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唐
代
詩
人
岑
参
の
後
世
に
お
け
る
評
価
の
変
遷
と
そ
の
過
程

栗
栖
　
瑛

１　

は
じ
め
に

　

岑
参
は
生
卒
年
︑
七
一
五
年
か
ら
七
七
○
年
の
詩
人
で
あ
る
︒
そ
の
人
生
は
盛
唐
期
と
重
な
り
︑
唐
代
詩
人
の
二
大
巨
頭
と
さ
れ
る
李
白
︑
杜

甫
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
生
き
た
詩
人
で
あ
る
︒
こ
の
詩
人
の
経
歴
の
内
︑
特
筆
す
べ
き
は
︑
や
は
り
二
度
の
出
塞
経
験
で
あ
ろ
う
︒
彼
は
︑
報
国
の

志
や
没
落
し
て
い
た
岑
家
の
再
興
へ
の
願
い
か
ら
来
る
出
世
へ
の
渇
望
を
胸
に
︑
節
度
使
の
幕
僚
と
し
て
︑
七
四
九
年
か
ら
七
五
一
年
と
七
五
四

年
か
ら
七
五
七
年
の
二
期
間
に
わ
た
っ
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
塞
外
の
地
に
あ
る
安
西
都
護
府
と
北
庭
都
護
府
に
赴
い
た
︒
塞
外
勤
務
の
結
果
は
︑
あ
ま

り
芳
し
く
は
な
か
っ
た
も
の
の
︑
こ
の
二
度
に
渡
る
西
域
行
の
間
に
生
み
出
さ
れ
た
︑
異
国
の
風
景
風
物
や
辺
境
地
帯
で
の
戦
乱
を
主
題
と
す
る

一
連
の
詩
は
︑
後
世
︑﹁
辺
塞
詩
﹂
と
い
う
分
類
に
組
み
込
ま
れ
︑
岑
参
は
﹁
辺
塞
詩
﹂
の
名
手
と
し
て
︑
中
国
文
学
史
に
お
い
て
そ
の
名
を
輝

か
せ
る
こ
と
と
な
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
と
対
応
す
る
か
の
よ
う
に
︑
従
来
の
岑
参
詩
研
究
で
は
︑
そ
の
研
究
対
象
と
し
て
︑
彼
の
辺
塞
詩
に
対
す

る
研
究
が
大
半
を
占
め
る
︒
ま
た
︑
そ
れ
ら
の
研
究
で
は
必
ず
︑
岑
参
詩
に
対
す
る
評
語
﹁
奇
﹂
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
る
︒
こ
の
﹁
奇
﹂
と
い

う
評
語
の
嚆
矢
と
な
っ
た
の
は
︑
岑
参
と
同
時
代
に
生
き
た
殷
璠
の
﹃
河
岳
英
霊
集
﹄
に
お
け
る
﹁
参
詩
語
奇
体
峻
︑
意
亦
奇
造
﹂
と
い
う
評
価
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で
あ
る
が
︑
実
は
こ
の
記
述
は
後
述
す
る
通
り
︑
岑
参
の
辺
塞
詩
に
向
け
て
為
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
︒
今
で
こ
そ
︑
岑
参
と
い
う
詩
人
に
つ
い

て
語
る
と
き
︑
詩
人
︑
辺
塞
詩
と
﹁
奇
﹂
と
は
三
位
一
体
で
あ
る
か
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
よ
う
な
認
識
は
︑
清
代
の
沈
徳
潜
が

以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
と
い
う
の
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
︒

　
　
　

参
の
詩
能
く
奇
語
を
作
し
︑
尤
も
辺
塞
に
長
ず
︒︵
参
詩
能
作
奇
語
︑
尤
長
於
辺
塞一

︒︶

　

こ
の
通
説
︑
つ
ま
り
︑﹁
奇
﹂
を
含
む
︑
岑
参
に
対
す
る
評
価
は
︑
本
来
岑
参
の
塞
外
で
の
経
験
と
関
連
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
︑
そ
の

二
つ
を
積
極
的
に
結
び
付
け
よ
う
と
し
た
の
は
︑
清
・
沈
徳
潜
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
こ
と
を
我
が
国
で
最
も
早
く
提
唱
し
た
の
は
︑
中
野
美
代

子
氏
﹁
岑
参
の
塞
外
詩
─
そ
の
発
想
の
一
類
型
─二

﹂
で
あ
る
︒
ま
た
中
野
氏
は
︑
現
在
︑
中
国
文
学
史
に
お
い
て
常
識
と
な
っ
て
い
る
よ
う

に
︑
岑
参
と
い
え
ば
︑﹁
塞
外
詩
人
の
代
表
﹂
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
も
︑
沈
徳
潜
に
端
を
発
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
を
し
て
い
る
︒

　

中
国
に
お
い
て
も
︑
岑
参
の
詩
人
と
し
て
の
地
位
の
変
遷
に
注
目
し
た
同
様
の
研
究
が
既
に
為
さ
れ
て
い
る
︒
陳
暁
紅
氏
は
特
に
そ
の
分
野
で

の
功
績
が
大
き
い
︒﹁
試
論
岑
参
〝
辺
塞
〟
詩
人
地
位
的
確
立三

﹂
で
は
︑
岑
参
に
関
す
る
後
世
の
文
学
批
評
を
追
う
こ
と
で
︑
岑
参
の
辺
塞
詩
人

と
し
て
の
地
位
が
清
人
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
る
︒
陳
氏
は
︑
岑
参
の
辺
塞
の
作
に
直
接
言
及
し
た
詩
評
が
清
代
以
降
に
増
加
す
る

こ
と
を
そ
の
根
拠
の
一
つ
と
し
て
い
る
が
︑
そ
の
中
で
も
沈
徳
潜
に
よ
る
詩
評
に
注
目
し
て
お
り
︑
そ
れ
ま
で
の
岑
参
評
で
伝
統
的
に
継
承
さ
れ

て
き
た
﹁
奇
﹂
と
い
う
評
価
と
︑
辺
塞
を
題
材
と
し
た
詩
に
長
け
て
い
る
こ
と
の
二
点
に
同
時
に
言
及
し
た
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
と
し
て

い
る四

︒

　

以
上
に
代
表
さ
れ
る
研
究
に
よ
っ
て
︑
岑
参
の
辺
塞
詩
人
と
し
て
の
地
位
が
確
立
す
る
の
は
清
代
以
降
で
あ
る
と
い
う
こ
と
︑
そ
し
て
︑﹁
奇
﹂

と
い
う
評
価
が
辺
塞
詩
人
と
し
て
の
一
面
と
結
び
付
け
ら
れ
た
の
も
沈
徳
潜
以
降
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
本
論
文
で

は
︑
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
︑
清
代
に
岑
参
の
﹁
奇
﹂
な
る
辺
塞
詩
人
像
が
確
立
す
る
ま
で
に
は
︑
ど
の
よ
う
な
詩
人
像
の
変
遷
が
あ
っ
た
の
か
︑

そ
し
て
︑
如
何
な
る
過
程
を
経
て
︑﹁
奇
﹂
と
辺
塞
詩
人
と
し
て
の
一
面
と
が
合
流
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
︑﹁
奇
﹂
の
周
辺
の
情
報
か
ら

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
︒
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２　

隠
逸
・
山
水
詩
人
と
し
て
の
評
価
の
確
立

　

冒
頭
で
も
述
べ
た
通
り
︑
岑
参
は
当
初
か
ら
辺
塞
詩
人
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
の
評
価
の
実
態
に
つ
い
て
︑
順
に
確
認

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
最
初
か
つ
最
重
要
と
目
さ
れ
る
批
評
が
︑
岑
参
と
同
時
代
の
文
人
で
あ
る
殷
璠
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
以
下
の
批

評
で
あ
る
︒

　

参
の
詩 

語
は
奇
に
し
て
体
は
峻
︑
意
も
亦
た
奇
の
造い

た

り
な
り
︒
長
風 

白
茅
を
吹
き
︑
野
火 

枯
桑
を
焼
く
の
如
き
に
至
り
て
は
逸
と
謂
う

べ
し
︒
又
た
山
風 
空
林
を
吹
き
︑
颯
颯
と
し
て
人
有
る
が
ご
と
し
は
宜
し
く
幽
致
と
称
す
べ
き
な
り
︒︵
参
詩
語
奇
体
峻
︑
意
亦
奇
造
︒
至

如
長
風
吹
白
茅
︑
野
火
焼
枯
桑
可
謂
逸
矣
︒
又
山
風
吹
空
林
︑
颯
颯
如
有
人
宜
称
幽
致
也五

︒︶

　

こ
れ
は
︑
岑
参
の
詩
に
対
し
て
文
学
的
批
評
と
し
て
初
め
て
﹁
奇
﹂
と
い
う
評
価
を
与
え
︑
そ
の
後
の
岑
参
詩
評
の
方
向
性
を
決
定
付
け
た
と

い
う
意
味
で
も
重
要
な
批
評
で
あ
る
が
︑﹁
語
﹂
が
﹁
奇
﹂
で
﹁
意
﹂
も
ま
た
﹁
奇
﹂
で
あ
る
こ
と
以
外
に
は
︑
そ
の
対
象
︑
つ
ま
り
岑
参
詩
の

ど
の
よ
う
な
一
面
を
指
し
て
︑
こ
の
評
価
を
与
え
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
特
に
何
も
言
及
さ
れ
て
い
な
い
︒
そ
こ
で
ま
ず
は
︑
ど
の

よ
う
な
詩
が
収
録
さ
れ
て
い
る
の
か
を
見
る
こ
と
で
︑
こ
の
評
価
が
詩
人
の
ど
の
よ
う
な
一
面
を
対
象
と
し
て
い
る
の
か
︑
そ
の
方
向
性
を
絞
っ

て
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
︒﹃
河
岳
英
霊
集
﹄
は
各
詩
人
の
詩
に
対
す
る
批
評
で
あ
る
品
藻
の
後
に
詩
を
収
録
す
る
と
い
う
形
式
を
採
る
︒
岑
参

