
「
詠
宝
剣
詩
」

の
作
者
を
め
ぐ
る
問
題
!
逢
氏

進

欽

立

輯

校

吋

先

祭

謀

説

普

南

北

朝

詩

・

(

中

華

害

時
、
一
九
八
三
年
品
以
下
ぺ
全
北
貌
詩
ピ
巻
一
に
は
北
説
経
鴻
の

予
に
な
る
も
の
と
し
て
「
詠
宝
剣
詩
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
の
人
記
入

勾
を
引
用
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

資
創
出
昆
一
九
叫
ん
王
制
毘
答
よ
り
出
づ

h
u
r
k国民
4
f
p

、
、
三
二
、
'
ヨ
刊
誌
h
出

巳

ノ

h
s
t
-
m
件、
P
J

え
詰
決
F1判
劫
魯
意
深
現
を
が
ノ
む

五

精

初

献

約

五

精

初

め

て

術

を

献

じ

千

戸

党

論

都

千

円

寛

に

都

を

論

ず

限
気
街
午
斗
一
間
気
牛
斗
を
街
き

り
杉
山
山
中
在
読

-
U
E
薩
章
一
三
ヲ

l
i
-
-
'
イ
耳
寸

!
j
ι
fん

i
l
e
i
-
-
J
v
f
u
J“
司
ず

欲
知
天
下
資
天
下
の
凱
引
を
知
ら
ん
と
欲
す
れ
ば

持
此
間
風
胡
此
れ
を
持
し
て
風
拐
に
問
え

没
氏
は
こ
の
詩
の
出
品
ハ
を
挙
げ
て
「
御
覧
二
一
百
間
十
mm
作
梁
巌

鴻
」
と
述
べ
て
い
る
。
御
覧
と
は
円
太
平
御
覧
い
の
こ
と
で
、
的
怖
か

に
そ
の
三
百
問
ト
問
の
兵
部
剣
に
は
こ
の
詩
を
収
め
て
作
者
を

「
先
秦
漢
貌
晋
南
北
朝
詩
』

補
正
一
則

右重

泰

裕

口

「
梁
山
伎
鴻
」
に
作
っ
て
い
る
と
途
氏
は
吋
太
平
御
覧
』
の
他
に
出
典

を
挙
げ
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
こ
の
詩
の
作
者
を
北
貌
握
鴻
に
改
め
た

の
は
ま
ず
は
氏
の
創
見
に
よ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る

3

改
め
た
理
由

は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
恐
ら
く
南
北
朝
時
代
を
通
じ
て
、

誕
鴻
の
名
を
持
つ
人
物
は
北
貌
に
見
え
る
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
に
よ

る
の
だ
ろ
う
巧
正
史
、
な
ど
現
存
す
る
史
料
の
中
、
梁
王
朝
に
巌
鴻
な

る
人
物
は
見
当
た
ら
な
い
の
に
対
し
、
北
貌
の
握
鴻
と
一
一
一
一
口
え
ば
、

吋
十
六
隠
春
秋
い
の
作
者
と
し
て
後
世
に
名
を
よ
く
知
ら
れ
た
文
人

で
あ
る
ゥ
以
上
の
事
情
を
踏
ま
え
れ
ば
、
者
氏
が
吋
太
平
綿
覧
」
の

伝
え
る
梁
筏
鴻
を
北
貌
経
鴻
に
改
め
た
こ
と
に
も
、
ま
ず
は
一
定
の

道
理
が
あ
る
と
一
寄
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
の
因
み
に
吋
先
秦
謀
説
皆
南
北

朝
詩
い
に
先
立
つ
議
惟
約
手
付
紀
円
了
間
制
保
吋
全
漢
一
一
一
同
音
南
北

朝
詩
い
な
ど
は
こ
の
詩
を
収
録
し
て
い
な
い
か

退
氏
が
「
詠
宝
剣
詩
」
の
作
者
と
す
る
北
貌
の
経
鴻
と
い
う
人
物

に

つ

い

て

簡

単

に

紹

介

し

て

お

く

と

、

経

鴻

、

東

清

郡
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河

川

緋

の

人

り

そ

に

四

十
八
歳
で
没
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
に
従
え
ば
、
孝
文
帝
の
太

