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は
じ
め
に

　

唐
代
は
書
が
大
い
に
発
達
し
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
政
治

的
・
経
済
的
な
安
定
の
も
と
、
文
化
が
爛
熟
し
、
書
は
そ
の
豊
か
な

文
化
を
象
徴
し
た
。
特
に
こ
の
時
代
は
、
篆
・
隷
・
草
・
行
・
楷
と

い
う
五
書
体
が
い
ず
れ
も
書
表
現
の
素
材
と
し
て
洗
練
さ
れ
、
そ
れ

ら
を
自
由
に
選
択
し
て
表
現
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
時
代
と
言

え
る
（
（
（

。
ゆ
え
に
唐
代
に
お
け
る
書
家
と
そ
の
遺
品
は
各
書
体
に
遍
く

認
め
ら
れ
る
。

　

そ
う
し
た
当
時
の
書
の
多
様
さ
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
、
書
論
が

あ
る
。
こ
の
書
論
も
唐
代
に
お
お
い
に
発
展
し
、
晩
唐
に
は
歴
代
の

書
論
を
集
成
し
た
『
法
書
要
録
（
（
（

』
が
編
ま
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
書
論
集
成
に
収
め
ら
れ
る
資
料
に
は
、
散
文
と
と
も

に
韻
文
の
一
群
が
存
在
す
る
（
（
（

。
従
来
、
こ
れ
ら
は
「
論
書
詩
」
と
呼

ば
れ
、
散
文
の
書
論
と
同
様
の
役
割
を
果
た
す
文
献
資
料
の
一
つ
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
論
書
詩
は
、
文
体
の
違
い
に
依
る
も

の
か
、
散
文
の
書
論
と
は
異
な
っ
た
側
面
か
ら
の
描
写
を
多
分
に
含

ん
で
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
状
と
し
て
、
こ

の
論
書
詩
に
対
す
る
検
討
は
十
分
で
は
な
く
、
特
に
散
文
の
書
論
と

の
関
係
か
ら
論
書
詩
を
位
置
づ
け
る
試
み
は
、
十
分
に
行
わ
れ
て
い

な
い
。

　

以
上
よ
り
、
本
稿
で
は
唐
代
に
詠
じ
ら
れ
た
論
書
詩
を
対
象
と
し

て
、
当
時
の
書
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
描
写
が
見
ら
れ
る
の
か
に
つ

い
て
類
別
・
整
理
す
る
。
ま
た
、
整
理
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
言
説
を
同

時
期
の
散
文
の
書
論
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
論
書
詩
が
書
学
史
の
上

で
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
も
明
確
に
し
た
い
。

　

な
お
、
本
稿
に
お
け
る
「
論
書
詩
」
の
定
義
に
つ
い
て
補
足
し
て

お
く
。
歴
代
の
論
書
詩
と
さ
れ
る
も
の
に
お
い
て
は
、
早
く
は
梁
代

の
も
の
が
伝
わ
っ
て
お
り
、
当
時
の
文
房
四
宝
が
詩
に
詠
じ
ら
れ
て

い
る
（
（
（

。
こ
う
し
た
用
具
を
主
題
と
す
る
も
の
も
一
定
の
意
義
を
有
す

 　
　

唐
代
論
書
詩
に
み
る
書
体
の
「
新
」
と
「
古
」
の
対
極
的
志
向

　
　
　
　
　　

剣　

持　
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伍　
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る
が
、
書
論
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
書
に
関
す
る
描
写
を
含
む
も
の
と

は
言
い
難
い
。
蔡
顕
良
は
、
論
書
詩
に
対
し
て
定
義
を
行
っ
て
い
る
（
（
（

。

本
稿
で
も
こ
れ
に
従
い
、
論
書
詩
を
、「
書
を
主
題
と
し
つ
つ
、
特

に
書
跡
の
美
し
さ
や
書
表
現
、
或
い
は
書
家
の
あ
り
方
に
対
し
、
何

か
し
ら
の
見
解
を
詠
じ
た
詩
歌
」
と
す
る
こ
と
と
し
、
本
稿
は
、
そ

の
中
で
も
特
に
書
体
を
中
心
に
論
じ
た
も
の
を
主
た
る
対
象
と
し
て

論
を
進
め
た
い
。

　