品
藻
の
後
に
続
け
て
収
め
ら
れ
る
岑
参
詩
は
以
下
の
七
首
で
あ
る六

︒

㈠
﹁
終
南
双
峰
草
堂
作
﹂　　

㈡
﹁
終
南
雲
際
精
舎
尋
法
澄
上
人
不
遇
帰
高
冠
東
潭
石
淙
望
秦
嶺
微
雨
作
貽
友
人
﹂

㈢
﹁
戯
題
関
門
﹂　　

㈣
﹁
観
釣
翁
﹂　　

㈤
﹁
戎
葵
花
歌
﹂　　

㈥
﹁
偃
師
東
与
韓
樽
同
詣
景
雲
暉
上
人
即
事
﹂　　

㈦
﹁
春
夢
﹂

　

こ
れ
ら
の
作
品
の
個
別
の
特
徴
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
︑
全
体
と
し
て
殷
璠
が
岑
参
詩
の
如
何
な
る
点
を
高
く
評
価
し
︑﹁
参
詩
語
奇
体
峻
︑
意

亦
奇
造
﹂
と
い
う
総
評
を
下
し
て
い
る
の
か
︒
殷
璠
が
詩
を
採
録
し
た
期
間
は
︑﹃
河
岳
英
霊
集
﹄
序
に
﹁
起
甲
寅
︑
終
癸
巳
﹂
と
あ
る
の
に
従

え
ば
︑
開
元
二
年
︵
七
一
四
︶
か
ら
天
宝
十
二
載
︵
七
五
三
︶
の
凡
そ
四
十
年
間
で
あ
る
︒
開
元
二
年
は
岑
参
誕
生
の
一
年
前
に
当
た
り
︑
天
宝

十
二
載
は
︑
岑
参
が
一
度
目
と
な
る
約
二
年
半
の
塞
外
勤
務
か
ら
帰
還
し
︑
長
安
で
仕
官
を
求
め
て
活
動
し
て
い
た
時
期
に
当
た
る
︒
こ
の
間
に
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作
ら
れ
た
詩
か
ら
︑
殷
璠
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
て
い
る
七
首
の
内
︑
㈤
﹁
戎
葵
花
歌
﹂
と
㈦
﹁
春
夢
﹂
を
除
く
五
首
に
は
︑
何
ら
か
の
形
で
隠
逸

的
傾
向
や
山
水
へ
の
傾
倒
が
認
め
ら
れ
る
︒
終
南
の
名
を
冠
す
る
㈠
﹁
終
南
双
峰
草
堂
作
﹂
と
㈡
﹁
終
南
雲
際
精
舎
尋
法
澄
上
人
不
遇
帰
高
冠
東

潭
石
淙
望
秦
嶺
微
雨
作
貽
友
人
﹂
は
共
に
隠
逸
的
趣
の
濃
い
作
と
な
っ
て
い
る
︒
前
者
は
天
宝
十
載
に
安
西
か
ら
長
安
に
帰
還
し
て
二
年
余
り
︑

終
南
山
で
半
官
半
隠
の
生
活
を
送
っ
て
い
た
頃
の
作
で
あ
る
︒
役
人
と
し
て
の
仕
事
を
取
り
収
め
て
︑
か
つ
て
生
活
を
送
っ
て
い
た
こ
と
の
あ
る

馴
染
み
深
い
山
田
に
帰
り
︑
出
世
欲
に
駆
ら
れ
た
心
を
平
静
に
す
る
た
め
に
友
人
に
暇
を
告
げ
た
︵﹁
斂
跡
帰
山
田
︑
息
心
謝
時
輩七

﹂︶
詩
人
が
︑

終
南
の
佳
景
の
中
で
﹁
平
生
の
好
み
﹂
に
背
く
こ
と
な
く
︑
悠
々
と
過
ご
す
姿
が
描
写
さ
れ
る
︒
後
者
は
天
宝
三
年
の
初
仕
官
前
に
︑
終
南
山
の

高
冠
に
て
隠
棲
し
て
い
た
頃
の
作
で
あ
る
︒
終
南
山
系
の
雲
際
山
の
寺
院
に
僧
を
訪
ね
て
行
く
も
会
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
帰
途
に
目
に
し

た
︑
小
雨
に
濡
れ
深
緑
に
覆
わ
れ
た
峰
々
と
は
対
照
的
に
雲
が
か
か
っ
て
姿
を
現
さ
な
い
終
南
山
︵﹁
諸
峯
皆
青
翠
︑
秦
嶺
独
不
開
﹂︶
や
︑
雲
が

晴
れ
た
の
ち
に
雲
間
か
ら
険
し
く
聳
え
て
姿
を
現
し
た
終
南
山
の
峰
︵﹁
東
南
雲
開
処
︑
突
兀
獼
猴
台
﹂︶
と
そ
こ
か
ら
流
れ
落
ち
る
瀑
布
と
水
し

ぶ
き
で
白
く
見
え
る
空
の
様
子
︵﹁
崖
口
懸
瀑
流
︑
半
空
白
皚
皚
﹂︶
が
詠
い
込
ま
れ
る
︒
そ
し
て
︑
後
漢
時
代
の
隠
士
張
仲
蔚
を
自
身
に
比
し

て
︑
張
仲
蔚
の
も
と
を
訪
ね
れ
ば
︑
そ
の
粗
末
な
住
居
に
は
蒿
萊
が
生
い
茂
っ
て
い
る
だ
ろ
う
︵﹁
若
訪
張
仲
蔚
︑
衡
門
満
蒿
萊
﹂︶
と
い
う
末
尾

の
二
句
で
締
め
く
く
ら
れ
る
︒
こ
の
詩
は
隠
逸
状
態
に
あ
る
詩
人
の
山
水
に
対
す
る
視
線
と
︑
か
つ
て
の
隠
士
へ
の
共
感
と
も
憧
憬
と
も
取
れ
る

末
尾
の
二
句
に
よ
っ
て
︑
山
水
に
暮
ら
す
隠
者
と
し
て
の
詩
人
像
が
浮
か
び
上
が
る
︒
ま
た
︑
こ
れ
ら
二
首
ほ
ど
明
確
に
で
は
な
い
が
︑
仕
官

の
志
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
隠
逸
生
活
へ
の
回
帰
を
思
わ
せ
る
㈢
﹁
戯
題
関
門
﹂︑
逍
遥
し
て
悠
々
自
適
に
過
ご
す
漁
父
を
描
写
し
た
㈣

﹁
観
釣
翁
﹂︑
旅
先
か
ら
の
帰
途
で
通
り
か
か
っ
た
ひ
と
気
の
な
い
山
に
は
煩
わ
し
い
こ
と
が
少
な
い
の
だ
と
︑
厭
世
的
態
度
が
断
片
的
に
表
れ
る

㈥
﹁
偃
師
東
与
韓
樽
同
詣
景
雲
暉
上
人
即
事
﹂
も
同
様
に
隠
逸
的
傾
向
を
示
し
て
い
る
︒

　

以
上
を
踏
ま
え
る
と
︑
殷
璠
が
﹁
奇
﹂
と
い
う
評
価
を
与
え
る
上
で
注
目
し
て
い
た
要
素
の
一
つ
は
隠
逸
・
山
水
の
特
徴
を
持
っ
た
詩
で
あ
る

可
能
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
た
︑
殷
璠
は
岑
参
品
藻
中
で
摘
句
に
対
し
て
も
評
価
を
し
て
い
る
︒﹁
長
風
吹
白
茅
︑
野
火
焼
枯
桑
﹂

︵﹁
至
大
梁
却
寄
匡
城
主
人
﹂
詩
︶
を
︑﹁
逸
﹂︵
抜
き
ん
出
て
優
れ
て
い
る
︶︑﹁
山
風
吹
空
林
︑
颯
颯
如
有
人
﹂︵﹁
暮
秋
山
行
﹂
詩
︶
を
﹁
幽
致
﹂

︵
奥
深
く
静
か
な
趣八

︶
と
評
し
て
い
る
︒
収
録
詩
か
ら
見
え
て
き
た
よ
う
な
岑
参
の
隠
逸
・
山
水
詩
人
と
し
て
の
一
面
は
︑
こ
れ
ら
の
評
価
と
も
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矛
盾
し
な
い
︒

３　

後
世
に
お
け
る
評
価
の
変
遷

　

前
章
で
は
︑
岑
参
が
同
時
代
に
お
い
て
は
隠
逸
・
山
水
詩
人
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
﹃
河
岳
英
霊
集
﹄
中
に
収
録
さ
れ
る
詩
か
ら

確
認
し
た
︒
岑
参
品
藻
に
は
︑
今
日
ま
で
続
く
岑
参
詩
に
対
す
る
評
価
﹁
奇
﹂
も
既
に
見
ら
れ
た
が
︑
こ
の
﹁
奇
﹂
は
︑
辺
塞
詩
人
と
し
て
の
評

価
を
そ
も
そ
も
前
提
と
し
て
い
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
本
章
で
は
︑﹁
奇
﹂
な
る
﹁
辺
塞
詩
人
﹂
と
し
て
の
評
価
が
確
立
す
る
ま
で
に
は
一
体
如
何

な
る
過
程
が
存
在
し
た
の
か
を
︑
主
た
る
岑
参
評
を
時
系
列
順
に
確
認
す
る
こ
と
で
見
て
い
く
︒

⑴
　
元
代
ま
で
に
お
け
る
評
価

　

岑
参
の
死
後
︑
お
よ
そ
三
十
年
後
の
こ
と
で
あ
る
︒
岑
参
の
子
で
あ
る
佐
公
が
京
兆
の
杜
確
に
父
の
詩
集
の
整
理
を
依
頼
し
︑
岑
参
初
の
別
集

﹃
岑
嘉
州
詩
﹄
が
成
立
し
た
︒
今
︑
杜
確
が
本
詩
集
に
付
し
た
序
よ
り
︑
岑
参
詩
に
対
す
る
評
価
に
関
す
る
部
分
を
抜
粋
す
る
︒

　