和
二
年
(
四
七
八
)
に
生
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
。
叔
父
に
孝
文
帝
、

笈
武
帝
、
孝
明
帝
の
一
二
代
に
瓦
っ
て
重
用
さ
れ
た
様
光
が
い
た
り
幼

い
頃
か
ら
読
書
を
貯
み
、
博
く
経
史
を
綜
べ
、
孝
文
帝
の
時
に
彰
城

一
七
一
冗
総
の
国
在
常
侍
と
な
り
、
笠
武
帝
の
、
時
に
起
賠
注
を
勅
撰
し
、

ま
た
、
孝
明
常
の
時
に
は
経
光
の
後
を
継
い
で
悶
史
編
纂
に
携
わ

り
、
後
に
黄
門
侍
郎
に
選
り
、
散
騎
常
侍
、
斉
州
大
中
正
を
加
え
ら

れ
た
。
吋
十
六
間
春
秋
い
を
完
成
さ
せ
た
の
は
正
光
三
(
五
二
二
)

年
、
四
十
五
識
の
時
の
こ
と
で
あ
る
。
南
拐
さ
苦
え
ば
、
南
斉
末
か

ら
梁
武
帝
の
普
泰
年
間
の
頃
に
生
き
、
同
時
代
の
文
人
と
し
て
は
、

北
朝
に
は
李
説
、
鄭
道
昭
、
裳
翻
、
問
初
期
、
南
朝
に
は
諮
子
倍
、
五

籍
、
劉
孝
綿
、
来
筋
な
ど
が
い
た
。
北
貌
末
の
文
人
で
あ
る
a

蒜問

中
一
聞
い
巻
六
十
七
及
、
ひ
な
仏
史
い
巻
mm
十
問
に
本
伝
が
毅
号
、
ま
た
他

に
慕
一
一
絡
が
伝
わ
り
、
こ
れ
ら
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
実
用
文
の
創
作
に

長
け
た
入
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
c

吋
十
六
思
春
秋
」
以
外
に
著
作

は
伝
わ
ら
ず
、
則
的
集
な
ど
が
編
纂
さ
れ
た
と
い
う
託
銀
も
な
い
が
、

当
時
の
北
朝
社
会
で
は
詩
を
作
る
こ
と
が
社
交
手
段
の
一
つ
と
な
っ

て
い
た
か
ら
、
の
数
替
を
創
作
し
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
な
こ

と
で
は
な
い

し
か
し

の
作
者
を
北
説
撮
鴻
と
看
散
す
こ
と
に

は
、
幾
つ
か
の
間
題
が
あ
る
つ
一
つ
は
、
そ
も
そ
も
北
貌
経
鴻
と
す

る
説
は
逢
氏
の
斜
見
で
あ
っ
て
、
先
に
述
べ
た
通
り
、
そ
こ
に
理
由

が
な
い
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
作
品
と
作
者
を
結
び
付
け
る
よ

う
な
必
然
性
を
持
つ
ま
で
に
も
決
し
て
主
っ
て
い
な
い
。
そ
の
処
理

の
仕
方
に
は
い
さ
さ
か
便
宜
的
に
過
ぎ
る
感
も
あ
る
、
だ
ろ
う
。
ま
た

…
つ
の
問
題
は
、
こ
の
詩
の
作
者
に
つ
い
て
は
、
実
は
逢
氏
が
挙
げ

る
吋
太
平
御
覧
い
以
外
に
も
別
の
伝
承
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
つ
筆
者
が
雑
誌
し
得
た
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
詩
を
伝
え
る
最
も

十
日
い
も
の
は
、
唐
徐
堅
撰
吋
初
学
記
」
で
あ
る
む
そ
の
巻
二
十
二
武

部
剣
に
は
「
梁
呉
均
一
諒
宝
剣
詩
」
に
続
け
て
「
桜
一
機
詠
剣
詩
」
と
し

て
収
め
ら
れ
て
お
り
、
い
つ
の
時
代
の
人
物
で
あ
る
の
か
明
示
さ
れ

て
い
な
い
が
、
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
に
お
よ
そ
時
代
の
傾
に
従
っ
て
作
品

