾
僅
〉
の
よ
う
に
、
繰
り
返
し
て
選
評
の
意
義
を
強
調
し
た
人
が
外
に
い
る
だ
ろ
う
か
？
も
ち
ろ
ん
明
代
、
特
に
明
末
に
は
多
く
の

詩
文
の
選
集
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
の
で
、
彼
ら
の
選
評
重
視
の
考
え
が
、
そ
う
い
う
時
代
的
状
況
を
背
景
に
し
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
推
測



で
き
る
。
従
っ
て
、
寛
陵
派
の
選
評
重
視
の
思
想
は
、
明
末
の
文
学
活
動
の
重
要
な
一
面
を
彼
ら
な
り
に
意
味
付
け
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

だ
と
す
れ
ば
、

そ
れ
が
具
体
的
に
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
を
考
察
し
て
み
る
の
も
、
決
し
て
む
だ
な
こ
と
だ
と
は
思
わ
れ
な
い
。

今
ま
で
多
く
の
中
国
文
学
批
評
史
や
研
究
書
は
、

主
に
克
陵
派
の
創
作
論
を
含
む
詩
文
理
論
に
つ
い
て
述
べ
、
克
陵
派
の
選
評
活
動
や
選

評
重
視
の
思
想
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
が
、
方
孝
岳
の
『
中
国
文
学
批
評
』
と
呉
宏
一
の
『
清
代
詩
学
初
探
』
は
彼
ら

の
選
評
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
も
注
目
し
て
記
述
し
て
い
る
。
そ
し
て
明
代
の
文
学
批
評
に
関
係
す
る
書
物
の
中
で
は
お
そ
ら
く
一
番
新
し

い
と
言
え
る
上
海
古
籍
出
版
社
の
『
明
代
文
学
批
評
史
』
（
一
九
九
一
年
出
版
）
で
は
、
『
詩
蹄
』
に
つ
い
て
述
べ
な
が
ら
寛
陵
派
の
選
評
に

つ
い
て
の
考
え
方
に
も
触
れ
て
い
る
。

し
か
し
い
ず
れ
の
論
述
も
簡
潔
で
そ
の
全
貌
を
知
る
の
に
充
分
だ
と
は
言
い
が
た
い
。
小
論
で
は
こ

れ
ら
の
先
行
研
究
も
参
考
し
た
上
、
な
る
べ
く
鍾
程
と
謹
元
春
の
文
章
を
多
く
引
用
し
な
が
ら
彼
ら
に
と
っ
て
選
評
と
は
ど
う
い
う
意
味
を
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持
っ
て
い
た
か
を
追
跡
し
て
み
た
い
が
、
そ
の
中
で
も
特
に
詩
評
価
に
お
い
て
の
客
観
性
と
主
観
性
に
つ
い
て
の
彼
ら
の
認
識
に
重
点
を
置

く
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
論
理
展
開
の
関
係
上
、
す
で
に
発
表
し
た
拙
稿
「
克
陵
派
の
文
学
理
論
l
公
安
派
と
の
差
異
点
に
重
点
を
お

い
て
1

」
と
引
用
文
の
一
部
分
が
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
置
く
。

『
詩
蹄
』
以
外
に
も
鍾
慢
（
あ
る
い
は
鍾
慢
と
語
元
春
）

の
名
を
選
評
者
（
選
者
あ
る
い
は
評
者
も
含
め
て
）
と
す
る
書
物
が
多
く
伝
え

ら
れ
て
い
る
。
『
四
庫
総
目
提
要
』
（
総
集
類
存
目
）

に
は
『
詩
蹄
』
と
共
に
『
明
詩
蹄
』
、
『
名
媛
詩
蹄
』
、
『
周
文
蹄
』
、
『
宋
文
蹄
』
が
記
載

さ
れ
て
い
て
、

そ
の
中
で
『
明
詩
蹄
』
と
『
名
媛
詩
蹄
』
は
偽
託
と
さ
れ
て
い
る
。

入
矢
義
高
氏
は
「
詩
信
仰
に
つ
い
て
」

の
中
で
、
鍾
慢
と

謹
一
五
春
の
書
と
し
て
伝
わ
る
も
の
で
『
蹄
』
の
名
を
取
っ
た
も
の
だ
け
を
い
ろ
い
ろ
な
書
目
か
ら
拾
っ
て
み
る
と
し
て
、
『
四
庫
総
目
提
要
』



の
『
詩
蹄
』
を
除
い
た
四
書
以
外
に
『
秦
文
蹄
』
、
『
漢
文
蹄
』
、
『
南
北
朝
文
婦
』
、
『
唐
文
蹄
』
、
『
八
大
家
文
蹄
』
の
名
を
挙
げ
て
お
り
、
「
い

ず
れ
も
坊
買
が
鍾
謹
に
名
を
託
し
た
も
の
と
断
じ
て
よ
か
ら
う
」
と
言
わ
れ
る
。
鍾
慢
と
謹
元
春
に
偽
託
し
た
も
の
は
小
説
関
係
の
書
ま
で

及
ん
で
い
て
、

日
本
で
も
以
前
に
白
木
直
也
氏
に
よ
っ
て
『
水
濡
侍
』
の
批
評
書
で
あ
る
『
鍾
伯
敬
批
評
四
知
館
刊
本
』
に
つ
い
て
の
一
連

の
論
文
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
書
も
や
は
り
偽
託
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
鍾
慢
に
は
ま
た
『
詩
経
』
に
関
す

る
書
な
ど
い
ろ
い
ろ
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
全
部
挙
げ
る
と
す
れ
ば
切
り
が
な
い
が
、
上
で
列
挙
し
た
書
物
も
含
め
て
そ
の
す
べ
て

を
偽
託
と
し
て
片
付
け
て
し
ま
う
の
は
少
し
早
計
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
鍾
慢
と
護
元
春
を
選
評
者
に
す
る
書
を
全
部
整
理
し
て
、

本
物
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
偽
託
は
そ
れ
な
り
に
そ
の
特
徴
を
調
べ
て
み
る
こ
と
は
、
鍾
握
と
謹
元
春
が
当
時
の
人
々
に
ど
う
い
う
選
評
家

と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
が
分
か
る
、
す
こ
ぶ
る
興
味
深
い
問
題
だ
と
思
う
が
、
今
の
筆
者
に
は
力
の
及
ば
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
こ

れ
ら
の
書
物
が
あ
り
、
な
お
そ
の
一
部
分
が
現
在
も
残
っ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
す
る
の
は
、

『
詩
蹄
』
が
当
時
ど
れ
ほ
ど
盛
行
し
た
か
を
知
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る
の
に
役
に
立
つ
の
は
も
ち
ろ
ん
、
鍾
慢
と
謹
元
春
の
当
時
に
お
い
て
の
選
評
家
と
し
て
の
面
貌
が
窺
え
る
か
ら
で
あ
る
。

実
際
、
選
評
家
と
し
て
の
評
価
の
高
低
は
と
も
か
く
、
特
に
鍾
慢
が
選
評
す
る
の
を
好
ん
だ
こ
と
は
当
時
に
広
く
認
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ

る
。
明
末
清
初
の
人
、
周
亮
工
が
編
ん
だ
『
尺
膿
新
鈴
』
に
は
、
鍾
握
と
護
元
春
及
び
『
詩
蹄
』
に
つ
い
て
の
言
及
が
し
ば
し
ば
見
え
る
が
、

あ
っ

そ
の
中
で
活
文
光
は
「
刻
李
鍾
合
選
輿
友
人
（
又
）
」
で
、
「
伯
敬
裁
つ
こ
と
を
好
め
ど
も
、
筆
を
下
す
こ
と
簡
な
ら
ざ
る
は
、
胸
中
厚
か
ら

ざ
る
に
縁
る
の
み
。
」
と
言
う
。
そ
し
て
鍾
慢
の
友
人
の
商
孟
和
は
、
「
詩
、
選
せ
ず
ん
ば
詩
な
ら
ざ
る
な
り
。
選
、
鍾
子
な
ら
ず
ん
ば
、
選

な
ら
ざ
る
な
り
。
」
と
言
い
、
鍾
慢
に
自
ら
の
詩
集
の
選
を
頼
ん
で
い
る
。
鍾
慢
の
『
隠
秀
軒
集
』
に
は
、
鍾
慢
が
人
の
た
め
に
詩
集
を
選
し

て
、
そ
の
後
書
い
た
序
が
い
く
つ
か
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
あ
る
程
度
名
戸
を
得
た
詩
文
家
に
、
そ
の
友
人
や
追
従
者
達
が
自
分
の