徧あ
ま
ね

く
史
籍
を
覧よ

み
︑
尤
も
文
を
綴
る
に
工
な
り
︒
辞
を
属つ

づ

る
に
は
清
を
尚
び
︑
意
を
用
う
る
に
は
切
を
尚
ぶ
︒
其
の
得
る
所
有
る
は
︑

多
く
佳
境
に
入
り
︑
迥け

い
ば
つ抜 

孤
秀
に
し
て
︑
常
情
よ
り
出
づ
︒
一
篇 

筆
を
絶
つ
毎
に
︑
則
ち
人
人
伝
え
写
し
︑
閭
里
士
庶
︑
戎
夷
蛮
貊
と
雖

も
︑
諷
誦 

吟
習
せ
ざ
る
莫
し
︒︵
徧
覧
史
籍
︑
尤
工
綴
文
︒
属
辞
尚
清
︑
用
意
尚
切
︑
其
有
所
得
︑
多
入
佳
境
︑
迥
抜
孤
秀
︑
出
於
常
情
︒

毎
一
篇
絶
筆
︑
則
人
人
伝
写
︑
雖
閭
里
士
庶
︑
戎
夷
蛮
貊
︑
莫
不
諷
誦
吟
習
焉九

︒︶

　

こ
の
評
価
の
内
︑﹁
迥
抜
孤
秀
︑
出
於
常
情
﹂
と
は
︑﹁
高
く
そ
び
え
る
よ
う
に
優
れ
て
お
り
︑
尋
常
の
情
意
を
超
越
し
て
い
る
﹂
と
い
う
こ

と
を
意
味
し
︑﹁
奇
﹂
の
要
素
は
含
ま
れ
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
一
方
で
︑
そ
の
評
価
の
対
象
は
︑
詩
の
表
現
面
で
あ
る
﹁
属
辞
﹂
の

﹁
清
﹂
と
構
想
な
ど
の
内
容
面
で
あ
る
﹁
用
意
﹂
の
﹁
切
﹂
と
が
作
品
の
中
に
う
ま
く
結
実
し
た
も
の
で
あ
り
︑
辺
塞
詩
に
限
定
さ
れ
て
お
ら

ず
︑
辺
塞
詩
を
念
頭
に
置
い
た
と
読
め
る
表
現
に
も
な
っ
て
い
な
い
︒

　

南
宋
の
厳
羽
も
﹃
滄
浪
詩
話
﹄
詩
評
に
お
い
て
︑
岑
参
詩
に
関
し
て
︑﹁
奇
﹂
と
並
ん
で
後
代
に
継
承
さ
れ
る
評
価
を
残
し
て
い
る
︒
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高
岑
の
詩 

悲
壮
︑
之
を
読
め
ば
人
を
し
て
感
慨
せ
し
む
︒︵
高
岑
之
詩
悲
壮
︑
読
之
使
人
感
慨一

〇

︒︶

　

高
岑
と
い
う
並
称
は
︑
高
適
と
岑
参
の
二
詩
人
を
指
し
て
い
る
︒
高
適
は
岑
参
と
同
時
代
の
詩
人
で
あ
り
︑
彼
も
ま
た
塞
外
で
の
勤
務
経
験
が

あ
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
二
人
の
詩
人
は
実
際
の
詩
風
の
差
異
を
無
視
し
て
一
括
り
に
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
が
︑
そ
の
よ
う

な
認
識
の
端
緒
は
︑
お
そ
ら
く
は
こ
の
詩
評
に
あ
る
︒
厳
羽
は
︑
こ
の
高
岑
に
共
通
す
る
特
徴
と
し
て
﹁
悲
壮
﹂︵
悲
哀
に
満
ち
た
雄
壮
さ
︶
と

﹁
感
慨
﹂
を
挙
げ
る
︒
こ
の
詩
風
に
該
当
す
る
作
品
と
言
う
と
︑
従
軍
経
験
に
基
づ
く
﹁
辺
塞
詩
﹂
を
想
起
し
て
し
ま
う
が
︑
厳
羽
は
こ
れ
ら
の

評
価
が
一
体
彼
ら
の
ど
の
よ
う
な
作
品
及
び
作
品
群
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
明
示
し
て
い
な
い
た
め
︑
こ
の
記
述
の
み
か
ら
当
時
︑
既
に
二

詩
人
が
辺
塞
詩
人
と
し
て
名
声
を
得
て
い
た
と
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
評
価
が
従
来
の
岑
参
詩
評
に
は
見
ら
れ
な

か
っ
た
﹁
悲
壮
﹂
と
い
う
新
た
な
一
面
を
発
見
し
︑
後
代
の
岑
参
詩
評
に
多
大
な
る
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
︑
こ
こ
に
厳
羽
の
功
績

が
認
め
ら
れ
る
︒

　

以
上
の
時
代
を
経
て
集
積
し
た
岑
参
詩
評
を
集
大
成
し
︑
か
つ
岑
参
詩
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
反
映
し
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可

能
な
の
が
︑
元
代
の
辛
文
房
﹃
唐
才
子
伝
﹄
中
の
記
述
で
あ
る
︒
今
こ
こ
に
岑
参
詩
の
評
価
に
関
す
る
部
分
の
み
抜
粋
す
る
︒

　

博
く
史
籍
を
覧
み
︑
尤
も
文
を
綴
る
に
工
に
し
て
︑
詞
を
属つ

づ

る
こ
と
清
尚
︑
心
を
用
い
る
こ
と
良や

や

苦
な
り
︒
詩
調
は
尤
も
高
く
︑
唐
興
り

て
よ
り
此
の
作
を
見
る
こ
と
罕ま

れ

な
り
︒
情
を
山
水
に
放
ち
︑
故
に
常
に
逸
念
を
懐
き
︑
奇
の
造い

た

り
幽
致
︑
得
る
所
は
往
往
に
し
て
超
抜
孤

秀
︑
常
情
を
度
越
す
︒
高
適
と
風
骨
頗
る
同
じ
く
し
︑
之
を
読
め
ば
人
を
し
て
慷
慨
懐
感
せ
し
め
︑
篇
は
筆
を
絶
つ
毎
に
︑
人 

輒
ち
伝
え

味
わ
う
︒︵
博
覧
史
籍
︑
尤
工
綴
文
︑
属
詞
清
尚
︑
用
心
良
苦
︒
詩
調
尤
高
︑
唐
興
罕
見
此
作
︒
放
情
山
水
︑
故
常
懐
逸
念
︑
奇
造
幽
致
︑

所
得
往
往
超
抜
孤
秀
︑
度
越
常
情
︒
与
高
適
風
骨
頗
同
︑
読
之
令
人
慷
慨
懐
感
︑
毎
篇
絶
筆
︑
人
輒
伝
味一

一

︒︶

　

一
見
す
る
と
︑
以
上
に
見
て
き
た
よ
う
な
前
時
代
ま
で
の
詩
評
に
依
拠
し
︑
論
理
的
整
合
性
を
失
わ
な
い
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
た
だ
け
に
見
え

る
詩
評
だ
が
︑
細
か
い
差
異
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
撰
者
で
あ
る
辛
文
房
個
人
の
岑
参
詩
に
対
す
る
認
識
及
び
詩
人
と
し
て
の
位
置
づ
け

が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒
と
り
わ
け
注
目
し
た
い
の
は
︑﹁
放
情
山
水
︑
故
常
懐
逸
念
︑
奇
造
幽
致
︑
所
得
往
往
超
抜
孤
秀
︑
度
越
常
情
﹂
の

部
分
で
あ
る
︒
こ
の
箇
所
は
︑
前
半
部
分
は
﹁
奇
造
﹂﹁
幽
致
﹂
と
い
う
語
に
注
目
す
る
と
︑﹃
河
岳
英
霊
集
﹄
岑
参
品
藻
を
思
わ
せ
︑
後
半
部
分
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は
杜
確
の
序
中
の
表
現
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
受
け
て
お
り
︑
以
下
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
︒﹁
山
水
に
情
を
寄
せ
て
お
り
︑
そ
れ
故
に
常
に
隠
逸
の

考
え
を
抱
き
︑︵
そ
の
詩
は
︶﹃
奇
﹄
な
る
造
り
で
﹃
幽
﹄
な
る
趣
を
持
ち
︑︵
そ
う
し
た
特
徴
が
︶
う
ま
く
発
揮
さ
れ
た
詩
は
︑
常
々
並
外
れ
て

優
れ
て
お
り
︑
尋
常
の
情
意
を
超
越
し
て
い
る
︒﹂
ま
ず
︑
山
水
へ
の
思
い
が
存
在
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
﹁
逸
念
﹂
が
生
じ
る
︒
仕
官
へ
の
強
い

思
い
と
そ
れ
が
挫
折
に
終
わ
っ
た
時
の
隠
棲
生
活
へ
の
回
帰
願
望
は
岑
参
の
実
作
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑﹁
逸
念
﹂

は
直
後
の
詩
の
特
徴
﹁
奇
造
﹂﹁
幽
致
﹂
に
も
関
係
し
て
い
く
だ
ろ
う
︒﹁
奇
造
﹂﹁
幽
致
﹂
と
い
う
評
価
の
も
と
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
﹃
河
岳

英
霊
集
﹄
岑
参
品
藻
の
記
述
と
比
較
す
る
と
︑﹃
河
岳
英
霊
集
﹄
で
は
具
体
的
な
摘
句
に
対
す
る
評
価
に
過
ぎ
な
か
っ
た
﹁
幽
致
﹂
が
︑﹃
唐
才
子

伝
﹄
に
至
っ
て
﹁
奇
造
﹂
に
接
近
し
同
格
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
以
上
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
︑﹁
山
水
﹂﹁
逸
念
﹂﹁
奇
造
﹂

﹁
幽
致
﹂
と
い
う
語
は
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
て
お
り
︑
元
代
岑
参
詩
評
に
お
け
る
﹁
奇
﹂
は
︑﹁
山
水
﹂
や
﹁
隠
逸
﹂
を
前
提
と
し
て
捉
え

る
必
要
が
あ
る
と
い
う
可
能
性
を
指
摘
で
き
よ
う
︒
こ
れ
は
︑﹁
奇
﹂
と
い
う
評
語
を
初
め
て
用
い
た
殷
璠
が
︑﹃
河
岳
英
霊
集
﹄
の
中
で
選
出
し

た
七
首
の
岑
参
詩
の
内
︑
五
首
が
隠
逸
的
傾
向
や
山
水
へ
の
傾
倒
を
示
し
て
い
た
こ
と
と
も
符
合
す
る
︒
換
言
す
れ
ば
︑
岑
参
と
同
時
代
に
お
い