を
並
べ
る
該
警
の
体
例
か
ら
す
れ
ば
、
「
山
佳
融
」
を
梁
代
以
降
の
人

物
と
し
て
収
録
し
て
い
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
次
い
で
宋
代

に
編
纂
さ
れ
た
審
物
で
こ
の
詩
を
録
す
る
も
の
と
し
て
は
、
先
に
挙

げ
た
「
梁
桜
鴻
」
に
作
る
「
太
平
御
覧
』
の
他
、
山
口
ハ
淑
門
事
類
賦

注
い
、
一
計
有
功
一
.
唐
詩
記
事
」
が
挙
げ
ら
れ
る
つ
前
者
で
は
こ
の
詩

を
引
用
し
て
「
梁
山
俊
一
徹
」
の
作
と
し
、
後
者
で
は
「
唐
経
一
瓢
」
の
作

と
し
て
い
る
5

梁
の
援
融
な
る
人
物
は
、
現
存
す
る
史
料
の
中
に
は

見
え
ず
、
わ
か
ら
な
い
ち
替
の
議
識
は
初
唐
期
に
活
躍
し
た
詩
人
で

あ
る
む
一
一
説
は
そ
れ
ぞ
れ
後
代
に
至
っ
て
も
引
き
継
が
れ
る
こ
と
と

(4.9) 



川
掛
川
鑑
知h

r

闘
い
に
は
「
縦
一
献
」
の
作
と
し
て
載
り
、
そ
の
名

に
は
話
せ
ら
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
「
梁
呉
均
」
の
作
品
に

続
け
て
引
か
れ
、
ま
た
そ
の
後
に
「
部
川
小
学
度
」
の
作
品
が
録
さ
れ
て

い
る
の
で
、
梁
代
の
作
品
と
し
て
収
め
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
ま

た
、
明
の
慌
時
滋
撰
向
精
詩
銭
円
降
っ
て
靖
代
に
一
端
纂
さ
れ
た

吋
全
勝
詩
い
な
ど
は
い
ず
れ
も
麿
の
桜
散
の
作
と
し
て
こ
の
詩
を
載

せ
て
い
る
つ
こ
う
し
て
見
る
と
、
十
日
い
も
の
の
中
で
「
握
鴻
」
の
名

に
作
る
も
の
は
吋
太
平
御
覧
い
の
他
に
は
な
く
、
ま
た
創
作
の
時
代

に
来
つ
て
は
、
明
示
し
な
い
も
の
を
除
け
ば
、
梁
代
か
藤
代
か
の
い

ず
れ
か
に
分
か
れ
る
の
み
で
あ
る
か
ら
、
進
一
氏
の
「
北
貌
経
鴻
」
の

作
と
す
る
説
は
、
実
は
か
な
り
問
題
の
あ
る
説
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
だ
ろ
う
っ
「
…
祢
官
一
剣
詩
」
は
…
体
設
の
手
に
よ
る
も
の
な
の
か
、

い
は
い
つ
の
時
代
に
作
ら
れ
た
も
の
な
の
か
。

な
力
、

の
作
者
な
い
し
そ
れ
が
作
ら
れ
た
時
代
を
明
ら
か

翻
っ
て
作
品
の
側
か
ら
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
よ

そ
こ
で
、
詩
全
体
の
形
式
に
着
目
す
る
と
、
こ
の
詩
は
い
わ
ゆ

詩
の
基
準
か
ら
見
て
、
非
常
に
完
怒
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
功
は
じ
め
に
韻
律
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
こ
の