詩
集
の
選
や
序
を
頼
む
こ
と
は
一
般
的
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
鍾
慢
は
選
評
家
と
し
て
の
自
覚
と
自
信
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
鍾
僅



は
謹
元
春
の
詩
集
の
序
で
あ
る

「
簡
遠
堂
近
詩
序
」
の
中
で
、
若
く
自
信
満
満
な
謹
元
春
は
た
と
え
「
畏
友
名
師
」

の
指
摘
で
も
、
も
し
当

ら
な
け
れ
ば
決
し
て
受
け
入
れ
な
い
が
、
片
語
の
去
取
に
お
い
て
も
鍾
慢
の
裁
決
を
待
つ
と
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
言
う
。

夫
錦
繍
千
尺
、
善
作
者
不
必
善
裁
、
善
裁
者
不
必
善
作
、
世
固
有
不
能
詩
而
知
詩
者
、
予
所
裁
決
、
或
亦
有
以
相
中
乎
！

（
千
尺
の
に
し
き
を
よ
く
作
る
人
が
必
ず
し
も
よ
く
裁
つ
わ
け
で
は
な
く
、

よ
く
裁
つ
ひ
と
が
か
な
ら
ず
し
も
よ
く
作
る
わ
け
で
は
な
い
。

世
に
は
ま
こ
と
に
詩
を
つ
く
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
知
る
こ
と
は
で
き
る
人
が
い
る
。
私
が
詩
を
－
評
す
る
の
に
も
、
あ
る
い
は
ま
た
当
る

と
こ
ろ
が
あ
る
で
し
ょ
う
！
）

詩
を
作
る
の
と
詩
を
論
ず
る
の
が
異
な
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
今
日
の
人
々
に
は
当
然
の
こ
と

で
あ
る
が
、
古
典
時
代
の
中
国
で
は
一
般
に
詩
人
が
詩
を
論
ず
る
こ
と
も
兼
ね
て
い
た
の
だ
か
ら
、
鍾
慢
は
や
は
り
普
通
以
上
詩
を
論
ず
る

こ
と
を
意
識
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
点
は
次
の
文
章
か
ら
も
窺
え
る
。

夫
所
謂
反
覆
於
厚
之
二
子
者
、

心
知
詩
中
寅
有
此
境
也
、
其
下
筆
未
能
如
此
者
、
則
所
謂
知
而
未
路
、
期
而
未
至
、
望
而
未
之
見
也
。

（
い
わ
ゆ
る

の
一
字
を
反
覆
す
る
の
は
、

心
で
は
詩
に
は
実
に
こ
う
い
う
境
界
が
あ
る
の
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
筆
を

「厚」

取
っ
た
時
こ
の
境
界
に
至
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
知
っ
て
い
る
が
実
行
で
き
な
く
、
待
っ
て
い
る
が
至
ら
な
く
、

望
ん
で
い
る
が
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
）
『
隠
秀
軒
集
』

往
集

「
輿
高
該
之
観
察
」

凋
川

τ



こ
の
文
は
、
『
詩
蹄
』
の
中
に
は
「
厚
」
と
い
う
詩
境
を
も
っ
て
詩
を
評
す
る
こ
と
多
い
け
れ
ど
も
、
鍾
慢
の
作
品
は
「
厚
」
に
至
っ
て
い

な
い
と
い
う
指
摘
に
対
す
る
弁
解
で
あ
る
。
や
は
り
詩
を
知
る
こ
と
と
作
る
こ
と
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
述
べ
て
い
る
。
鍾
慢
は
ま
た
外
の
所
で

も
繰
り
返
し
て
自
身
の
作
品
の
欠
点
を
素
直
に
認
め
て
い
る
が
、
そ
の
中
の
一
個
所
を
例
に
挙
げ
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

我
輩
文
字
到
極
無
姻
火
慮
、
便
是
機
鋒
、
自
知
之
而
無
可
奈
何
、
而
是
一
業
。

（
わ
れ
わ
れ
の
作
品
は
、
飯
を
炊
く
け
む
り
の
よ
う
に
素
朴
な
と
こ
ろ
が
ま
っ
た
く
な
く
、
す
な
わ
ち
禅
問
答
の
よ
う
に
す
る
ど
い
。
自

ら
も
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
が
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
前
世
で
の
行
な
い
に
対
す
る
報
い
で
あ
る
。
）
『
隠
秀
軒
集
』
・
往

集
・
「
答
同
年
芦
孔
昭
」

以
上
で
も
窺
え
る
よ
う
に
、
人
に
天
賦
の
素
質
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
鍾
慢
に
は
創
作
よ
り
作
品
を
論
ず
る
こ
と
に
そ
の
素
質
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が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
当
時
、
文
人
と
し
て
自
負
し
て
い
た
人
の
中
に
も
、
創
作
の
才
能
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
人
は
い
く
ら
で
も
あ
る
だ

ろ
う
が
、
鍾
慢
が
自
身
の
作
品
の
欠
点
を
あ
っ
さ
り
と
認
め
た
の
は

「
知
詩
者
」
と
し
て
の
自
負
と
余
裕
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
実
際
に
鍾
慢
は
多
く
の
選
評
を
行
な
い
、
そ
の
素
質
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
だ
か
ら
と
言
っ
て
当
時
及
び
後
代

の
文
人
達
に
選
評
家
と
し
て
の
評
価
が
必
ず
し
も
高
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
が
、

お
も
い
き
り
個
性
的
な
選
評
を
行
な
い
『
詩
婦
』
を
明
末

清
初
の
文
壇
に
盛
行
さ
せ
た
の
は
、

や
は
り
選
評
家
と
し
て
の
強
い
自
信
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
選
評
自
体
に
つ
い
て
の
発
言

も
多
く
、
そ
れ
を
重
要
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。



詩
文
を
選
評
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
窮
極
的
に
は
作
品
の
善
し
悪
し
を
判
断
す
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
そ
し
て
上
の
例
文
で
鍾
慢

の
言
う
「
善
裁
者
」
或
い
は

「
知
詩
者
」
と
は
、

よ
い
作
品
と
そ
う
で
は
な
い
作
品
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
て
、

そ
れ
が
外
の
人
々
を
説

得
で
き
る
よ
う
に
客
観
性
を
保
っ
て
い
る
人
を
指
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、

一
方
実
際
に
選
評
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
選
評
者

に
よ
っ
て
評
価
の
基
準
が
異
な
る
わ
け
で
、
ど
の
選
評
が
妥
当
性
を
保
っ
て
い
る
か
を
判
断
す
る
の
は
極
め
て
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
鍾
握

と
語
元
春
の
選
評
に
つ
い
て
の
認
識
に
も
、
選
評
の
客
観
性
に
対
す
る
信
頼
と
、
選
評
主
観
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う

認
識
が
同
居
し
て
い
る
が
、
以
下
は
そ
の
絡
み
合
い
の
具
体
的
な
様
子
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。

鍾
握
と
謂
元
春
の
選
評
活
動
は
そ
の
対
象
に
よ
っ
て
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
当
時
の
人
々
の
個
人
集
の
場
合
と
、

一
代
以
上
を
範

円。

囲
と
す
る
複
数
の
古
人
の
作
品
か
ら
選
す
る
場
合
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
彼
ら
に
と
っ
て
選
の
意
味
が
微
妙
に
異
な
っ
て
来
る
。

当
時
の
人
の
個
人
集
の
場
合
、
彼
ら
は

「
少
数
の
よ
い
も
の
」
だ
け
選
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
う
い
う
考
え
は
特
に
鍾
慢
の
文
集
の

中
で
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
が
、

「
題
魯
文
悟
詩
選
後
二
則
」

の
中
に
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
次
に
引
用
し
て
み
る
。

観
古
人
全
詩
、
或
不
過
敷
十
首
。
少
或
至
敷
首
、
毎
喜
其
精
、
而
疑
其
全
者
或
不
止
此
。
其
中
散
没
不
侍
者
、

不
無
或
亦
有
人
乎
選
之
、

不
則
自
選
、
存
其
所
必
可
侍
者
而
己
。
故
精
於
選
者
、
作
者
之
功
臣
也
。
向
使
全
者
壷
停
於
今
、
安
知
請
者
不
反
致
在
信
明
之
議
乎
？

（
古
人
の
伝
え
ら
れ
て
い
る
全
詩
を
見
れ
ば
、
あ
る
人
は
数
十
首
に
過
ぎ
な
い
。
少
な
い
人
は
数
首
に
至
り
、