て
は
収
録
詩
の
状
況
か
ら
お
ぼ
ろ
げ
に
し
か
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
隠
逸
・
山
水
詩
人
と
し
て
の
岑
参
像
が
︑
元
代
に
至
っ
て
詩
評
の
中

に
明
記
さ
れ
る
形
で
表
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
加
え
て
︑
過
去
の
資
料
を
節
録
す
る
手
法
を
採
用
し
て
い
る
﹃
唐
才
子
伝
﹄
で
あ
る
が
︑
今

見
た
箇
所
の
中
で
﹁
放
情
山
水
︑
故
常
懐
逸
念
﹂
の
部
分
は
︑
筆
者
が
調
査
し
た
限
り
で
は
︑
引
用
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
︒
逆
説
的
に
言
え

ば
︑
こ
の
言
葉
は
辛
文
房
自
身
が
編
集
に
際
し
て
組
み
込
ん
だ
も
の
で
あ
り
︑
彼
が
岑
参
を
隠
逸
・
山
水
詩
人
と
し
て
評
価
し
て
い
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑﹁
奇
﹂
と
並
ん
で
﹁
幽
﹂
も
そ
の
よ
う
な
岑
参
像
を
象
徴
的
に
表
す
評
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
な
お
︑

辛
文
房
は
︑
引
用
し
た
箇
所
の
直
前
の
部
分
で
岑
参
の
辺
塞
行
の
経
験
に
触
れ
︑﹁
参
累
て
戎
幕
を
佐
け
︑
鞍
馬
烽
塵
の
間
を
往
来
す
る
こ
と
十

余
載
に
し
て
︑
征
行
離
別
の
情
を
極
め
︑
城
障
塞
堡
︑
経
行
せ
ざ
る
無
し
﹂
と
い
う
指
摘
も
し
て
お
り
︑
こ
の
時
点
で
既
に
岑
参
の
辺
塞
詩
及
び

辺
塞
詩
人
と
し
て
の
一
面
へ
の
注
目
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
が
︑
こ
の
箇
所
を
含
む
一
文
は
︑
あ
く
ま
で
岑
参
の
特
殊
な
経
歴

紹
介
に
主
眼
が
置
か
れ
て
お
り
︑
直
接
︑
詩
に
つ
い
て
言
及
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
し
た
が
っ
て
︑
や
は
り
詩
評
全
体
の
論
調
と
し
て

は
︑
今
述
べ
た
通
り
︑
隠
逸
・
山
水
詩
人
と
し
て
の
一
面
に
よ
り
重
き
を
置
い
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
な
岑
参
認
識
が
︑
辛
文
房
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の
み
な
ら
ず
当
時
の
文
人
た
ち
の
一
般
認
識
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
︑
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
な
認
識
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と

は
確
か
で
あ
り
︑
岑
参
詩
評
を
見
て
い
く
上
で
は
無
視
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
︒

⑵
　
明
代
以
降
に
お
け
る
評
価

　

明
代
に
入
る
と
︑
岑
参
評
は
変
質
を
遂
げ
る
︒
そ
れ
が
最
も
顕
著
に
表
れ
て
い
る
の
は
︑
辺
貢
に
よ
る
﹁
刻
岑
詩
成
題
其
後
﹂
で
あ
る
︒
今
こ

こ
に
関
連
す
る
箇
所
の
み
引
用
す
る
︒

　

殷
璠
嘉
州
の
詩
を
評
し
て
曰
く
︑
語
は
逸
に
し
て
体
は
俊
︑
意
は
毎
に
奇
に
造い

た

る
︒
而
し
て
厳
滄
浪
則
ち
曰
く
︑
岑
詩
悲
壮
に
し
て
之
を

読
め
ば
人
を
し
て
感
慨
せ
し
む
︒
︙
︵
中
略
︶
︙
夫
れ
俊
や
︑
逸
や
︑
是
れ
太
白
の
長
な
り
︒
若
し
奇
に
し
て
︑
又
た
悲
且
つ
壮
な
る
は
︑

子
美
に
非
ざ
れ
ば
孰
れ
か
其
れ
之
に
当
た
ら
ん
︒
︙
︵
中
略
︶
︙
山
風 

空
林
を
吹
き
︑
颯
颯
と
し
て
人
有
る
が
如
し
は
斯
れ
悲
壮
に
し
て

奇
な
り
︒
又
た
長
風
白
茅
を
吹
き
︑
野
火 

枯
桑
を
焼
く
の
句
の
如
き
は
俊
且
つ
逸
な
ら
ざ
る
か
な
︒
︙
︵
中
略
︶
︙
夫
れ
俊
や
︑
逸
や
︑

奇
や
︑
悲
や
︑
壮
や
︑
五
者
は
李
杜
も
兼
ぬ
る
能
わ
ざ
る
な
り
︒︵
殷
璠
評
嘉
州
詩
曰
︑
語
逸
体
俊
︑
意
毎
造
奇
︒
而
滄
浪
則
云
︑
岑
詩
悲

壮
読
之
令
人
感
慨
︒
︙
︵
中
略
︶
︙
夫
俊
也
︑
逸
也
︑
是
太
白
之
長
也
︒
若
奇
焉
︑
而
又
悲
且
壮
焉
︑
非
子
美
孰
其
当
之
︒
︙
︵
中
略
︶
︙

山
風
吹
空
林
︑
颯
颯
如
有
人
︑
斯
悲
壮
而
奇
矣
︒
又
如
長
風
吹
白
茅
︑
野
火
焼
枯
桑
之
句
不
俊
且
逸
也
乎
哉
︒
︙
︵
中
略
︶
︙
夫
俊
也
︑
逸

也
︑
奇
也
︑
悲
也
︑
壮
也
︑
五
者
李
杜
弗
能
兼
也一

二

︒︶

　

こ
こ
で
辺
貢
は
︑
岑
参
の
詩
の
特
質
に
つ
い
て
︑﹃
河
岳
英
霊
集
﹄
の
言
葉
を
引
く
形
で
︑
語
が
﹁
逸
﹂︑
体
が
﹁
俊
﹂︑
意
が
﹁
奇
﹂
に
造い

た

る

と
述
べ
︑﹃
滄
浪
詩
話
﹄
の
言
葉
を
引
く
形
で
︑
そ
の
詩
の
﹁
悲
﹂﹁
壮
﹂
を
指
摘
し
て
い
る
︒
こ
の
評
価
は
︑
明
代
新
刊
本
﹃
岑
嘉
州
詩
集
﹄
の

序
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
や
や
過
大
評
価
の
き
ら
い
が
あ
る
が
︑
以
上
の
五
項
目
の
内
︑﹁
俊
﹂﹁
逸
﹂
は
李
白
の
長
所
で
あ

り
︑﹁
奇
﹂﹁
悲
﹂﹁
壮
﹂
は
杜
甫
の
性
質
で
あ
る
と
言
い
︑
岑
参
は
こ
れ
ら
を
兼
ね
備
え
た
存
在
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
本
来
︑﹃
河
岳
英

霊
集
﹄
で
は
︑﹁
語
﹂
が
﹁
奇
﹂︑﹁
体
﹂
が
﹁
峻
﹂
と
い
う
評
価
で
あ
っ
た
も
の
が
︑
こ
こ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
︑﹁
逸
﹂
と
﹁
俊
﹂
へ
と
変
更
さ
れ
て

い
る
︒
ま
た
同
様
に
︑
摘
句
に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て
も
重
要
な
変
更
が
見
ら
れ
る
︒﹃
河
岳
英
霊
集
﹄
と
記
述
の
順
序
は
前
後
す
る
も
の
の
︑
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同
じ
詩
句
を
引
用
し
て
︑﹁
暮
秋
山
行
﹂
の
詩
句
﹁
山
風
吹
空
林
︑
颯
颯
如
有
人
﹂
に
は
﹁
悲
壮
に
し
て
奇
﹂
と
い
う
評
価
を
︑﹁
至
大
梁
却
寄
匡

城
主
人
﹂
の
詩
句
﹁
長
風
吹
白
茅
︑
野
火
焼
枯
桑
﹂
に
は
﹁
俊
且
つ
逸
﹂
と
い
う
評
価
を
与
え
て
い
る
︒
冒
頭
で
既
に
﹃
河
岳
英
霊
集
﹄
を
引
用

し
て
い
る
こ
と
と
︑
摘
出
さ
れ
た
詩
句
と
一
部
評
価
の
重
複
を
見
る
限
り
︑﹃
河
岳
英
霊
集
﹄
の
記
述
を
参
考
に
し
て
い
る
と
断
定
す
る
こ
と
が

で
き
そ
う
で
あ
る
︒
摘
句
の
評
価
に
対
し
て
な
さ
れ
た
変
更
の
内
︑
転
換
点
と
見
な
し
う
る
の
は
︑
本
来
﹁
暮
秋
山
行
﹂
に
対
す
る
評
価
で
あ
っ

た
﹁
幽
致
﹂
が
﹁
悲
壮
﹂
と
﹁
奇
﹂
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
岑
参
の
格
を
引
き
上
げ
る
た
め
に
︑
李
白
と
杜
甫
に
近

づ
け
よ
う
と
し
た
結
果
︑
元
代
辛
文
房
の
評
価
に
お
い
て
︑﹁
奇
﹂
と
同
格
に
語
ら
れ
て
い
た
﹁
幽
﹂
と
い
う
側
面
は
︑
二
詩
人
と
の
共
通
項
で

は
な
い
た
め
に
捨
て
置
か
れ
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
︒
こ
の
変
更
が
意
味
す
る
の
は
︑﹁
幽
致
﹂
と
い
う
語
で
象
徴
的
に
表
さ
れ
て
い
た
﹁
隠

逸
・
山
水
詩
人
﹂
と
し
て
の
岑
参
像
が
断
絶
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
辺
貢
に
よ
る
岑
参
評
が
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
︑
明
代
新

刊
本
﹃
岑
嘉
州
詩
集
﹄
に
付
さ
れ
た
こ
の
後
序
の
影
響
は
大
き
か
っ
た
に
違
い
な
く
︑
事
実
︑
こ
れ
よ
り
後
の
岑
参
評
は
︑
こ
こ
で
示
さ
れ
た

﹁
俊
﹂﹁
逸
﹂﹁
奇
﹂﹁
悲
﹂﹁
壮
﹂
の
五
項
目
が
優
勢
と
な
る
︒

　