詩
の
平
氏
の
規
則
を
遵
守
し
て
い
る
巧

て
み
よ
う
の

に
す
べ
く
、

、ペノ。

詩
の
平
氏
を
記

@
e
e
0
0
0
0

・eo

e
o
o
e
e
o
e
e
o
o
 

e
@
o
o
e
0
0

・eo

e
o
o
e
e
o
e
@
0
0
 

所
副
間
灰
起
式
で
、
一
匂
中
の
二
回
不
問
を
守
り
、
ま
た
一
聯
中
の

反
法
、
二
聯
関
の
粘
法
を
も
遵
守
し
、
吏
に
言
え
ば
、
孤
平
、
一
千
…
一
一

連
、
灰
三
連
と
い
っ
た
禁
止
規
則
も
犯
し
て
お
ら
ず
、
完
全
に
律
詩

の
規
則
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
ヮ
周
知
の
通
丹
、
南
斉
王

朝
の
、
水
明
期
以
降
、
南
北
朝
文
人
た
ち
の
間
で
は
韻
律
に
対
す
る
意

識
が
次
第
に
高
ま
っ
て
く
る
が
、
当
時
の
韻
律
は
沈
約
八
病
説
に
代

表
さ
れ
る
よ
う
な
、
四
声
律
に
基
づ
い
た
よ
り
煩
雑
な
規
別
で
あ

り
、
平
広
律
に
基
づ
い
た
近
体
詩
の
規
則
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ

た
り
北
朝
の
状
況
か
ら
言
え
ば
、
温
子
昇
等
の
北
貌
末
の
詩
人
た
ち

の
間
で
は
、
八
病
の
他
、
二
部
不
同
に
対
す
る
意
識
(
慢
し
、
あ
く

ま
で
問
芦
律
に
お
け
る
二
四
不
問
円
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
)
が
芽
生

え
つ
つ
あ
っ
た
が
、
匂
と
句
、
聯
と
締
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ま

だ
注
意
さ
れ
る
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
東
関
分
立
後
、
北
育
、
北
関

の
頃
に
至
っ
て
よ
う
や
く
二
勾
の
関
係
に
注
意
が
及
ぶ
よ
う
に
な
っ

て
も
、
時
に
…
聯
中
に
粘
法
を
用
い
た
均
、
ま
た
持
に
一
一
聯
関
に
反

法
一
を
用
い
た
り
と
、
な
お
試
行
錯
誤
的
な
段
階
に
あ
っ
た
む
そ
う
し

た
均
時
の
状
況
を
顧
み
て
、
北
貌
文
人
の
嵐
鴻
が
「
詠
ん
真
剣
詩
」
の
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よ
う
な
韻
律
上
、
に
律
詩
の
規
則
を
遵
守
し
た
作
品
を
創
作
し

得
た
と
い
う
こ
と
は
、
偶
然
に
し
て
も
考
え
難
い
の
一
方
、
南
朝
側

の
状
況
は
、
総
じ
て
北
朝
よ
り
も
先
進
的
で
あ
っ
た
に
は
違
い
な
い

が
、
全
体
を
通
じ
て
見
れ
ば
、
南
側
初
後
期
に
来
っ
て
も
こ
れ
ほ
ど
完

扮
ザ
心
し
た
作
品
は
決
し
て
多
く
な
い
の
で
あ
っ
て
、
経
鴻
或
い
は
脱
税
融

な
る
人
物
は
詳
ら
か
で
は
な
い
け
れ
ど
、
・
や
は
り
梁
代
に
創
作
さ
れ

た
も
の
と
も
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。

綴
律
に
加
え
て
、
対
句
も
ま
た
律
詩
の
基
本
的
要
素
で
あ
る
。
次

に
対
偶
と
い
う
点
か
ら
見
て
み
る
と
、
八
旬
中
、
領
聯
と
頚
聯
が
対

句
で
あ
る
か
ら
、
改
め
て
こ
の
作
品
が
典
型
的
な
律
詩
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
い
ま
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
頚
輪
の
対
偶
で
あ
る
む