い
つ
も
そ
の
精
華
な
る
こ

と
を
喜
ぶ
が
、
そ
の
詩
人
の
も
と
も
と
の
詩
の
全
部
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
疑
う
。
も
と
も
と
の
詩
の
中
の
散
没
し
て
伝
え
ら



れ
て
い
な
い
も
の
に
は
、
あ
る
い
は
作
者
以
外
の
人
が
除
い
た
の
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、

そ
う
で
は
な
け
れ
ば
作
者
が
自
ら
除
き
、
必
ず
伝

え
る
べ
き
も
の
だ
け
を
保
存
し
た
の
だ
ろ
う
。
故
に
精
細
な
選
を
す
る
人
は
、
作
者
の
功
臣
で
あ
る
。
以
前
に
も
し
そ
の
作
品
の
全
部
を

こ
と
ご
と
く
今
ま
で
伝
え
た
と
す
れ
ば
、
読
者
に
よ
っ
て
、

よ
く
な
い
作
品
の
た
め
よ
い
作
品
ま
で
見
捨
て
ら
れ
た
桂
信
明
の
よ
う
な
目

に
あ
わ
さ
れ
な
い
と
ど
う
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
？
）
『
隠
秀
軒
集
』
・
除
集

上
の
文
章
で
読
み
取
れ
る
も
の
を
要
約
す
れ
ば
、
詩
に
は
「
可
侍
者
」
、
す
な
わ
ち
伝
え
る
べ
き
よ
い
詩
と
そ
う
で
は
な
い
も
の
が
あ
り
、

そ
れ
を
判
断
す
る
の
は
選
者
で
あ
る
。
そ
し
て
選
者
が
誰
で
あ
ろ
う
と
、
詩
を
選
し
て
小
数
の
よ
い
詩
だ
け
を
残
す
の
は
、
鍾
慢
に
と
っ
て

喜
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
鍾
握
に
お
け
る
選
と
は
よ
い
詩
と
そ
う
で
は
な
い
詩
を
客
観
的
に
判
断
す
る
こ
と
で
あ
る
。

で
は
彼
ら
の
想
定
す
る
よ
い
詩
と
は
ど
う
い
う
詩
で
あ
り
、
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
強
く
選
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
か
？
鍾
握
と
諌
元
春
、
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人
の
共
通
の
友
人
で
や
は
り
克
陵
派
の
一
人
と
数
え
ら
れ
る
察
復
一
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

自
愛
其
詩
文
者
貴
少
、
愛
人
之
詩
文
者
貴
巌
。
必
巌
、
而
作
者
之
精
神
始
見
、
必
少
、
而
観
者
之
精
神
輿
作
者
始
合
。

且
吾
輩
終
日
献

酬
人
事
、
神
明
如
珠
、
宣
能
従
高
刷
所
泉
中
、
涌
出
治
治
奔
奔
、
越
筆
而
潟
之
？
宣
能
自
満
作
者
之
意
、
而
何
以
接
天
下
後
世
之
限
？
子
他

日
潟
我
精
選
数
十
篇
、
令
其
可
侍
足
失
！

（
自
ら
の
詩
文
を
愛
す
る
人
は
数
が
少
な
い
こ
と
｜
少
数
だ
け
選
す
る
こ
と
ー
を
貴
び
、
人
の
詩
文
を
愛
す
る
人
は
厳
し
い
こ
と
｜
厳
し

く
選
す
る
こ
と
l
を
愛
す
る
。
必
ず
厳
し
く
選
し
て
始
め
て
作
者
の
精
神
が
見
え
、

必
ず
少
な
く
選
し
た
後
始
め
て
読
者
と
作
者
の
精
神

が
合
う
。
わ
れ
ら
は
終
日
人
の
接
待
や
人
事
に
追
わ
れ
る
の
に
、

ど
う
や
っ
て
珠
玉
の
ご
と
き
精
神
が
、
尽
き
な
い
泉
の
中
か
ら
洋
洋
と



湧
き
出
て
、
筆
に
乗
っ
て
詩
文
を
為
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
？
ど
う
や
っ
て
作
者
自
ら
の
意
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
て
、

ど
う

や
っ
て
世
の
中
の
人
や
後
世
の
眼
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
？
君
が
後
日
、
私
の
た
め
数
十
篇
を
精
選
し
て
、
後
世
に
伝
え
る

よ
う
に
し
て
下
さ
れ
ば
私
は
満
足
す
る
。
）
『
護
友
夏
合
集
』
・
巻
八
・
「
察
清
憲
公
全
集
序
」

こ
の
文
章
か
ら
見
れ
ば
、
彼
ら
に
と
っ
て
選
す
る
べ
き
よ
い
詩
と
は
、
作
者
の
精
神
が
現
れ
て
い
る
詩
で
あ
る
こ
と
が
分
る
。
鍾
慢
の
散

文
と
『
詩
蹄
』
を
見
れ
ば
、
「
厚
」
を
初
め
と
し
て
い
ろ
い
ろ
の
詩
境
が
よ
い
詩
の
境
地
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
詩
境
を
為
す
た
め
の

必
須
の
条
件
が
作
者
の
精
神
が
現
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
世
事
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
て
は
い
つ
も
精
神
が
現
れ
て
い
る
詩
文
を
作
る

こ
と
が
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
し
て
作
者
の
精
神
が
現
れ
て
い
る
真
の
作
品
と
そ
う
で
は
な
い
作
品
を
い
っ
し
ょ
に
置
け
ば
、
真
の
作

白

δ

品
が
偽
の
作
品
に
覆
わ
れ
て
、
作
者
の
精
神
が
見
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
厳
し
く
選
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
結
果
的

に
選
の
役
割
り
と
は
作
者
の
精
神
を
明
ら
か
に
し
て
、
読
者
の
精
神
と
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
鍾
慢
の
強
調
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
そ
し
て
ま
た
鍾
握
に
よ
れ
ば
そ
う
い
う
選
を
精
細
に
行
な
う
選
者
は
作
者
に
と
っ
て
功
臣
で
あ
る
。
も
し
選
者
が
な
け
れ
ば
、
作
者

の
精
神
は
永
遠
に
世
の
中
に
現
れ
る
こ
と
が
で
き
な
く
、
廃
棄
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
。

こ
こ
で
も
う
一
つ
注
目
し
た
い
の
は
、
鍾
慢
は
常
に
古
人
の
伝
え
ら
れ
て
い
る
詩
が
小
数
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
で
あ
る
。
鍾
埋

に
よ
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
主
に
選
の
結
果
で
あ
る
。
鍾
慢
は
前
掲
の
「
題
魯
文
悟
詩
選
後
二
則
」
で
も
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る

（

日

）

つ

ね

き

わ

が
、
「
題
茂
之
所
書
劉
春
虚
詩
冊
」
の
中
で
も
ま
た
「
毎
に
古
人
の
詩
に
終
身
す
る
を
見
る
。
其
の
存
す
る
所
を
究
む
れ
ば
一
秩
に
過
ぎ
ず
、

或
は
数
章
に
至
り
、
則
ち
心
甚
だ
し
く
之
を
畏
る
、
裁
つ
こ
と
を
貴
ぶ
な
り
。
」
と
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
続
い
て
そ
の
具
体
的

な
例
と
し
て
杜
審
言
と
劉
春
虚
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
の
二
人
に
つ
い
て
は
『
唐
詩
帰
』
の
そ
れ
ぞ
れ
の
評
語
の
中
で
も
そ
の
詩
の
数
が
少



な
い
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
鍾
握
の
こ
う
い
う
言
説
か
ら
は
彼
の
古
典
観
が
窺
え
る
と
思
わ
れ
る
。
立
見
陵
派
が

「
撃
古
」
を
主
張

し
て
古
典
一
般
を
貴
ん
だ
こ
と
は
、
前
掲
の
拙
稿
で
も
論
じ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
鍾
慢
は
古
人
の
作
品
を
盲
目
的
に
尊
重
す
る
の
で
は
な
い
。

古
人
の
作
品
は
、
も
ち
ろ
ん
よ
く
な
い
も
の
も
あ
る
け
れ
ど
、

が
現
れ
た
よ
い
作
品
な
の
で
あ
る
。
彼
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
前
掲
の

そ
れ
ら
は
選
を
経
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
お
お
む
ね
古
人
の
精
神