で
は
︑
明
代
以
降
︑﹁
奇
﹂
の
周
辺
で
は
︑﹁
俊
﹂﹁
逸
﹂﹁
悲
﹂﹁
壮
﹂
以
外
に
︑
ど
の
よ
う
な
語
が
用
い
ら
れ
︑
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
形

成
さ
れ
て
い
く
の
か
︑
以
下
に
見
て
い
く
︒

　

明
代
の
岑
参
評
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
と
し
て
︑
記
述
の
具
体
性
が
増
す
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
換
言
す
れ
ば
︑
一
人
の
詩
人
を
評
価
す

る
時
︑
そ
の
詩
人
の
ど
の
よ
う
な
点
に
対
し
て
評
価
を
与
え
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
記
そ
う
と
す
る
意
識
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
︒
明
の
徐
献
忠
︵
一
四
九
三
～
一
五
六
九
︶﹃
唐
詩
品
﹄
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
︒﹃
唐
詩
品
﹄
は
︑
太
宗
皇
帝
︑
玄
宗
皇
帝
を
筆
頭
に
︑
計
八
十

三
名
の
詩
人
に
つ
い
て
評
価
を
し
て
い
る
︒
一
部
引
用
を
挙
げ
︑
論
を
補
強
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
︑
基
本
的
に
は
徐
献
忠
自
身
の
言
葉
で

評
価
が
為
さ
れ
る
︒
岑
参
は
﹁
嘉
州
刺
史
岑
参
﹂
と
し
て
立
項
さ
れ
て
い
る
︒

　

嘉
州
詩
は
一
に
風
骨
を
以
て
主
と
為
し
︑
故
に
体
裁
峻
整
に
し
て
︑
語
も
亦
た
奇
に
造
り
︑
意
を
持
す
こ
と
方
に
厳
し
く
︑
竟
に
落
韻
す

る
こ
と
鮮
な
し
︒
五
言
古
詩
︑
子
建
以
上
従
り
︑
方
に
肩
を
聯
ぬ
る
に
足
る
︒
古
人
は
渾
厚
︑
嘉
州
は
稍
や
瘦
語
多
く
︑
此
れ
其
の
迨
ば
ざ

る
所
︑
亦
た
一
間
の
み
に
し
て
︑
其
の
他
乃
ち
人
意
を
尽
さ
ず
︒
之
を
要
す
る
に
孤
峰
天
を
挿
し
︑
霄
漢
を
淩
抜
す
︒︵
嘉
州
詩
一
以
風
骨
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為
主
︑
故
体
裁
峻
整
︑
語
亦
造
奇
︑
持
意
方
厳
︑
竟
鮮
落
韻
︒
五
言
古
詩
︑
従
子
建
以
上
︑
方
足
聯
肩
︒
古
人
渾
厚
︑
嘉
州
稍
多
瘦
語
︑
此

其
所
不
迨
︑
亦
一
間
耳
︑
其
他
乃
不
尽
人
意
︒
要
之
孤
峰
挿
天
︑
淩
抜
霄
漢一

三

︒︶

　

冒
頭
部
分
は
明
ら
か
に
﹃
河
岳
英
霊
集
﹄
の
影
響
を
受
け
て
お
り
︑
岑
参
品
藻
が
こ
の
時
代
に
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
︑
岑
参
と
い
う
詩
人

が
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
た
か
を
知
る
た
め
の
手
が
か
り
と
な
り
う
る
︒
ま
ず
︑
岑
参
の
詩
の
根
幹
と
な
っ
て
い
る
の
は
︑﹁
風
骨
﹂
つ
ま

り
︑
詩
に
表
さ
れ
る
思
想
や
言
語
を
力
強
く
す
る
よ
う
な
気
概
で
あ
る
︒
そ
の
気
概
が
︑
以
下
の
よ
う
な
特
徴
を
生
み
出
し
て
い
る
︒
ま
ず
︑
詩

の
風
格
が
﹁
峻
整
﹂︵
厳
か
で
整
っ
て
い
る
︶
で
あ
り
︑
内
な
る
気
概
を
表
現
す
る
た
め
に
︑
そ
の
語
も
尋
常
と
は
異
な
る
﹁
奇
﹂
な
る
造
り
を

し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
体
裁
が
厳
か
で
整
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
派
生
し
て
か
︑
詩
人
の
創
作
の
根
本
と
も
言
え
る
﹁
意
﹂
を
持
つ
こ
と
に
も
厳
格

で
あ
る
と
強
調
し
︑
押
韻
を
落
と
す
こ
と
も
ま
れ
で
あ
る
と
い
う
評
価
を
し
て
い
る
︒
徐
献
忠
の
﹃
河
岳
英
霊
集
﹄
に
対
す
る
態
度
は
︑
表
記
的

な
混
同
は
あ
る
も
の
の
︑
比
較
的
忠
実
で
あ
り
︑﹁
風
骨
﹂
と
い
う
言
葉
を
明
記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
の
詩
の
厳
し
さ
と
力
強
さ
を
強
調
し

て
い
る
︒
そ
の
特
徴
は
︑
具
体
的
に
五
言
古
詩
を
例
と
し
て
語
ら
れ
る
︒
岑
参
の
五
言
古
詩
は
曹
植
と
も
肩
を
並
べ
る
ほ
ど
で
あ
り
︑
古
人
の
詩

は
﹁
渾
厚
﹂︑
つ
ま
り
︑
力
強
く
深
み
が
あ
り
︑
岑
参
は
や
や
及
ば
な
い
も
の
の
︑
そ
の
差
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
あ
る
と
高
く
評
価
し
て
い
る
︒

そ
し
て
徐
献
忠
は
︑﹁
孤
峰
挿
天
︑
淩
抜
霄
漢
﹂
と
い
う
︑
天
を
突
き
さ
す
孤
峰
が
天
空
を
も
凌
駕
し
て
い
る
と
い
う
鮮
烈
な
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ

て
︑
岑
参
詩
の
厳
格
さ
︑
力
強
さ
を
更
に
強
調
す
る
︒
こ
の
鮮
や
か
に
描
か
れ
た
イ
メ
ー
ジ
は
︑
明
代
に
お
い
て
岑
参
詩
評
に
多
用
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
﹁
け
わ
し
い
﹂﹁
力
強
い
﹂
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
最
も
具
体
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
同
じ
く
﹃
河
岳
英

霊
集
﹄
を
引
用
し
た
辛
文
房
と
の
着
眼
点
の
違
い
は
明
ら
か
だ
ろ
う
︒﹃
唐
才
子
伝
﹄
も
風
骨
に
言
及
し
て
い
る
の
だ
が
︑
そ
の
﹁
け
わ
し
さ
﹂

や
﹁
力
強
さ
﹂
を
強
調
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
以
下
に
続
け
て
挙
げ
る
岑
参
評
に
は
︑
こ
の
急
峻
な
峰
の
イ
メ
ー
ジ
及
び
そ
れ
に
類
す
る
イ
メ

ー
ジ
が
多
分
に
反
映
さ
れ
て
い
る
︒

　

王
世
貞
︵
一
五
二
六
～
一
五
九
○
︶
は
﹃
芸
苑
巵
言
﹄
巻
四
に
お
い
て
︑
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

　

高
岑
は
一
時
︑
上
下
し
易
か
ら
ず
︒
岑
の
気
骨
は
達
夫
の
遒
上
た
る
に
如
か
ず
し
て
︑
婉
縟
は
之
を
過
ぐ
︒
選
体
は
時
時
古
に
入
り
︑
岑

は
尤
も
陟
健
︑
歌
行
は
磊
落
奇
俊
︒
高
は
一
起
一
伏
︑
之
を
取
る
の
み
に
し
て
︑
尤
も
正
宗
た
り
︒︵
高
岑
一
時
︑
不
易
上
下
︒
岑
気
骨
不
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如
達
夫
遒
上
︑
而
婉
縟
過
之
︒
選
体
時
時
入
古
︑
岑
尤
陟
健
︑
歌
行
磊
落
奇
俊
︒
高
一
起
一
伏一

四

︑
取
是
而
已
︑
尤
為
正
宗一

五

︒︶

　

岑
参
と
高
適
と
で
は
︑
す
ぐ
に
は
甲
乙
つ
け
が
た
い
と
し
た
上
で
両
者
の
特
徴
に
つ
い
て
論
じ
︑
最
終
的
に
高
適
に
軍
配
を
上
げ
て
い
る
︒
岑

参
の
気
骨
は
高
適
に
は
及
ば
ず
︑
文
辞
の
華
美
で
は
高
適
を
超
え
て
過
度
で
あ
る
︒
文
選
風
の
古
詩
は
常
に
古
人
の
詩
と
一
致
し
て
お
り
︑
岑
参

は
と
り
わ
け
﹁
陟
健
﹂
で
あ
る
が
︑
歌
行
体
は
﹁
磊
落
奇
俊
﹂
で
あ
る
︒
高
適
は
︑﹁
一
起
一
伏
﹂
で
あ
り
︑
こ
れ
を
学
び
取
る
だ
け
で
極
め
て

正
統
派
で
あ
る
︒﹁
陟
健
﹂
と
い
う
語
は
︑
王
世
貞
に
至
っ
て
初
出
で
あ
る
︒﹁
陟
﹂
の
字
義
は
︑﹁
高
所
に
登
る
﹂
で
あ
る
が
︑
単
に
﹁
高
い
﹂

と
す
る
用
例
も
確
認
で
き
る
︒﹁
健
﹂
と
い
う
語
と
組
み
合
わ
さ
れ
る
こ
と
で
︑﹁
け
わ
し
く
力
強
い
﹂
と
い
う
意
味
と
な
る
︒
こ
の
﹁
陟
健
﹂
と

い
う
一
語
は
叢
書
集
成
本
﹃
全
唐
詩
説
﹄
で
は
﹁
陡
健
﹂
に
作
る
︒﹁
陡
﹂
も
﹁
け
わ
し
く
切
り
立
つ
﹂
様
子
を
表
す
語
で
あ
り
︑
意
味
の
上
で

大
き
な
差
異
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
こ
こ
で
も
︑
五
言
詩
を
中
心
と
す
る
文
選
風
の
古
詩
に
対
し
て
︑﹁
け
わ
し
い
﹂
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が