加
え
て
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
論
書
詩
を
収
集
す
る
範
囲
に
つ
い

て
も
補
足
し
て
お
く
。
本
稿
で
は
先
行
研
究
を
参
考
と
し
て
、『
墨

池
編
（
（
（

』、『
書
苑
菁
華
（
（
（

』、『
全
唐
詩
（
（
（

』
所
収
の
論
書
詩
を
考
察
の
対
象

と
し
た
。
中
で
も
、『
書
苑
菁
華
』
巻
第
十
七
に
は
「
書
歌
」・「
書

詩
」
の
項
目
が
設
け
ら
れ
、
論
書
詩
が
体
系
的
に
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
。
本
稿
で
は
基
本
的
に
こ
の
『
書
苑
菁
華
』
所
収
の
論
書
詩
を
中

心
に
、『
全
唐
詩
』
に
収
め
ら
れ
る
詩
歌
も
使
用
し
、
考
察
を
行
い

た
い
。

　

以
上
の
定
義
、
収
集
の
範
囲
に
基
づ
き
整
理
を
行
っ
た
結
果
、
唐

代
の
論
書
詩
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

た
。
ま
ず
、
上
記
に
よ
り
収
集
で
き
た
論
書
詩
は
全
部
で
九
〇
首
を

超
え
（
（
（

、
そ
れ
ら
は
七
二
〇
年
以
降
に
集
中
し
て
い
る
。
つ
ま
り
唐
代

の
論
書
詩
は
、
こ
れ
と
同
時
期
以
降
の
書
法
を
描
写
し
た
も
の
が
多

い
。
ま
た
、
論
書
詩
の
内
容
を
書
体
と
い
う
視
点
か
ら
見
て
ゆ
く
と
、

草
書
、
そ
の
草
書
を
善
く
し
た
人
物
を
詠
ん
だ
論
書
詩
が
、
総
計

（
特
定
の
書
体
を
詠
じ
な
い
詩
を
含
め
た
数
（
の
三
割
程
度
と
多
い
。

そ
れ
に
次
い
で
、
杜
甫
や
韓
愈
を
中
心
に
篆
書
が
総
計
の
一
割
程
度

に
及
び
、
以
上
の
二
書
体
が
論
書
詩
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

一
、
草
書
詩

　

草
書
を
詠
ん
だ
論
書
詩(

以
下
、「
草
書
詩
」
と
す
る(

は
、
盛
唐

期
に
活
躍
し
た
と
さ
れ
る
張
旭
・
懐
素(

い
ず
れ
も
生
卒
年
不
詳(

の

二
人
を
中
心
と
し
た
、
草
書
を
善
く
し
た
人
物
を
詠
ん
だ
も
の
が
多

い
。
そ
れ
ら
に
対
し
て
は
、
伝
記
的
な
研
究
、
彼
ら
が
善
く
し
た

「
狂
草
」
の
研
究
と
と
も
に
、
先
行
研
究
が
数
多
く
見
ら
れ
る
（
（1
（

。
い

ず
れ
の
草
書
詩
も
、
そ
の
内
容
は
宴
会
に
お
い
て
酒
を
飲
み
、
揮
毫

を
行
っ
た
様
子
と
そ
の
書
法
を
描
写
し
た
も
の
で
あ
る
（
（（
（

。

　

以
下
、
紙
幅
の
都
合
上
、
多
く
残
る
懐
素
の
狂
草
を
詠
じ
た
詩
を

中
心
に
着
目
し
た
い
。

（
一
）
壁
に
向
か
う
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

　

懐
素
の
狂
草
は
、
以
下
の
句
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ま
ず
形
や
大

き
さ
の
特
異
性
の
他
、
そ
の
揮
毫
の
奇
矯
も
詠
じ
ら
れ
る
。

起
来
向
壁
不
停
手
、　

起
来
し
壁
に
向
か
ひ
て
手
を
停
め
ず
、
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一
行
数
字
大
如
斗
。　

一
行
数
字
大
な
る
こ
と
斗
の
如
し
。

�

李
白
「
贈
懐
素
草
書
歌
」

忽
然
絶
叫
三
五
声
、　

忽
然
と
し
て
絶
叫
す
る
こ
と
三
五
声
、

満
壁
縦
横
千
万
字
。　

壁
に
満
ち
縦
横
す
る
は
千
万
字
。

�

竇
冀
「
懐
素
上
人
草
書
歌
」

揮
毫
倏
忽
千
万
字
、　
　
　

揮
毫
し
倏
忽
た
る
は
千
万
字
、

　
　