た

た

ま

す

ま

す

「
題
魯
文
悟
詩
選
後
二
則
」
で
「
詩
文
多
多
益
々
善
き
者
、
古

今
に
能
く
幾
人
有
る
か
？
」
と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

よ
い
詩
を
多
く
残
し
て
い
る
天
才
詩
人

が
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
大
部
分
の
詩
人
の
作
品
に
は
よ
い
も
の
と
そ
う
で
は
な
い
も
の
が
混
ざ
っ
て
お
り
、

そ
の
こ
と
は
古
の
詩
人

も
、
今
の
詩
人
も
同
じ
で
あ
る
。

鍾
慢
の
こ
う
い
う
古
典
観
に
も
や
は
り
、
作
品
に
は
よ
い
も
の
と
よ
く
な
い
も
の
が
あ
り
、

そ
れ
を
判
断
す
る
の
は
選
者
で
あ
り
、

し、

つ
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た
ん
よ
い
も
の
と
し
て
選
さ
れ
た
も
の
は
時
代
を
問
わ
ず
通
じ
る
と
い
う
考
え
方
が
現
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
う
い
う
よ
い
作

品
は
時
代
を
問
わ
ず
通
じ
る
絶
対
的
価
値
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
は
、
彼
ら
が
よ
い
作
品
の
意
味
で

「
可
侍
者
」
と
い
う
表
現
を
使

う
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
前
掲
の
引
用
文
か
ら
見
て
も
、
鍾
慢
が
よ
い
詩
だ
け
を
選
す
る
こ
と
を
厳
し
く
主
張
す
る
の
は
、

よ
く
な
い
詩
の

た
め
に
よ
い
詩
ま
で
廃
棄
さ
れ
て
後
世
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
を
防
ぐ
た
め
で
あ
り
、
察
復
一
も
精
選
し
た
数
十
篇
が
後
世
に

伝
え
ら
れ
れ
ば
満
足
す
る
と
言
う
。
こ
れ
は
、
す
な
わ
ち
作
者
の
分
身
で
あ
る
作
品
に
絶
対
的
価
値
を
託
し
て
永
久
に
名
を
残
し
た
い
と
い

う

一
般
作
者
達
の
当
然
と
も
言
え
る
欲
求
を
反
映
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
見
る
限
り
鍾
慢
は
選
の
客
観
性
を
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
鍾
慢
は
選
が
客
観
的
で

あ
り
え
る
こ
と
が
、
難
し
い
の
を
充
分
に
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
前
掲
の

「
題
魯
文
幡
詩
選
後
二
則
」

の
中
で
鍾
慢
は
、
謹
元
春
が
選
し

た
魯
文
悟
の
詩
が
九
十
首
に
及
ぶ
け
れ
ど
も
、

そ
の
仕
事
ぶ
り
が
精
密
で
当
を
得
て
い
て
、
そ
の
作
品
を
読
ん
で
喜
び
、

且
つ
敬
う
心
が



起
っ
た
と
言
い
、
も
し
魯
文
惜
の
全
集
を
読
ん
だ
ら
必
ず
し
も
こ
こ
ま
で
喜
び
敬
う
と
は
限
ら
な
い
と
、
選
の
力
を
称
え
た
後
次
の
よ
う
に

言
う
。

然
則
友
夏
難
欲
不
魚
文
悟
功
臣
、
間
不
可
得
也
。
或
日
：
－
H

作
者
如
文
幡
、
而
後
之
選
者
不
必
如
友
夏
。
若
之
何
？
H

予
嘗
輿
友
夏
言

失
、
莫
若
少
作
、
作
其
所
必
可
侍
者
、
選
而
後
作
、
勿
作
而
待
選
。
時
、
談
何
容
易
哉
！

（
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
友
夏
i
謹
元
春
の
字
ー
が
た
と
え
文
惜
の
功
臣
に
な
る
こ
と
を
願
わ
な
く
て
も
、

そ
れ
は
ま
こ
と
に
不
可
能
な
こ

と
で
あ
る
。
あ
る
人
が
言
う
：
－
H

作
者
は
い
つ
も
同
じ
く
文
俗
で
あ
る
が
、
後
に
文
惜
の
作
品
を
選
す
る
人
が
必
ず
し
も
友
夏
と
同
じ
く

す
る
と
は
限
ら
な
い
。
こ
う
い
う
場
合
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
？
H

私
は
嘗
て
友
夏
に
言
っ
た
も
の
だ
。
少
く
作
る
に
越
し
た
こ
と
は
な

い
、
必
ず
伝
え
る
べ
き
者
だ
け
を
作
れ
、
選
し
た
後
に
作
れ
、
作
っ
た
後
選
を
待
つ
こ
と
な
か
れ
、

と
。
あ
あ
、
話
す
だ
け
な
ら
ば
な
ん

と
容
易
な
る
こ
と
か
！
）

す
な
わ
ち
、
選
の
主
観
性
に
つ
い
て
の
質
問
に
対
す
る
鍾
慢
の
答
え
は
、
作
る
前
に
作
者
が
選
し
て
必
ず
伝
え
る
べ
き
よ
い
作
品
だ
け
を

作
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
鍾
慢
は
選
の
主
観
性
を
認
め
て
、

ど
う
せ
主
観
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
す
れ
ば
、
作
者
が
選
す
る
方
が
一

番
当
を
得
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る
。

「
簡
遠
堂
近
詩
序
」

の
中
で
す
で
に
考
察

し
か
し
、
こ
の
考
え
方
は
、
最
初
に

し
た
よ
う
に
鍾
裡
自
ら
「
（
作
品
を
）
よ
く
作
る
人
が
必
ず
し
も
よ
く
裁
つ
の
で
は
な
い
」
と
言
っ
た
の
と
は
食
い
違
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ

で
鍾
慢
は
次
の
よ
う
に
も
う
す
こ
し
説
明
を
加
え
て
い
る
。
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夫
選
而
後
作
者
上
也
、
作
而
自
選
者
次
也
、
作
而
待
人
選
者
又
次
也
。
古
人
所
謂
敷
十
首
、
敷
首
之
可
侍
者
、
其
全
決
不
止
此
。
若
其

善
止
此
、
而
此
外
勿
作
、
正
予
所
謂
作
其
必
可
停
者
也
。
此
其
識
其
力
、
古
今
又
能
有
幾
人
乎
？

（
作
者
が
選
し
た
後
作
る
の
が
一
番
上
で
あ
り
、
作
っ
た
後
作
者
が
自
ら
選
す
る
の
が
そ
の
次
で
あ
り
、
作
っ
た
後
人
が
選
し
て
く
れ
る

の
を
待
つ
の
が
そ
の
次
で
あ
る
。
古
人
の
い
わ
ゆ
る
数
十
首
、
数
首
の
よ
い
作
品
も
、
も
と
も
と
の
全
作
品
は
き
っ
と
そ
れ
よ
り
多
か
っ

た
だ
ろ
う
。
も
し
よ
い
作
品
の
こ
れ
ら
の
外
に
は
作
品
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
正
に
私
の
い
わ
ゆ
る
必
ず
伝
え
る
べ
き
作
品
だ

け
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は

「
識
」
、
「
力
」
を
備
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
う
い
う
人
が
古
今
何
人
く
ら
い
い
る
だ
ろ

う
か
？
〉
『
隠
秀
軒
集
』
・
除
集
・
「
題
魯
文
悟
詩
選
後
二
則
」

す
な
わ
ち
、
作
る
前
に
選
し
て
よ
い
作
品
だ
け
を
作
る
た
め
に
は
、
作
者
が
「
識
」
、
「
力
」
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
鍾
慢
は

「
萄
中
名
勝
記
序
」
の
中
で
、
友
人
の
曹
学
佳
（
字
は
能
始
）
を
評
し
て

「
能
始
の
慧
心
を
取
れ
ば
作
る
に
難
し
か
ら
ず
、
其
の
博
識
は
ま

た
述
べ
る
に
難
し
か
ら
ざ
る
な
り
。
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
作
品
を
評
す
る
こ
と
（
「
作
」
に
対
し
て
の
「
述
」
）
に

は
お
よ
そ
「
識
」
を
備
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
「
識
」
「
力
」
を
持
っ
て
い
る
評
者
は
、
外
に
も
た
く
さ
ん

い
る
は
ず
だ
か
ら
、

や
は
り
選
評
の
主
観
性
に
対
す
る
根
本
的
な
解
決
に
な
る
と
は
言
い
が
た
い
。

し
か
も
、
鍾
慢
自
ら
も
言
っ
て
い
る
よ

う
に
作
者
で
あ
り
な
が
ら
、
「
識
」
「
力
」
を
持
っ
て
い
る
人
は
、
古
今
を
通
じ
て
極
め
て
ま
れ
だ
か
ら
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
鍾
慢
は