与
え
ら
れ
て
い
る
︒

　

続
け
て
歌
行
体
に
対
し
て
な
さ
れ
る
﹁
磊
落
奇
俊
﹂
と
い
う
評
価
は
︑﹁
磊
落
﹂
と
﹁
奇
俊
﹂
が
一
つ
の
語
を
形
成
し
て
い
る
と
み
な
す
と
︑

他
に
用
例
が
な
く
︑
意
味
を
断
定
し
に
く
い
︒
そ
こ
で
︑
高
適
の
歌
行
の
特
徴
で
あ
る
﹁
一
起
一
伏
﹂
か
ら
考
え
て
み
た
い
︒
王
世
貞
は
︑
同
じ

く
﹃
芸
苑
巵
言
﹄
巻
一
の
中
で
︑
歌
行
体
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

　

歌
行
に
三
難
有
り
︑
起
調
一
な
り
︑
転
節
二
な
り
︑
収
節
三
な
り
︒
惟お

も

う
に
収
尤
も
難
し
と
為
す
︒
平
調
︑
舒
徐
綿
麗
を
作
す
が
ご
と
き

は
︑
結
は
須
ら
く
雅
詞
を
為
し
︑
不
足
せ
し
む
る
勿
く
︑
一
唱
三
歎
の
意
有
ら
し
む
べ
し
︒
奔
騰
洶
湧
し
︑
駆
突
し
て
来
た
る
は
︑
須
ら
く

一
截
し
て
便
ち
住と

め
︑
有
餘
を
留
む
る
勿
か
る
べ
し
︒
中
に
奇
語
を
作
し
︑
人
魄
を
峻
奪
す
る
は
︑
須
ら
く
上
下
脈
を
し
て
相
い
顧
み
︑
一

起
一
伏
︑
一
頓
一
挫
︑
力
有
り
て
跡
無
か
ら
し
む
べ
し
︑
方
に
篇
法
を
成
す
︒
此
れ
是
れ
秘
密
大
蔵
印
可
の
妙
な
り
︒︵
歌
行
有
三
難
︑
起

調
一
也
︑
転
節
二
也
︑
収
節
三
也
︒
惟
収
為
尤
難
︒
如
作
平
調
︑
舒
徐
綿
麗
者
︑
結
須
為
雅
詞
︑
勿
使
不
足
︑
令
有
一
唱
三
歎
意
︒
奔
騰
洶

湧
︑
駆
突
而
来
者
︑
須
一
截
便
住
︑
勿
留
有
餘
︒
中
作
奇
語
︑
峻
奪
人
魄
者
︑
須
令
上
下
脈
相
顧
︑
一
起
一
伏
︑
一
頓
一
挫
︑
有
力
無
跡
︑

方
成
篇
法
︒
此
是
秘
密
大
蔵
印
可
之
妙一

六

︒︶

　

こ
れ
を
要
す
れ
ば
︑﹁
一
起
一
伏
﹂
と
は
︑﹁
起
﹂
と
﹁
伏
﹂
と
が
一
対
一
の
対
応
を
し
て
お
り
︑
変
化
に
富
む
と
同
時
に
︑
一
篇
の
詩
の
中
で
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バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
状
態
の
こ
と
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
部
分
的
な
特
徴
を
︑
そ
れ
と
逆
方
向
も
し
く
は
全
体
を
ま
と
め
調
和
さ
せ
る
よ
う
な
特

徴
を
併
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
一
篇
全
体
の
纏
ま
り
が
保
持
さ
れ
た
状
態
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
一
起
一
伏
﹂
こ
そ
︑
王
世
貞
が
︑
高
適
を
岑
参
よ

り
も
優
れ
て
い
る
と
い
う
判
断
を
下
す
要
因
と
な
っ
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
︒
高
適
の
歌
行
体
の
特
徴
を
以
上
の
よ
う
に
捉
え
る
と
︑

そ
れ
と
対
比
さ
れ
る
岑
参
の
﹁
磊
落
奇
俊
﹂
と
は
決
し
て
全
面
的
な
褒
辞
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
︒﹁
磊
落
奇
俊
﹂
と
は
︑
言
わ
ば
一

つ
の
方
向
に
傾
き
す
ぎ
た
過
度
な
﹁
起
﹂
で
あ
り
︑
そ
れ
を
中
和
す
る
よ
う
な
﹁
伏
﹂
を
伴
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
︑
高
適
に
は
及
ば
な
い
と
さ

れ
る
の
で
あ
る
︒
五
言
古
詩
に
対
し
て
﹁
陟
健
﹂
と
い
う
け
わ
し
さ
を
強
調
す
る
評
価
を
し
て
い
る
こ
と
︑
そ
し
て
高
適
の
歌
行
体
に
対
し
て
も

﹁
一
起
一
伏
﹂
と
い
う
高
低
の
差
を
用
い
た
視
覚
情
報
に
依
存
し
た
評
価
を
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
︑﹁
磊
落
奇
俊
﹂
と
い
う
評
価
に
も
︑

﹁
磊
落
﹂
と
い
う
語
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
よ
う
な
﹁
高
大
さ
﹂
や
﹁
壮
大
さ
﹂
が
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
込
め
ら
れ
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
こ

と
が
で
き
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑
既
に
見
た
徐
献
忠
﹃
唐
詩
品
﹄
の
記
述
か
ら
始
ま
る
︑
急
峻
な
峰
の
イ
メ
ー
ジ
に
象
徴
さ
れ
る
よ

う
な
﹁
け
わ
し
さ
﹂
や
﹁
力
強
さ
﹂
と
も
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
評
価
の
褒
貶
に
か
か
わ
ら
ず
︑﹃
芸
苑
巵
言
﹄
に
お
け
る
岑
参
詩

評
に
は
︑
五
言
古
詩
に
対
し
て
は
﹁
陟
健
﹂
と
い
う
語
に
よ
っ
て
﹁
け
わ
し
さ
﹂﹁
力
強
さ
﹂
が
︑
歌
行
体
に
対
し
て
は
﹁
磊
落
奇
俊
﹂
と
い
う

表
現
に
よ
っ
て
︑﹁
高
大
さ
﹂﹁
壮
大
さ
﹂
が
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
付
与
さ
れ
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
︒

　

続
け
て
︑
胡
応
麟
︵
一
五
五
一
～
一
六
○
二
︶
の
﹃
詩
薮
﹄
は
︑
内
編
六
巻
と
外
編
六
巻
︑
雑
編
六
巻
︑
続
編
二
巻
か
ら
成
る
体
系
的
著
述
で

あ
る
︒
詩
体
別
に
巻
を
立
て
た
内
編
六
巻
の
う
ち
︑
五
言
古
詩
に
つ
い
て
論
じ
た
第
二
巻
の
中
で
︑
こ
れ
ま
で
に
類
を
見
な
い
体
系
的
著
述
に
相

応
し
く
︑
従
来
の
岑
参
詩
評
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
評
語
を
継
承
し
た
評
価
を
し
て
い
る
︒
引
用
中
の
筆
者
に
よ
る
傍
線
部
は
そ
れ
を

示
し
た
箇
所
で
あ
る
︒

　

常
侍
の
五
言
古
は
︑
深
婉
有
致
た
り
︑
而
れ
ど
も
格
調
音
節
は
︑
時
に
参
差
有
り
︒
嘉
州
は
清
新
奇
逸
︑
大
い
に
是
れ
俊
才
に
し
て
︑
質

力
造
詣
は
︑
皆
な
高
の
上
に
出
づ
︒
然
れ
ど
も
高
は
黯
淡
の
内
に
︑
古
意
猶
お
存
す
︒
岑
は
英
発
の
中
に
︑
唐
体
大
い
に
著
わ
る
︒︵
常
侍

五
言
古
︑
深
婉
有
致
︑
而
格
調
音
節
︑
時
有
参
差
︒
嘉
州
清
新
奇
逸
︑
大
是
俊
才
︑
質
力
造
詣
︑
皆
出
高
上
︒
然
高
黯
淡
之
内
︑
古
意
猶

存
︒
岑
英
発
之
中
︑
唐
体
大
著一

七

︒︶
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高
の
気
骨
は
嘉
州
に
逮
ば
ず
︑
孟
の
材
具
は
遠
く
摩
詰
に
輸
し
︑
然
れ
ど
も
並
駆
す
る
は
︑
高
岑
は
悲
壮
を
宗
と
為
し
︑
王
孟
は
閑
澹
を

自
ら
得
︑
其
の
格
調
一
な
れ
ば
な
り
︒︵
高
気
骨
不
逮
嘉
州
︑
孟
材
具
遠
輸
摩
詰
︑
然
並
駆
者
︑
高
岑
悲
壮
為
宗
︑
王
孟
閑
澹
自
得
︑
其
格

調
一
也一

八

︒︶

　

こ
こ
に
挙
げ
た
二
か
所
に
お
い
て
も
︑
岑
参
と
い
う
詩
人
は
高
適
と
の
比
較
を
通
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
︒
そ
し
て
︑
次
に
示
す
部
分

で
は
︑
従
来
岑
参
詩
評
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
新
た
な
語
が
提
示
さ
れ
て
い
る
︒

　

高
岑
は
並
び
て
起
語
に
工
に
し
て
︑
岑
は
尤
も
奇
峭
な
り
︒
然
れ
ど
も
之
を
宣
城
に
擬
す
る
は
︑
格
愈
々
下
る
︒︵
高
岑
並
工
起
語
︑
岑

尤
奇
峭
︒
然
擬
之
宣
城
︑
格
愈
下
矣一

九

︒︶

　

胡
応
麟
は
︑
高
適
と
岑
参
は
共
に
﹁
起
語
﹂
の
技
術
に
秀
で
て
お
り
︑
と
り
わ
け
岑
参
は
﹁
奇
峭
﹂
で
あ
る
と
評
し
て
い
る二

〇

︒
こ
の
﹁
峭
﹂
と

い
う
一
字
は
︑﹁
峻
﹂﹁
陟
﹂︵﹁
陡
﹂︶
か
ら
繫
が
る
系
譜
を
想
像
さ
せ
る
︒﹁
起
語
﹂
と
は
︑
詩
の
立
ち
上
が
り
を
指
す
︒
こ
の
﹁
起
語
﹂
に
巧
み