「
や
斗
」
は
紫
牛
尾
と
北
斗
議
、
即
ち
展
名
で
あ
り
、
「
鹿
慮
」
は
離

縮
、
つ
ま
り
山
荷
物
の
名
で
あ
る
か
ら
、
熟
語
と
し
て
の
こ
と
ば
の
意

味
か
ら
す
れ
ば
正
確
な
対
、
所
諮
「
的
名
対
」
を
な
し
て
は
い
な
い

が
、
諾
の
構
成
要
素
で
あ
る
「
や
」
と
「
住
」
が
、
宇
部
上
対
協
を

構
成
し
て
い
る
と
昔
、
え
る
。
空
海
守
人
鏡
秘
府
論
い
…
…
十
九
犠
対
の

中
で
は
、
こ
う
し
た
文
脈
中
の
義
と
は
加
に
学
出
上
で
対
を
な
し
て

い
る
対
偶
を
「
学
対
」
と
称
し
て
い
る
。
そ
の
解
説
に
次
の
よ
う
に

あ
る
の成

日
、
字
釘
者
、
若
桂
樹
、
荷
文
守
合
荷
回
定
角
八
之
義
、

名
、
故
山
県
桂
矯
お
む
不
用
義
桝
刻
、
相
取
字
矯
封
也
ゥ

或
ひ
と
け
く
、
「
学
対
と
は
、
百
利
文
い

は
是
れ
負
の
義
な
る
も
、
其
の
の
箪
名
な
る
を
以
て
、
故
に

r
E
と
対
を
為
す
η

義
を
用
て
対
せ
ず
、
但
だ
字
を
取
り
て
対
と

為
す
な
り
)
と
η

手
八
鏡
、
秘
街
論
い
は
、
場
一
時
空
海
が
自
に
し
得
た
南
北
朝
・
賂
初

唐
の
頃
に
著
さ
れ
た
種
々
の
詩
論
掛
脅
か
ら
の
引
用
が
叙
述
の
大
半
を

占
め
、
こ
こ
に
引
い
た
部
分
は
元
競
吋
詩
髄
脳
い
か
ら
の
引
用
で
あ

る
と
一
一
一
日
わ
れ
て
い
る
。
学
対
の
例
と
し
て
挙
が
る
の
は
「
桂
揖
」
と

コ
向
文
」
で
あ
る
。
続
摘
は
桂
の
様
、
詩
文
は
え
を
扱
う
こ
と
む
文

脈
中
の
こ
と
ば
の
意
味
か
ち
す
れ
ば
「
桂
」
と
「
北
側
」
は
対
偶
に
な

ら
な
い
が
、
「
待
」
は
別
に
ハ
ス
の
意
義
も
持
っ
て
い
る
か
ら
、
字

面
か
A

り
す
れ
ば
植
物
の
名
を
表
す
漢
字
同
士
で
対
偶
に
な
っ
て
い

る
。
，
様
々
あ
る
対
勾
の
種
類
の
中
で
も
、
字
対
は
通
常
の
的
名
対
な

ど
と
比
べ
て
、
技
巧
性
の
高
い
、
そ
の
分
遊
戯
性
も
多
分
に
含
ま
れ

た
対
偶
と
一
一
一
一
閃
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

一
般
的
に
対
句
技
法
は
、
中
国
文
学
史
上
、
修
訴
、
主
義
に
傾
い
た

南
北
朝
時
代
に
大
き
な
発
展
を
遂
げ
る
も
の
と
さ
れ
る
が
、
実
際
、

南
朝
と
北
朝
で
は
事
情
が
や
や
異
な
る
。
北
朝
に
つ
い
て
言
え
ば
、

文
学
の
南
弱
化
が
進
行
す
る
北
斉
、
北
田
川
の
東
部
分
立
期
に
至
る

と
、
対
句
表
現
自
体
が
多
く
な
り
、
ま
た
技
巧
的
な
対
匂
も
間
々
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
北
貌
に
お
け
る
対
匂
表
現
は
問

の
若
し
。
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時
代
の
南
朝
と
比
べ
る
と
な
お
素
朴
さ
を
残
し
て
い
た
と
言
え
る
つ

実
際
、
学
対
に
つ
い
て
言
え
ば
、
北
貌
の
作
品
に
は
ほ
と
ん
ど
例
を

見
、
ず
、
北
斉
、
北
田
川
の
頃
に
主
っ
て
よ
う
や
く
散
見
す
る
程
度
で
あ

る
の
…
方
の
南
朝
文
学
で
は
、
宇
対
は
特
に
梁
代
以
降
に
な
る
と
、

枚
挙
に
い
と
ま
が
統
一
い
ほ
ど
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
た
と
え