選
評
の
主
観
性
を
認
識
し
て
、
問
題
を
創
作
者
の
方
に
帰
着
さ
せ
、

そ
の
核
心
か
ら
逃
げ
た
と
言
え
よ
う
。

た
だ
鍾
慢
が
、
作
者
が
作
る
前

に
選
し
て
よ
い
作
品
だ
け
を
作
る
の
を
、
作
者
が
作
っ
た
後
自
ら
選
を
行
う
こ
と
よ
り
上
に
置
い
て
区
別
す
る
の
は
、
彼
ら
の
言
う
よ
い
作

品
の
意
味
が
お
よ
そ
作
者
の
精
神
が
現
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
時
、
意
味
が
あ
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
鍾
埋
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「
陪
郎
草
序
」

の
中
で
、

「
一
言
其
心
之
所
不
能
不
有
者
、
性
情
之
言
也
。
（
心
の
中
の
、

ど
う
し
て
も
無
く
す
こ
と
が
で
き
な
く
て
言
う
も

の
が
、
性
情
の
云
一
口
で
あ
る
。
）
」
と
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
作
者
が
ど
う
し
て
も
発
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
時
だ
け
作
品
を
作
れ
ば
、

や
は

り
精
神
が
現
れ
て
い
る
よ
い
作
品
に
な
る
確
率
は
高
く
な
る
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
鍾
慢
と
と
も
に
選
評
活
動
を
行
な
い
、
鍾
慢
と
ほ
ぼ
同
じ
文
学
観
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
謹
元
春
は
、
選
評
の
主
観
性
に
つ

い
て
の
疑
問
を
も
っ
と
率
直
に
表
し
て
い
る
。
語
元
春
は
自
著
の
題
で
あ
る
「
題
簡
遠
堂
詩
」
の
中
で
、
作
品
を
後
世
ま
で
伝
え
る
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
と
述
べ
て
い
る
が
、
古
人
を
例
に
挙
げ
て
み
て
も
、
作
品
が
後
世
に
ど
う
い
う
評
価
を
受
け
る
か
は
作
者
に
は
分

ま

こ

と

き

だ

め

ら
な
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
言
っ
た
後
、
「
伝
ふ
る
こ
と
と
伝
へ
、
さ
る
こ
と
と
に
は
、
固
に
ま
た
敷
あ
る
の
み
。
吾
な
ん
ぞ
知

ら
ん
や
！
吾
な
ん
ぞ
知
ら
ん
や
！
」
と
し
て
結
ん
で
い
る
。
謹
元
春
の
こ
の
発
言
は
、

そ
の
前
の
文
章
の
内
容
か
ら
み
て
も
自
著
に
対
し
て

内ノし】

の
た
だ
の
謙
遜
だ
と
は
思
わ
れ
な
い
。

よ
い
詩
を
目
指
し
て
選
を
行
な
っ
て
は
い
る
が
、
実
際
に
行
な
わ
れ
て
い
る
外
の
人
の
選
や
、
自
分

の
経
験
か
ら
し
て
選
は
主
観
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
と
実
感
し
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
「
よ
い
詩
」
あ
る
い
は
「
精
神
が

現
れ
て
い
る
詩
」
、
そ
の
も
の
が
窮
め
て
抽
象
的
な
概
念
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
だ
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

四

以
上
克
陵
派
が
、
当
時
の
人
の
個
人
集
の
場
合
選
に
つ
い
て
ど
う
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
る
か
を
論
じ
た
が
、
次
に
複
数
の
古
の
作
者
の

作
品
か
ら
選
す
る
場
合
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

鍾
裡
は

「
詩
婦
序
」

の
中
で
次
の
よ
う
に
言
う
。



選
古
人
詩
而
命
日

H

詩
蹄
ヘ
非
謂
古
人
之
詩
、
以
吾
所
選
潟
婦
、
庶
幾
見
吾
所
選
者
、
以
古
人
魚
蹄
也
。
引
古
人
之
精
神
以
接
後
人
之

心
目
、
使
其
心
目
有
所
止
薦
、
如
是
而
己
失
。
昭
明
選
古
詩
、
人
遂
以
其
所
選
者
魚
古
詩
。
因
而
名
古
詩
日
付
選
樟
ヘ
唐
人
之
古
詩
日

H

唐
選
H

。
鳴
呼
、
非
惟
古
詩
亡
、
幾
併
古
詩
之
名
而
亡
之
失
。
何
者
？
人
蹄
之
也
、
選
者
之
権
力
能
使
人
婦
、
又
能
使
古
詩
之
名
輿
質
倶

狗
之
、
吾
其
敢
易
言
選
哉
？

（
古
人
の
詩
を
選
し
て
H

詩
蹄
H

と
命
名
す
る
の
は
、
古
人
の
詩
の
す
べ
て
が
私
の
選
し
た
所
に
帰
結
す
る
こ
と
を
言
う
の
で
は
な
く
、

私
が
選
し
た
作
品
を
見
た
人
が
、
古
人
に
帰
着
す
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
古
人
の
精
神
を
引
い
て
後
人
の
心
の
目
と
接
触

さ
せ
て
、
後
人
の
心
の
目
が
落
ち
着
く
所
が
あ
る
こ
と
、
こ
れ
を
言
う
の
で
あ
る
。
昭
明
太
子
が
古
詩
を
選
し
た
か
ら
こ
そ
、
人
々
は
遂

に
そ
れ
が
古
詩
で
あ
る
と
思
う
。
だ
か
ら
古
詩
を
H

選
体
H

と
呼
び
、
唐
人
の
古
詩
を
H

唐
選
H

と
呼
ぶ
。
あ
あ
、
古
詩
だ
け
が
亡
び
た

を
帰
着
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
て
、

そ
の
上
ま
た
古
詩
の
名
と
そ
の
実
を
と
も
に
選
し
た
も
の
に
従
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
私

円

δつL

の
で
は
な
く
、
古
詩
の
名
も
あ
わ
せ
て
亡
び
た
の
に
近
い
。
な
ぜ
か
？
人
を
選
し
た
も
の
に
帰
着
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
選
者
の
権
力
は
人

が
ど
う
し
て
敢
え
て
選
を
容
易
に
言
う
だ
ろ
う
か
？
）
『
隠
秀
軒
集
』
・
長
集

要
す
る
に
鍾
慢
は
こ
こ
で
自
分
が
選
し
た
も
の
は
古
人
の
詩
を
客
観
的
に
代
弁
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
自
身
の
主
観
が
反
映
さ
れ
た
も

の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
彼
が
選
し
た
古
人
の
詩
に
は
、
古
人
の
精
神
が
現
れ
て
い
る
と
同
時
に

彼
の
精
神
も
現
れ
て
い
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
多
く
の
詩
の
中
で
彼
の
精
神
と
通
じ
あ
っ
た
も
の
を
選
し
た
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
『
詩

蹄
』
は
、
鍾
慢
に
よ
れ
ば
「
此
難
選
古
人
詩
、
寅
自
著
一
書
。
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
こ
こ
に
来
て
選
に
お
け
る
客
観
性
を
あ
き
ら
め

る
に
止
ま
ら
ず
、
も
う
一
歩
進
ん
で
積
極
的
に
選
に
著
作
並
み
の
自
己
表
現
の
意
味
を
与
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
点
は
、
彼
が
当
時



の
人
の
個
人
集
を
選
す
る
と
き
、

そ
の
主
観
性
に
気
付
い
て
い
な
が
ら
も
、
少
数
の

「
可
侍
者
」
だ
け
選
す
る
こ
と
を
厳
し
く
主
張
し
た
の

と
は
異
な
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
人
の
個
人
集
の
場
合
は
、
作
品
に
作
者
の
精
神
が
現
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
客

観
的
に
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
違
い
の
理
由
は
、
当
時
の
人
の
作
品
と
一
応
伝
え
ら
れ
た
古
人
の
作
品
と
は
、
自
ず
と
レ
ベ
ル
に
差
が

あ
る
上
に
、
『
詩
蹄
』
の
場
合
は
作
者
が
複
数
で
そ
の
す
べ
て
の
作
者
の
精
神
に
迫
り
公
正
な
判
断
を
下
す
の
に
限
界
を
感
じ
た
こ
と
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
考
え
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
、
鍾
慢
が
、
『
唐
詩
蹄
』
の
中
で
王
昌
齢
の
「
出
塞
」
を
評
す
る
時
、
次
の
よ
う
に
言
っ
た
の