で
あ
る
こ
と
と
︑﹁
奇
峭
﹂
と
の
間
に
︑
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
か
は
定
か
で
は
な
い
が
︑
こ
の
﹁
奇
﹂
と
組
み
合
わ
せ
て
用
い
ら
れ
る
﹁
峭
﹂

も
ま
た
︑﹁
け
わ
し
さ
﹂
を
原
義
と
し
︑
急
峻
な
イ
メ
ー
ジ
が
反
映
さ
れ
︑
そ
の
筆
力
の
強
さ
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う二

一

︒
高
適
と
岑
参
の
違
い
と

し
て
︑
胡
応
麟
は
︑
気
骨
の
差
を
挙
げ
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
岑
参
が
起
語
に
お
い
て
︑
と
り
わ
け
け
わ
し
く
力
強
い
の
は
︑
そ
の
気
骨
が
人
並
み

で
は
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

　

本
節
の
最
後
に
︑﹁
奇
﹂
と
辺
塞
詩
と
の
関
係
に
迫
る
記
述
と
し
て
︑
明
末
清
初
の
毛
先
舒
︵
一
六
二
〇
～
一
六
八
八
︶
の
﹃
詩
弁
坻
﹄
巻
三

を
見
て
お
き
た
い
︒
こ
こ
に
お
い
て
﹁
奇
﹂
は
︑
一
部
の
作
品
に
限
定
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
︑
辺
塞
詩
と
明
確
に
結
び
付
け
て
論
じ
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
︒

　

嘉
州
の
輪
台
諸
作
︑
奇
姿
傑
出
し
て
︑
風
骨
渾
勁
︑
琢
句
用
意
︑
俱
に
精
思
を
極
め
︑
殆
ど
子
美
︑
達
夫
の
及
ぶ
所
に
非
ず
︒︵
嘉
州
輪

台
諸
作
︑
奇
姿
傑
出
︑
而
風
骨
渾
勁
︑
琢
句
用
意
︑
俱
極
精
思
︑
殆
非
子
美
︑
達
夫
所
及二

二

︒︶

　

こ
こ
ま
で
は
︑﹁
奇
﹂
と
い
う
評
価
が
為
さ
れ
る
時
︑
そ
の
対
象
は
五
言
古
詩
や
七
言
歌
行
体
と
い
う
広
い
範
囲
が
対
象
と
さ
れ
て
き
た
が
︑

毛
先
舒
に
至
っ
て
︑﹁
輪
台
諸
作
﹂
と
い
う
︑
よ
り
限
定
し
た
範
囲
で
の
記
述
と
な
っ
て
お
り
︑
そ
れ
に
対
し
て
︑﹁
奇
姿
傑
出
﹂
と
い
う
評
価
が
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為
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
輪
台
諸
作
﹂
と
は
︑
詩
中
に
岑
参
の
二
度
目
の
西
域
勤
務
地
で
あ
る
輪
台
が
登
場
す
る
詩
を
指
し
て
い
る
可
能
性
が

あ
る
︒
岑
参
の
辺
塞
詩
に
は
︑
詩
形
を
問
わ
ず
︑
輪
台
が
詩
語
と
し
て
度
々
登
場
す
る
が
︑
そ
の
中
に
は
﹁
白
雪
歌
送
武
判
官
帰
京
﹂﹁
輪
台
歌

奉
送
封
大
夫
出
師
西
征
﹂﹁
走
馬
川
行
奉
送
出
師
西
征
﹂
な
ど
辺
塞
詩
の
代
表
作
も
含
ま
れ
て
お
り
︑
輪
台
と
は
正
に
岑
参
辺
塞
詩
を
象
徴
す
る

詩
語
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
る
︒
評
価
に
着
目
す
る
と
︑﹁
傑
出
﹂
に
も
そ
れ
ま
で
の
﹁
け
わ
し
い
﹂
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
彷
彿
と
さ
せ
る
よ
う

な
﹁
高
く
聳
え
る
﹂
と
い
う
語
義
が
あ
る
︒﹁
奇
﹂
な
る
姿
が
高
く
聳
え
る
と
い
う
画
像
的
イ
メ
ー
ジ
は
︑﹁
輪
台
諸
作
﹂
と
い
う
具
体
的
な
作
品

群
に
注
目
す
る
の
に
伴
っ
て
︑
明
代
以
降
︑
古
詩
や
歌
行
体
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
﹁
峻
﹂︑﹁
陟
﹂︵﹁
陡
﹂︶︑﹁
峭
﹂
を
具
体
的
な
形
で
表

し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
︒
ま
た
︑
本
文
で
は
そ
れ
に
続
い
て
﹁
風
骨
渾
勁
﹂
と
述
べ
︑
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
岑
参
評
に
お
け
る
﹁
奇
﹂

の
周
辺
と
同
様
︑
そ
の
気
概
と
力
強
さ
に
言
及
す
る
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒

　

以
上
に
述
べ
た
明
代
以
降
の
岑
参
評
の
状
況
を
整
理
す
る
と
︑
以
下
の
よ
う
に
総
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
ず
は
︑﹁
奇
﹂
の
周
辺
の
語
や

描
写
に
つ
い
て
で
あ
る
︒﹁
け
わ
し
さ
﹂
や
﹁
力
強
さ
﹂
及
び
そ
れ
ら
に
類
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
注
目
し
た
い
︒
徐
献
忠

は
﹁
風
骨
﹂
に
言
及
し
︑﹁
峻
整
﹂﹁
孤
峰
挿
天
︑
淩
抜
霄
漢
﹂
と
い
う
語
や
描
写
に
よ
っ
て
﹁
け
わ
し
さ
﹂
を
強
調
し
て
い
る
︒
王
世
貞
は
︑

﹁
陟
健
﹂︵﹁
陡
健
﹂︶
と
い
う
語
で
﹁
け
わ
し
さ
﹂
と
﹁
力
強
さ
﹂
を
︑﹁
磊
落
奇
俊
﹂
と
い
う
表
現
で
﹁
け
わ
し
さ
﹂
や
﹁
力
強
さ
﹂
に
も
通
ず

る
よ
う
な
﹁
高
大
さ
﹂
や
﹁
壮
大
さ
﹂
を
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
込
め
て
い
る
︒
胡
応
麟
は
﹁
奇
峭
﹂
と
い
う
語
で
︑
毛
先
舒
は
﹁
奇
姿
傑
出
﹂﹁
風

骨
﹂
と
い
う
表
現
と
語
で
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
け
わ
し
さ
﹂
と
﹁
力
強
さ
﹂
を
強
調
し
て
い
る
︒
こ
れ
を
踏
ま
え
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
話
の
著
者
が
何

を
対
象
と
し
て
こ
れ
ら
の
語
を
用
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
見
て
み
る
と
︑
徐
献
忠
は
五
言
古
詩
を
︑
王
世
貞
は
文
選
風
の
古
詩
︵﹁
陟
健
﹂︶
と

歌
行
体
︵﹁
磊
落
奇
俊
﹂︶
を
︑
胡
応
麟
は
五
言
古
詩
を
︑
毛
先
舒
は
﹁
輪
台
諸
作
﹂
を
対
象
と
し
て
い
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
整
理
し
て
み
る
と
︑﹁
奇
﹂
の
周
辺
で
﹁
け
わ
し
さ
﹂
や
﹁
力
強
さ
﹂
が
言
及
さ
れ
る
時
︑
そ
の
対
象
は
常
に
古
体
詩
で
あ
り
︑

よ
り
正
確
に
言
え
ば
︑
そ
れ
は
五
言
古
詩
と
七
言
歌
行
で
あ
る
︒﹁
奇
﹂
の
周
辺
で
﹁
け
わ
し
さ
﹂﹁
力
強
さ
﹂
を
強
調
す
る
語
が
継
承
さ
れ
て
い

っ
た
こ
と
と
︑
そ
の
対
象
が
一
貫
し
て
五
言
古
詩
及
び
︑
七
言
古
詩
の
中
で
も
七
言
歌
行
と
な
っ
て
い
る
こ
と
の
間
に
は
何
ら
か
の
関
連
が
あ
り

そ
う
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
岑
参
の
現
存
す
る
五
言
古
詩
九
十
七
首
の
中
に
は
当
然
︑
辺
境
地
域
に
滞
在
中
の
作
も
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
︑
ま
た
︑
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岑
参
の
七
言
歌
行
に
は
辺
塞
詩
の
名
作
が
多
い
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
だ
け
で
は
︑
こ
こ
で
挙
げ
た
﹁
け
わ
し
さ
﹂
や
﹁
力
強

さ
﹂
を
強
調
す
る
語
が
︑
辺
塞
詩
か
ら
得
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
と
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
反
論
が
あ
っ
て
当
然
で
あ
る
︒
た
だ
︑
全

く
断
言
で
き
な
い
と
し
て
も
︑
古
体
詩
に
対
し
て
︑﹁
け
わ
し
さ
﹂
や
﹁
力
強
さ
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
が
一
貫
し
て
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
︒
後
世
の
文
人
た
ち
が
岑
参
の
古
体
詩
に
注
目
し
た
こ
と
が
︑
果
た
し
て
岑
参
の
辺
塞
詩
人
と
い
う
側
面
を
認
識
す
る
こ
と
と
ど
れ
ほ
ど

関
わ
っ
て
い
る
の
か
は
定
か
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
明
末
清
初
の
毛
先
舒
に
至
っ
て
︑
何
ら
か
の
き
っ
か
け
で
岑
参
の
辺
塞
詩
の
一
部
が
注
目
さ

れ
た
正
に
そ
の
時
︑
そ
れ
ま
で
継
承
さ
れ
て
き
た
﹁
け
わ
し
さ
﹂﹁
力
強
さ
﹂
に
類
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
︑
容
易
に
辺
塞
詩
と
結
び
付
き
︑
そ
の
結

果
︑
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
束
ね
て
い
た
﹁
奇
﹂
と
い
う
語
も
︑
辺
塞
詩
と
結
び
付
け
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
指
摘
で
き

る
の
で
は
な
い
か
︒
つ
ま
り
︑
後
世
の
文
人
た
ち
が
岑
参
の
古
詩
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑︵
辺
塞
詩
を
対
象
と
し
て
い
た
と
は
断
言
で
き