ば
、
吋
顔
氏
家
訓
い
文
章
第
に
引
か
れ
る
梁
薫
子
腕
時
「
続
頭
水
」
の

「
北
注
但
資
龍
、
東
流
曾
白
鳥
」
の
「
常
一
龍
」
と
「
自
馬
」
の
対
偶

が
そ
の
例
と
し
て
比
較
的
有
名
で
あ
る

9

も
っ
と
も
、
こ
の
「
黄

稜
」
と
「
白
馬
」
の
対
偶
は
、
間
よ
り
地
名
対
で
あ
る
上
に
、
形
式

安
楽
で
あ
る
「
黄
」
と
「
自
」
、
「
龍
」
と
「
馬
」
の
字
対
を
構
成
し

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
先
の
例
よ
り
も
更
に
綴
密
で
あ
り
、
当
時
の

南
朝
文
人
た
ち
の
対
句
技
法
に
お
け
る
技
巧
性
の
高
さ
を
見
る
に
足

る
例
と
な
っ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
し
て
も
、
「
一
祢
宝
剣
詩
」

を
北
貌
向
性
鴻
の
作
と
し
て
考
え
る
の
は
相
当
紫
斑
が
あ
る
と
一
一
一
一
向
わ
ざ

る
を
得
な
い
だ
ろ
う
っ

と

こ

ろ

で

、

二

十

九

殺

対

に

は

、

続
攻
付
髄
脳
い
か
ら
の
引
用
と
併
せ
て
、

或
日
、
宇
釘
者
、

戒
ひ
と
日
く

走
れ
な
り
」
と
の

こ
弓
じ
ゅ
ご
む

p
t
j
J
-
J
 

の
別
に
し
て
字
の
対
す
る
を
諮
う

と
い
う
、
元
競
の
説
と
問
旨
の
論
が
引
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

い
ま
「
詠
宝
剣
詩
」
の
作
者
を
考
え
る
上
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
そ

れ
が
先
に
名
前
の
挙
が
っ
て
い
た
初
麿
峯
融
の
「
唐
朝
新
定
詩
情
知
一

か
ら
の
引
用
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
c

山
佳
敏
之
ハ
五
一
一
一
ease--

七
O
六
)
、
字
は
安
成
a

斉
州
全
節
の
人
a

八

科
高
第
に
挙
げ
ら
れ
て
、
中
宗
が
太
子
の
特
に
侍
読
と
な
与
、
後
に

国
子
一
同
業
に
拝
せ
ら
れ
た

3

李
庭
、
社
審
ヰ
一
一
口
、
蘇
味
道
と
共
に
文
章

四
友
と
称
さ
れ
、
華
腕
の
詩
風
を
以
て
有
名
で
あ
っ
た
。
「
新
麿

書
い
芸
文
志
に
は
文
集
六
十
巻
が
著
録
さ
れ
て
い
る
が
、
原
本
は
久

し
く
侠
し
、
詩
に
つ
い
て
言
え
ば
、
『
全
騒
詩
』
に
一
糸
口
十
八
首
が

残
る
ば
か
り
で
あ
る
。
彼
の
著
と
伝
え
ら
れ
る
言
明
朗
新
定
詩
格
」

に
つ
い
て
は
、
中
国
の
目
録
類
に
は
記
録
が
見
え
な
い
が
、
吋
日
本

国
見
在
番
目
録
い
小
学
家
類
に
見
え
る
「
語
朝
新
定
詩
体
一
巻
」
が

そ
れ
に
心
当
た
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
加
熱
論
、
「
字
対
」
と
い
う
修

辞
技
法
自
体
は
、
南
朝
後
期
以
降
、
多
く
の
文
人
た
ち
に
よ
っ
て
共

用
さ
れ
た
技
法
で
あ
っ
た
っ
た
だ
、
吋
文
鏡
秘
府
論
」
に
引
か
れ
る

発
…
一
一
一
仰
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
か
ら
、
少
な
く
と
も
握
融
自
身
、
こ
の

技
法
に
対
し
て
非
常
に
意
識
的
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
違
い
な
い
、
だ
ろ

う
ぞ
そ
こ
で
更
に
注
口
約
さ
れ
る
の
は
、
唐
山
住
一
搬
の
現
存
す
る
詩
の
う

ち
、
学
対
を
用
い
た
開
が
数
例
看
取
で
き
る
こ
と
に
加
え
、
な
か
で

も
「
民
主
東
陽
沈
諮
侯
八
一
部
楼
」
中
の
「
排
時
街
鳥
街
、
交
疏
過
牛
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一
一
旬
に
お
け
る
「
鳥
衡
」
と
「
午
斗
」
の
対
偶
が
、
用
語
な
ど