を
引
用
し
て
み
る
。

意
之
所
感
、
非
以
毒
全
詩
也
。
李
干
麟
乃
以
此
首
位
同
唐
七
言
絶
塵
巻
、

国
会
哉
！
無
論
其
品
第
嘗
否
何
如
？
悲
恋
一
代
、
絶
句
不
膏
高
首
、

凋川

τ
q
L
 

詩
但
求
其
佳
、

不
必
問
某
首
第
一
也
。
昔
人
間
三
百
篇
何
句
最
佳
及
十
九
首
何
句
最
佳
、
蓋
亦
興
到
之
一
一
一
日
。
其
稽
某
句
佳
者
、
各
就
其

乃
必
欲
求
一
首
作
第
一
、
則
其
胸
亦
夢
然
失
。

（
詩
は
た
だ
佳
い
も
の
を
求
め
る
だ
け
で
、

必
ず
し
も
ど
の
詩
が
第
一
で
あ
る
か
を
問
う
も
の
で
は
な
い
。
昔
の
人
が
、
詩
経
の
中
で
ど

の
詩
が
も
っ
と
も
佳
い
も
の
で
あ
る
か
お
よ
び
古
詩
十
九
首
の
中
で
ど
れ
が
も
っ
と
も
佳
い
詩
で
あ
る
か
を
問
う
の
は
、
け
だ
し
興
が
到

る
詩
句
の
こ
と
を
問
う
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
某
句
が
佳
い
と
言
う
の
は
、

お
の
お
の
其
の
心
が
感
ず
る
所
に
従
う
も
の
で
、
全
て
の
詩
を

毒
す
の
で
は
な
い
。
李
掌
龍
が
す
な
わ
ち
こ
の
詩
を
も
っ
て
唐
の
七
言
絶
句
の
摩
巻
と
な
し
た
の
は
、

か
た
く
な
で
あ
る
！
詩
に
等
級
の

当
否
を
論
じ
な
い
の
は
ど
う
し
て
か
？
ひ
ろ
び
ろ
と
し
た
一
代
に
、
絶
句
は
た
だ
万
首
だ
け
で
は
な
い
の
に
、

必
ず
一
首
を
求
め
て
第
一

に
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
す
な
わ
ち
其
の
胸
の
中
は
夢
の
よ
う
に
は
か
な
い
〉
『
唐
詩
蹄
』
・
巻
十
一



こ
こ
で
、
詩
が
よ
い
と
い
う
の
は
お
の
お
の
そ
の
心
の
感
じ
る
所
に
従
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
全
詩
を
カ
バ
ー
す
る
の
で
は
な
い
と
、
前

の

「
詩
蹄
序
」

そ
し
て
一
代
の
詩
の

の
内
容
と
同
じ
意
の
こ
と
を
一
言
う
の
は
、

や
は
り
古
人
の
詩
を
選
の
対
象
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

数
が
多
く
て
序
列
を
つ
け
な
い
の
で
あ
る
。
鍾
慢
は
ま
た
次
の
よ
う
に
言
う
。

漢
貌
唐
人
詩
、
所
以
各
成
一
家
、
至
今
日
新
者
、
以
其
精
神
変
化
分
身
鷹
取
、
選
之
不
壷
、
若
佳
者
一
選
無
像
、
則
古
人
亦
陸
且
死
笑
。

（
漢
貌
唐
の
人
の
詩
が
お
の
お
の
一
家
を
な
し
て
今
日
に
至
っ
て
も
新
し
い
の
は
、

そ
の
精
神
が
変
化
と
分
身
を
も
っ
て
選
に
応
じ
、

れ
を
選
し
て
も
壷
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
よ
い
も
の
が
一
度
選
し
た
ら
後
は
残
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
古
人
も
ま
た
せ
ま
苦
し
く
て
死

ぬ
だ
ろ
う
。
」
『
鐘
伯
敬
先
生
遺
稿
』
・
巻
三
一
・
「
答
衰
未
央
」

す
な
わ
ち
、
古
人
の
詩
は
一
度
よ
い
も
の
を
選
し
た
ら
そ
れ
で
終
る
の
で
は
な
く
、

ま
た
外
の
選
者
が
何
回
も
よ
い
も
の
を
選
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
認
め
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

鍾
慢
の
詩
の
選
評
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
極
端
な
か
た
ち
と
し
て
表
現
さ
れ
た
の
は

「
詩
論
」

で
あ
る
が
次
に
引
用
し
て
み

る。

詩
、
活
物
也
。
瀞
夏
以
後
、
自
漢
至
宋
、
無
不
説
詩
者
、

不
必
皆
有
嘗
於
詩
、
而
皆
可
以
説
詩
。
其
皆
可
以
説
詩
者
、
既
在
不
必
皆
有

嘗
於
詩
之
中
。
非
説
詩
者
之
能
是
、
而
詩
之
潟
物
不
能
不
如
是
也
。

そ

戸

h
d

円
ノ
臼



（
詩
は
生
き
物
で
あ
る
。
子
瀞
と
子
夏
以
来
、
漢
か
ら
宋
に
至
る
ま
で
『
詩
経
』
を
論
じ
な
か
っ
た
人
は
い
な
い
。
必
ず
し
も
み
ん
な
詩

に
当
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
が
、

み
ん
な
詩
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
た
の
で
あ
る
。

み
ん
な
が
詩
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
た
理
由
は
、

す
な
わ
ち
詩
を
論
じ
る
こ
と
は
み
ん
な
が
詩
に
当
る
の
を
必
須
の
条
件
に
は
し
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
詩
を
論
じ
る
人
が
こ
う
す
る
の

で
は
な
く
、
詩
と
い
う
物
が
こ
う
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
）
『
隠
秀
軒
集
』
・
列
集

す
な
わ
ち
詩
は
本
質
的
に
生
き
物
で
あ
る
か
ら
見
る
人
に
よ
っ
て
は
い
く
ら
で
も
異
な
る
解
釈
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
来
れ
ば

詩
に
も
し

「
当
を
得
た
解
釈
」
が
あ
る
と
し
て
も
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
意
味
が
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
鍾
慢
は
同

じ
「
詩
論
」

の
中
で
、
鍾
健
一
人
に
し
て
も
詩
を
見
る
心
の
目
が
前
と
今
が
異
な
り
、
従
っ
て
将
来
も
ま
た
変
る
可
能
性
が
あ
る
の
に
、
宋
、

漢
、
子
瀞
と
子
夏
、
作
詩
者
の
そ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
期
待
す
る
の
は
、

む
り
な
こ
と
で
あ
る
と
言
う
。
こ
こ
で
「
詩
経
」
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を
経
典
と
し
て
特
別
扱
い
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、

や
は
り
孔
子
の
選
を
経
た

「
最
高
水
準
の
作
品
」
だ
か
ら
こ
そ
解
釈
の
自
由
が
保
証

さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
に
も
し
作
者
の
精
神
の
現
れ
て
い
な
い
偽
物
が
交
ざ
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
説
詩
者
は
誰
で
あ
ろ
う
と
そ
れ
を

探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
説
詩
者
に
よ
っ
て
ど
れ
が
偽
物
に
な
る
か
が
変
る
危
険
性
は
残
っ
て
い
る
が
。

鍾
慢
の
こ
の
論
理
か
ら
み
れ
ば

一
応
よ
い
作
品
と
認
め
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
古
典
は
、
選
を
す
る
必
要
も
、
評
を
す
る
必
要
も
な
い
の
で

あ
る
。
極
端
に
言
え
ば
誰
で
も
好
き
な
作
品
を
選
し
て
読
ん
だ
り
、
評
し
た
り
す
れ
ば
い
い
の
だ
か
ら
。

し
か
し
、
実
際
に
は
鍾
慢
は
『
詩

蹄
』
を
選
し
て
い
る
し
、
「
詩
論
」
の
内
容
か
ら
見
て
『
詩
経
』
に
も
評
を
施
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
い
く
と

お
り
に
も
説
明
で
き
る
と
思
う
が
、

ま
ず
読
者
の
面
か
ら
言
え
ば
、
読
者
の
中
に
は
い
ろ
い
ろ
の
レ
ベ
ル
の
人
が
い
て
、
鍾
慢
の
よ
う
な
説

詩
者
か
ら
一
人
で
は
ま
と
も
に
鑑
賞
が
で
き
な
い
人
ま
で
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
説
詩
者
が
自
分
の
説
の
主
観
性
は
承
知
の
上
で
、