な
い
が
︑
と
も
か
く
︶﹁
け
わ
し
さ
﹂
や
﹁
力
強
さ
﹂
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
育
み
続
け
︑
ち
ょ
う
ど
明
末
清
初
の
毛
先
舒
の
頃
に
そ
れ
ら
の
イ
メ

ー
ジ
が
辺
塞
詩
の
一
部
と
重
ね
あ
わ
さ
れ
た
結
果
︑
辺
塞
詩
と
﹁
奇
﹂
と
が
結
び
付
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
過
程
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
こ
の
過
程
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
従
来
︑
沈
徳
潜
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
と
さ
れ
て
き
た
辺
塞
詩
人
と
し
て
の
岑
参
と
﹁
奇
﹂
と
い
う
評
価

と
の
結
び
付
き
は
︑
明
代
を
通
し
て
既
に
相
当
程
度
準
備
さ
れ
て
い
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
︒

４　

お
わ
り
に

　

本
論
文
で
は
︑
岑
参
と
同
時
代
か
ら
明
末
清
初
ま
で
の
岑
参
詩
評
に
お
け
る
﹁
奇
﹂
と
︑
そ
の
周
辺
の
用
語
を
大
雑
把
に
辿
っ
て
き
た
︒﹁
奇
﹂

と
い
う
評
価
は
︑
元
代
ま
で
は
寧
ろ
﹁
隠
逸
﹂﹁
山
水
﹂
詩
人
と
し
て
一
面
と
結
び
付
け
ら
れ
︑
明
代
以
降
は
︑
急
峻
な
峰
の
イ
メ
ー
ジ
を
反
映

し
て
い
る
か
の
よ
う
な
︑
詩
風
の
﹁
け
わ
し
さ
﹂
や
﹁
力
強
さ
﹂
と
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
ま
た
︑

明
代
以
降
の
﹁
奇
﹂
の
周
辺
の
﹁
け
わ
し
い
﹂﹁
力
強
い
﹂
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
︑
岑
参
の
﹁
奇
﹂
と
彼
の
辺
塞
詩
人
と
し
て
の
一
面
を
結
び
付

け
る
の
に
︑
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
指
摘
し
た
︒
以
上
の
分
析
に
よ
っ
て
︑
岑
参
と
い
う
詩
人
を
︑
従
来
よ
り

も
総
合
的
に
捉
え
た
﹁
奇
﹂
観
を
提
供
で
き
た
こ
と
に
加
え
︑
従
来
研
究
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
︑﹁
奇
﹂
な
る
﹁
辺
塞
詩
人
﹂
岑
参
と
い
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う
詩
人
像
の
確
立
に
至
る
ま
で
の
過
程
の
一
端
を
解
明
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
︒

注一 

﹃
唐
詩
別
裁
集
﹄︑
上
海
古
籍
出
版
社
︑
一
九
七
九
年
︑
三
十
六
頁
︒
以
下
︑
本
文
と
注
に
お
け
る
全
て
の
引
用
は
引
用
元
の
字
体
に
か
か
わ
ら
ず
︑
全

て
新
字
体
を
用
い
る
︒

二 

﹃
日
本
中
国
文
学
報
﹄
第
十
二
集
︑
日
本
中
国
学
会
︑
一
九
六
〇
年
︒

三 

﹃
貴
州
教
育
学
院
学
報
﹄︑
貴
州
大
学
人
文
学
院
︑
二
〇
〇
七
年
六
月
︒

四 

原
文
﹁
其
中
︑
沈
徳
潜
的
評
論
最
値
得
注
意
︑
他
不
但
継
承
了
伝
統
詩
論
︑
言
岑
詩
之
〝
奇
〟︑
而
且
首
次
明
確
講
岑
参
擅
長
写
辺
塞
題
材
的
詩
︒﹂

五 

李
珍
華
・
傅
璇
琮
﹃
河
岳
英
霊
集
研
究
﹄︑
中
華
書
局
︑
一
九
九
二
年
︑
一
八
七
頁
︒
本
書
は
北
京
図
書
館
所
蔵
の
宋
版
二
巻
本
を
底
本
と
し
て
い
る
︒

六 

以
下
の
作
品
名
は
︑
前
掲
﹃
河
岳
英
霊
集
研
究
﹄
に
依
拠
す
る
︒

七 

以
下
︑
河
岳
英
霊
集
収
録
詩
の
詩
句
の
抜
粋
は
︑
前
掲
﹃
河
岳
英
霊
集
研
究
﹄
に
基
づ
く
︒

八 

﹁
幽
致
﹂
は
﹃
漢
語
大
詞
典
﹄
第
四
巻
︑
漢
語
大
詞
典
出
版
社
︑
一
九
八
九
年
︑
四
三
七
頁
に
立
項
︒﹁
幽
雅
別
致
；
幽
静
雅
致
﹂
と
定
義
さ
れ
︑
用
例

と
し
て
﹃
河
岳
英
霊
集
﹄
岑
参
品
藻
を
引
い
て
い
る
︒
今
︑
こ
の
定
義
に
則
っ
て
解
釈
し
た
︒

九 

四
部
叢
刊
本
﹃
岑
嘉
州
集
﹄︵
正
徳
十
五
年
︵
一
五
二
〇
︶
刊
︶
に
冠
せ
ら
れ
た
も
の
を
底
本
と
し
︑
一
部
補
っ
た
︒
書
き
下
し
は
︑
小
川
環
樹
﹃
唐

代
の
詩
人
︱
そ
の
伝
記
﹄︑
大
修
館
書
店
︑
一
九
七
五
年
︑
二
四
五
頁
か
ら
二
四
六
頁
を
参
考
に
︑
一
部
改
変
し
た
︒

一
〇 

何
文
煥
輯
﹃
歴
代
詩
話
﹄
下
︑
中
華
書
局
︑
一
九
八
一
年
︑
六
九
八
頁
︒

一
一 

﹃
五
山
版
影
印　

唐
才
子
伝
﹄︑
汲
古
書
院
︑
一
九
七
二
年
︑
六
十
五
頁
︑
六
十
六
頁
︒

一
二 

四
部
叢
刊
本
﹃
岑
嘉
州
集
﹄
に
付
さ
れ
た
も
の
を
底
本
と
し
︑
王
雲
五
主
編
﹃
華
泉
集
﹄
二
︵
四
庫
全
書
珍
本
七
集
︶
所
収
︑︵
商
務
印
書
館
︑
一
九

七
七
年
︶
の
﹁
刻
岑
詩
成
題
其
後
﹂
を
参
照
し
た
︒
引
用
中
の
中
略
は
筆
者
に
よ
る
︒

一
三 

周
維
徳
集
校
﹃
全
明
詩
話
﹄
二
所
収
︑
斉
魯
書
社
︑
二
〇
〇
五
年
︑
一
二
八
四
頁
︒

一
四 

﹃
弇
州
山
人
四
部
稿
﹄
本
︑
叢
書
集
成
本
﹃
全
唐
詩
説
﹄
で
は
﹁
伏
﹂
を
﹁
服
﹂
に
作
る
︒﹃
弇
州
山
人
四
部
稿
﹄
の
テ
キ
ス
ト
は
︑
明
代
論
著
叢
刊
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﹃
弇
州
山
人
四
部
稿
﹄︵
十
三
︶︑
偉
文
図
書
出
版
社
︑
一
九
七
六
年
︑
六
七
一
三
頁
を
確
認
し
た
︒

一
五 
丁
福
保
輯
﹃
歴
代
詩
話
続
編
﹄
中
所
収
︑
中
華
書
局
︑
一
九
八
三
年
︑
一
〇
〇
六
頁
︒

一
六 
﹃
歴
代
詩
話
続
編
﹄
中
︑
九
六
〇
頁
︑
九
六
一
頁
︒

一
七 

﹃
詩
薮
﹄
上
海
古
籍
出
版
社
︑
一
九
七
九
年
︑
三
十
六
頁
︒

一
八 

前
掲
﹃
詩
薮
﹄︑
三
十
七
頁
︒

一
九 

前
掲
﹃
詩
薮
﹄︑
三
十
六
頁
︒

二
〇 

胡
応
麟
は
﹁
名
家
﹂︵
才
能
の
偏
っ
た
一
方
面
だ
け
に
す
ぐ
れ
た
も
の
︶
が
得
意
と
す
る
も
の
の
一
つ
と
し
て
︑﹁
奇
峭
﹂
を
挙
げ
て
い
る
︒
し
か
し
︑

胡
応
麟
は
﹁
奇
峭
﹂
に
つ
い
て
特
に
説
明
を
加
え
て
い
な
い
︒
原
文
は
以
下
の
通
り
︒﹁
清
新
︑
秀
逸
︑
沖
遠
︑
和
平
︑
流
麗
︑
精
工
︑
荘
厳
︑
奇
峭
︑

名
家
所
擅
︑
大
家
之
所
兼
也
︒
浩
瀚
︑
汪
洋
︑
錯
綜
︑
変
幻
︑
渾
雄
︑
豪
宕
︑
閎
廓
︑
沉
深
︑
大
家
所
長
︑
名
家
之
所
短
也
︒﹂︵
外
編
巻
四
︶﹂

二
一 

﹃
漢
語
大
詞
典
﹄
第
二
巻
︑
漢
語
大
詞
典
出
版
社
︑
一
九
八
八
年
︑
一
五
二
四
頁
の
﹁
奇
峭
﹂
の
項
に
は
︑
第
一
義
と
し
て
﹁
謂
山
勢
奇
特
峻
峭
﹂︵
山

の
姿
が
極
め
て
高
く
険
し
い
こ
と
を
謂
う
︶︑
第
二
義
と
し
て
﹁
謂
筆
墨
雄
健
而
不
同
流
俗
﹂︵
文
章
が
雄
健
で
世
俗
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
謂
う
︶

と
あ
る
︒
こ
こ
は
︑
詩
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
な
の
で
︑
第
二
義
が
適
当
で
あ
ろ
う
︒

二
二 

郭
紹
虞
編
選
・
富
寿
蓀
校
点
﹃
清
詩
話
続
編
﹄︑
上
海
古
籍
出
版
社
︑
一
九
八
三
年
︑
四
十
七
頁
︒