の
点
に
お
い
て
先
の
「
詠
宝
剣
詩
」
中
の
字
対
と
額
似
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
口
も
っ
と
も
、
…
…
諾
は
い
ず
れ
も
援
の
名
称
で
あ
る
か

ら
、
間
よ
り
的
名
対
の
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
「
鳥
」
と
「
午
」

は
、
文
脈
上
の
意
味
と
は
別
に
宇
部
ト
い
の
対
を
も
構
成
し
て
お
り
、

先
の
「
波
厳
」
と
「
午
斗
」
の
対
に
お
け
る
「
鹿
」
と
「
牛
ん
の
関

係
に
お
よ
そ
等
し
い
と
一
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
二
つ
の
類
似
し
た

対
偶
表
現
だ
け
を
取
り
'
い
し
げ
て
夜
ち
に
間
一
の
作
者
の
手
に
な
る
も

の
と
考
え
る
こ
と
は
無
論
で
き
な
い
n

た
だ
、
以
上
に
述
べ
て
き
た

事
実
を
併
せ
考
え
な
が
ら
、
改
め
て
北
説
経
鴻
(
滋
氏
〉
、
梁
巌
鴻

)
、
梁
桜
一
融
会
事
類
賦
注
ピ
、
部
川
山
候
融
(
吋
皆
詩
記

)
と
い
う
複
数
の
伝
承
を
投
べ
較
べ
て

の
作
者
と
し
て
最
も
蓋
然
性
が
高
い

っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
打

み
る
な
ら
ば
、

の
は
、

を
迩
氏
が
自
ら
輯
校
す
る
総
集
に
収
録
し
た
こ
と

い
、
口
事
類
紋

h

ぽ
い
と
い
っ
た
、
一
該
詩
を
索
代
の
作

と
す
る
伝
棋
が
あ
る
以
上
、
妥
JVJ
で
あ
る
し
、
ま
た
、
進
氏
以
前
の

専
ら
高
北
朝
期
以
前
に
創
制
作
さ
れ
た
作
品
を
集
め
た
総
集
類
に
お
い

て
は
見
落
と
さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
を
考
え
る
と
、
一
許
掛
さ
れ
る

べ
き
こ
と
で
あ
る
っ
た
だ
、
そ
の
作
者
を
北
説
援
鴻
に
改
め
、
そ
の

均一寸

4
5品
、

の
中
に
収
め
る
こ
と
と
し
た
の
は
恐
ら
く
誤
り

で
あ
っ
た
。
つ
は
、
そ
の
よ
う
な
伝
本
は
な
い
と
い
う
点
に
お
い

て
つ
ま
た
一
つ
は
、
作
品
中
の
韻
律
及
び
対
句
技
法
と
い
う
つ
点
か
ら

し
て
北
貌
文
人
の
子
に
な
る
も
の
と
は
考
え
難
い
点
に
お
い
て
。
以

上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
複
数
の
伝
承
と
作
品
と
を
突
き
合
わ
せ
た

と
き
、
そ
の
作
者
と
し
て
敢
も
蓋
然
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
の
は
協
同

の
縦
一
般
で
あ
る
ι

従
っ
て
、
逢
氏
吋
先
秦
漢
貌
晋
南
北
朝
詩
」
に
お

け
る
該
詩
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
作
者
名
を
握
鴻
に
作
る
か
、
山
伎
一
織

に
作
る
か
と
い
う
問
題
が
な
お
残
る
と
し
て
も
、
ま
ず
は
宗
広
梁

詩
い
中
に
一
録
し
、
加
え
て
、
内
法
詩
記
事
」
、
吋
〈
五
唐
詩
い
な
ど
の
唐

山
校
一
融
の
作
と
す
る
伝
承
も
あ
る
こ
と
を
校
記
に
付
す
と
い
う
の
が
、

最
も
妥
均
な
処
理
の
仕
方
に
な
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

詩
を
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