レ
J、、



ル
の
低
い
人
を
導
く
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
鍾
慢
は
『
詩
蹄
』
の
評
語
が

「
和
盤
托
出
（
さ
ら
ぐ
る
み
出
す
、

つ
ま
り
言
い
た
い
こ
と
を

で
あ
る
と
言
う
、
友
人
の
曹
学
佳
の
批
判
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
「
頑
冥
不
霊
（
か
た
く
な
で
に
ぶ
い
）
」
な
人
の
た
め

の
老
婆
心
の
発
露
で
あ
る
と
弁
解
し
、
ま
た
外
の
所
で
も
『
詩
婦
』
の
評
語
は
「
聾
普
人
（
つ
ん
ぼ
と
言
人
）
」
の
た
め
の
老
婆
心
の
発
露
で

あ
る
だ
け
で
、
古
人
の
本
来
の
面
目
に
は
当
る
所
が
な
い
と
、

全
部
言
い
尽
く
す
）
」

一
貫
し
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

次
に
作
品
の
面
か
ら
言
え
ば
、

い
く
ら
伝
え
ら
れ
た
古
人
の
作
品
だ
と
言
っ
て
も
、

や
は
り
偽
物
が
混
ざ
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
し
、

自
ず
と
作
品
の
レ
ベ
ル
に
は
差
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
で
に
説
明
し
た
と
お
り
、
伝
え
る
べ
き
作
品
を
選
ぶ
時
の
選
者
の
主
観
に
起

因
す
る
も
の
も
あ
り
、

ま
た
選
そ
の
も
の
を
経
て
い
な
い
可
能
性
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

が
、
護
元
春
の
文
集
を
読
ん
で
み
れ
ば
、
鍾
慢
と
ほ
ぼ
同
じ
意
見
で
あ
る
こ
と
が
分
る
。

最
後
に
、
選
評
者
の
面
か
ら
説
明
す
れ
ば
、
す
で
に
考
察
し
た
通
り
鍾
慢
は
（
小
論
で
謹
元
春
の
言
説
は
そ
れ
ほ
ど
引
用
さ
れ
て
い
な
い

（印）

た
と
え
ば
「
古
文
欄
編
序
」
等
）
古
人
の
作
品
に

選
評
を
施
す
こ
と
を
、

レ
ベ
ル
の
低
い
読
者
を
導
く
だ
け
で
は
な
く
、
創
作
並
の
個
性
表
現
の
場
と
し
て
看
倣
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当

マt

時
ま
で
の
外
の
選
評
者
達
は
、

た
と
え
結
果
的
に
は
そ
の
選
評
者
の
主
観
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
選
評
を
施
す
に
あ
た
っ
て

は
、
自
身
の
判
断
が
当
を
得
て
い
る
と
信
じ
る
か
ら
こ
そ
、
選
評
を
施
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
は
な
け
れ
ば
わ
ざ
わ
ざ

選
評
を
施
す
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
鍾
慢
は
、
最
初
に
自
分
の
主
観
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
敢
え
て
選

評
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
強
い
自
我
表
現
の
欲
求
が
認
め
ら
れ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

し
か
し
こ
こ
で
も
う
一
点
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
彼
ら
の
古
典
作
品
に
対
す
る
選
評
活
動
は
根
本
的
に
復
古
思
想
と
結
び
付

く
と
い
う
点
で
あ
る
。
前
掲
の

「
詩
蹄
序
」

の
内
容
か
ら
見
れ
ば
、
鍾
握
は
古
人
の
精
神
を
得
れ
ば
そ
こ
か
ら
ま
た
限
り
な
く
変
化
し
て
行

け
る
と
思
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
（
彼
ら
に
お
い
て
古
人
の
精
神
は
人
間
本
然
の
理
想
的
な
も
の
で
あ
る
。
）
古
人
の
詩
の
中
で
も
、
「
膚
」



「
狭
」
「
熟
」
な
る
も
の
だ
け
を
も
っ
て
古
人
と
為
す
後
七
子
ら
と
、
古
人
の
外
で
独
創
す
る
と
言
っ
て
も
結
局
は
古
人
の
一
部
に
過
ぎ
な
い

「
険
」
「
僻
」
な
る
も
の
し
か
作
れ
な
い
公
安
派
の
た
め
、
世
の
中
は
真
の
古
人
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
古
人
の
精
神
が
現
れ
て
い

る
真
詩
を
選
し
て
、
当
時
の
人
を
古
人
に
帰
ら
し
め
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
鍾
慢
は
た
と
え
そ
れ
が
古
人
の
全
詩
を
代
弁
す
る
絶
対
的
な
も

の
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
と
し
て
も
、
李
掌
龍
の
『
古
今
詩
剛
』
な
ん
ぞ
と
は
比
べ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
思
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

李
撃
龍
ら
後
七
子
も
、
鍾
埋
か
ら
み
れ
ば
「
頑
冥
不
霊
」
な
人
、
あ
る
い
は

「
聾
曹
人
」
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
大
き
い

古
人
の
詩
の
前
で
は
、
自
分
が
選
し
た
も
の
が
部
分
化
さ
れ
る
の
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く
て
も
、
実
際
に
選
を
す
る
に
あ
た
っ
て
は
自
分
が

選
し
た
も
の
よ
り
勝
る
も
の
で
は
な
い
と
思
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
で
当
時
の
人
の
詩
を
選
す
る
時
、
選
が
純
粋
に
客
観
的
な
も

の
で
有
り
得
な
か
っ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
選
は
純
粋
に
主
観
的
な
も
の
で
有
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

鍾
慢
は
詩
文
以
外
に
も
、
古
人
の
作
品
の
選
評
に
幅
広
く
関
心
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
う
い
う
選
評
を
施
す
こ
と
を
総
じ
て
「
作
」
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に
対
し
て
「
述
」
と
呼
ぶ
。
彼
は
ま
た
「
述
」
に
は
、
古
人
の
精
神
は
も
ち
ろ
ん
、
「
述
」
を
施
す
人
の
精
神
も
自
立
し
て
現
れ
て
い
る
べ
き

こ
と
を
一
貫
し
て
主
張
し
て
い
る
が
、
「
述
」
を
通
じ
て
古
人
と
述
者
の
精
神
が
出
合
う
こ
と
を
、
「
合
述
作
潟
一
心
、
聯
古
今
潟
一
人
（
述

べ
る
こ
と
と
作
る
こ
と
を
合
わ
せ
て
一
人
の
心
を
為
し
、
古
人
と
今
人
と
を
連
ね
て
一
人
に
す
る
と
と
表
現
す
る
。
実
際
鍾
慢
に
は
彼
の
著

作
で
あ
る
こ
と
が
確
実
な
『
史
懐
』
と
い
う
歴
史
評
論
書
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
し
、
そ
の
外
に
も
た
と
え
真
偽
が
混
ざ
っ
て
い
る
と
い
え
ど

も
、
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
い
ろ
い
ろ
な
分
野
の
書
が
選
評
と
い
う
か
た
ち
を
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
結
局
、
彼
は
古
典
一

般
に
対
し
て
広
く
主
体
性
あ
る
解
釈
を
目
指
し
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
詩
文
の
選
評
は
、
そ
の
中
で
も
彼
が
も
っ
と
も
力
を
入
れ
た
部
分

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
鍾
慢
と
謹
元
春
の
古
典
作
品
（
主
に
詩
〉
に
対
す
る
選
評
活
動
を
彼
ら
の
理
論
に
即
し
て
説
明
し
た
が
、
明
末
は
彼
ら
以
外
に
も
選



評
活
動
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
時
、
彼
ら
の
選
評
活
動
も
当
然
そ
の
当
時
の
社
会
的
背
景
か
ら
も
説
明
で
き
る
。
前
野
直
彬
氏
の

『
中
国
文
学
史
』
で
は
、
明
中
期
以
後
の
経
済
発
展
に
よ
っ
て
詩
文
人
口
が
大
量
増
え
、
創
作
・
享
受
者
の
同
質
的
安
定
性
が
崩
壊
さ
れ
、

印
刷
述
の
発
達
に
よ
っ
て
古
典
が
大
衆
化
さ
れ
た
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
鍾
握
が
当
時
の
詩
人
の
作
品
に
つ
い
て

「
可
侍
者
」
だ
け
残
す
こ

と
を
厳
し
く
主
張
し
た
の
は
、
持
ち
前
の
批
評
家
的
資
質
の
上
に
、
当
時
の
創
作
者
達
の
質
的
低
下
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
古
典
の
選
評
に

精
を
出
し
た
の
は
鍾
慢
の
言
う
「
聾
警
人
」

の
享
受
者
達
が
お
お
ぜ
い
増
え
た
こ
と
で
説
明
で
き
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
明
代
ま
で
蓄
積

さ
れ
た
古
典
が
大
量
印
刷
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ご
く
普
通
の
読
者
が
そ
れ
に
全
部
目
を
通
す
の
が
難
し
く
な
り
、
選
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

ま
た
寛
陵
派
の
選
評
活
動
に
お
け
る
自
我
表
現
の
欲
求
は
、
思
想
史
的
に
陽
明
学
左
派
と
の
関
係
を
類
推
さ
せ
ら
れ

る
が
、
今
は
そ
れ
に
つ
い
て
論
じ
る
準
備
が
で
き
て
い
な
い
。

五、

お
わ
り
に
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文
学
作
品
を
評
価
す
る
に
お
け
る
主
観
性
の
問
題
は

い
つ
の
時
代
に
も
最
も
根
本
的
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、

理
論
的
に
は
純
粋
に
客
観
的
な
評
価
、
あ
る
い
は
純
粋
に
主
観
的
な
評
価
な
る
も
の
が
有
り
得
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
実
際
に
お
い
て
は
あ

る
所
で
折
衷
せ
、
ざ
る
を
得
な
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
鍾
慢
を
中
心
と
す
る
克
陵
派
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
折
衷
さ
れ
た
も
の
と
し
て
表
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
人
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
作
者
の
精
神
が
現
れ
て
い
る
客
観
的
に
価
値
の
あ
る
詩
が
あ
る
こ
と
を
想
定
し
て

選
活
動
を
し
な
が
ら
も
、

や
は
り
選
者
に
よ
っ
て
作
品
の
評
価
が
異
な
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
し
て
自
分
の
主
観
に
過
ぎ

な
い
も
の
で
あ
る
と
前
置
き
し
て
、
古
典
の
選
評
を
行
い
な
が
ら
も
、

や
は
り
そ
れ
に
よ
っ
て
レ
ベ
ル
の
低
い
読
者
が
導
か
れ
る
こ
と
を
期

待
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
彼
ら
の
選
評
に
対
す
る
態
度
は
真
剣
そ
の
も
の
で
、
こ
の
点
は
注
目
に
値
い
す
る
と
思
わ
れ
る
。



な
ぜ
か
と
言
う
と
、
当
時
ま
で
の
中
国
文
学
批
評
史
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
創
作
論
中
心
で
、
作
品
と
読
者
と
の
関
係
を
論
じ
る
読
者
論
に

は
あ
ま
り
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
彼
ら
が
、
古
典
を
選
評
す
る
に
お
い
て
選
評
者
の
主
観
を
認
め
な
が
ら
も
敢
え
て
当

時
ま
で
の
評
語
と
異
な
る
性
格
の
評
語
を
施
し
て
強
烈
な
個
性
を
発
揮
し
た
の
は
、
、
当
時
の
読
書
界
に
新
鮮
な
刺
激
を
与
え
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
小
論
で
は
、
彼
ら
が
『
詩
蹄
』
等
に
施
し
た
そ
の
評
語
の
独
特
な
性
格
に
つ
い
て
は
論
じ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
次
の
課
題

T

」
！
レ
，
－
、
。

b
u・
】

L
』
j
l
h
w

立
見
陵
派
に
対
す
る
今
ま
で
の
評
価
は
、
作
品
は
も
ち
ろ
ん
文
学
理
論
の
面
で
も
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
。
清
代
の
正
統
派
文
人
達
の

『詩

蹄
』
に
つ
い
て
の
非
難
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
現
代
の
研
究
者
か
ら
も
公
安
派
に
比
べ
れ
ば
体
系
的
な
理
論
の
組
立
て
に
乏
し
い
と
評
価
さ

れ
て
い
て
、
そ
れ
は
あ
る
程
度
事
実
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
が
以
上
の
よ
う
に
作
品
と
読
者
の
関
係
に
着
目
し
、
実
際
に
詩

n
U
 

円

δ

文
の
選
評
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
傾
け
た
こ
と
は
、
明
末
と
い
う
時
代
背
景
が
あ
る
と
し
て
も
、
評
価
す
、
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

注（
1
）
『
東
方
学
報
』
第
十
六
号
、
一
九
四
八
年
、
京
都
。

（2
）
『
隠
秀
軒
集
』
・
往
集
・
「
輿
謹
友
夏
」

（3
）
『
義
文
研
究
』
第
五
十
六
号
、
一
九
八
九
年
。

（4
）
「
鍾
伯
敬
批
評
四
知
館
刊
本
研
究
序
説
｜
水
論
侍
諸
本
の
研
究
｜
」
（
『
東
方
学
』
第
四
十
二
輯
、
一
九
七
一
年
、
東
方
学
会
）
。
「
鍾
伯
敬
批
評
四
知
館

刊
本
の
研
究
｜
水
論
博
諸
本
の
研
究
1

」
（
『
日
本
中
園
皐
曾
報
』
第
二
十
三
集
、
一
九
七
一
年
）
。
「
鍾
伯
敬
批
評
四
知
館
刊
本
の
研
究
｜
李
卓
吾
批
評

容
与
堂
刊
本
と
の
関
係
｜
」
（
『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
三
十
一
巻
一
号
、
一
九
七
二
年
一
月
）
。

（5
〉
『
四
庫
総
目
提
要
』
（
経
部
詩
類
存
目
）
に
『
毛
詩
解
』
『
詩
経
圃
史
合
考
』
が
載
せ
て
お
り
、
内
閣
文
庫
に
は
『
鍾
伯
敬
評
黙
詩
経
』
『
毛
詩
解
』
『
詩

経
鍾
評
』
が
あ
る
。

（6
）
東
大
の
東
洋
文
化
研
究
所
に
も
鍾
慢
と
謹
元
春
の
書
が
か
な
り
保
存
さ
れ
て
い
る
。



（7
）
『
隠
秀
軒
集
』
・
長
集
・
「
種
雪
国
詩
選
序
」

（8
）
『
隠
秀
軒
集
』
・
長
集

（9
）
前
掲
の
「
題
魯
文
幡
詩
選
後
二
則
」
。
『
憶
秀
軒
集
』
・
長
集
・
「
詩
蹄
序
」

（
叩
）
前
掲
の
「
題
魯
文
悟
詩
選
後
二
則
」

（
日
）
『
謄
秀
軒
集
』
・
地
集

（
ロ
）
『
隠
秀
軒
集
』
・
長
集

（
悶
）
『
穏
秀
軒
集
』
・
長
集

（
日
）
『
讃
友
夏
合
集
』
・
巻
八

（
日
）
『
隠
秀
軒
集
』
・
往
集
・
「
輿
察
敬
夫
」

（
国
）
注
（
5
）
の
『
詩
経
鍾
評
』
の
巻
首
に
載
せ
て
い
る
も
の
だ
が
、
『
隠
秀
軒
集
』
（
列
集
）
に
も
載
せ
て
い
る
の
で
鍾
慢
の
作
で
あ
る
こ
と
が
確
か
だ
と

思
わ
れ
る
。
関
係
論
文
と
し
て
、
村
山
吉
贋
氏
の
「
鍾
伯
敬
『
詩
経
鍾
評
』
の
周
遁
」
（
『
詩
経
研
究
』
第
六
号
、
一
九
八
一
年
六
月
、
早
稲
田
大
学
）

と
加
藤
賓
氏
の
「
鍾
埋
詩
論
語
解
」
（
『
詩
経
研
究
』
第
六
号
、
一
九
八
一
年
六
月
、
早
稲
田
大
学
）
が
あ
る
。

（
げ
）
『
醸
秀
軒
集
』
・
往
集
・
「
輿
高
該
之
観
察
」

（
日
）
『
隠
秀
軒
集
』
・
往
集
・
「
再
報
察
敬
夫
」

（
悶
）
『
謹
友
夏
合
集
』
・
巻
八

（
却
）
『
隠
秀
軒
集
』
・
長
集
・
「
二
十
一
史
撮
奇
序
」

（
幻
）
八
矢
義
高
氏
「
鍾
僅
」
（
『
中
華
六
十
名
家
言
行
録
』

-131-

一
九
四
八
年
、
弘
文
堂
）