有
時
一
字
両
字
長
丈
二
。　

時
有
り
て
一
字
両
字
長
さ
は
丈
二
。

�

任
華
「
懐
素
上
人
草
書
歌
」

ま
ず
揮
毫
さ
れ
た
草
書
の
形
状
に
つ
い
て
は
、「
丈
二
」・「
斗
の
如

し
」
な
ど
、
非
常
に
大
字
で
書
か
れ
て
い
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
ま

た
揮
毫
の
様
子
に
つ
い
て
は
、「
手
を
停
め
ず
」
な
ど
、
一
気
に
素

早
く
書
か
れ
た
こ
と
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
大
字
で
か

つ
そ
れ
を
一
気
に
書
き
上
げ
る
草
書
法
は
、
草
書
が
持
つ
尺
牘
や
草

稿
を
書
す
日
常
の
速
写
の
役
割
を
草
書
の
表
現
と
し
て
発
展
さ
せ
た

も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
従
来
に
は
見
ら
れ
な
い
新
た
な
草
書
の
使
用

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
新
規
性
は
、
当
時
の
人
も
認
め
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、

　
　

楚
僧
懐
素
工
草
書
、　

楚
の
僧
懐
素
は
草
書
に
工
み
な
り
、

　
　

古
法
尽
能
新
有
余
。　

古
法
尽
く
能
く
し
新
た
な
る
こ
と
余
り　
　
　

有
り
。

�

戴
叔
倫
「
懐
素
上
人
草
書
歌
」

こ
の
よ
う
に
唐
代
に
お
い
て
も
す
で
に
、
上
述
の
よ
う
な
草
書
の
揮

毫
が
、
日
常
の
使
用
の
た
め
に
学
ぶ
伝
統
的
な
「
古
法
」
を
能
く
し

た
結
果
、
打
ち
出
さ
れ
た
新
た
な
書
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
記
録

さ
れ
て
い
る
。

　

加
え
て
、
こ
の
よ
う
な
新
し
い
草
書
が
用
い
ら
れ
た
場
面
と
し
て

は
「
壁
」
が
多
く
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
（
（1
（

、
論
書
詩
中
に
も
そ
の
語
が

頻
出
す
る
。
そ
し
て
、
草
書
詩
の
多
く
は
宴
会
の
場
で
詠
ま
れ
た
も

の
が
多
い
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
揮
毫
は
酒
に
酔
っ
た
末
に
供
さ
れ
た

行
為
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
よ
う
な
揮
毫
は
、
即
興
の

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
的
側
面
を
有
す
る
身
体
表
現
を
交
え
た
、
余
技
的

な
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
で
き
よ
う
。

（
二
）
書
論
中
の
言
説

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
草
書
は
書
論
で
は
ど
の
よ
う
に
描
写
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
竇
臮
『
述
書
賦
』
で
は
、
張
旭
の
草
書

揮
毫
は
、
酒
に
酔
っ
た
の
ち
の
壁
に
対
す
る
興
の
有
る
行
為
で
あ
っ

た
こ
と
を
記
録
す
る
（「
張
長
史
則
酒
酣
不
覊
、
逸
軌
神
澄
。
回
眸

而
壁
無
全
粉
、
揮
筆
而
気
有
興
。」〈
張
旭
は
酒
酣
に
し
て
不
羇
、
軌
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を
逸
れ
神
澄
め
り
。
眸
を
回
ら
し
て
壁
に
全
粉
無
く
、
筆
を
揮
ひ
て

気
に
興
有
り
。〉（。
ま
た
、
蔡
希
綜
『
法
書
論
』
で
も
、
興
に
乗
っ

た
の
ち
、
壁
や
屏
へ
の
草
書
の
揮
毫
で
あ
る
こ
と
を
記
録
す
る

（「
又
乗
興
之
後
、
方
肆
其
筆
、
或
施
於
壁
、
或
札
於
屏
、
則
群
象
自

形
、
有
若
飛
動
」〈
又
た
興
に
乗
り
て
の
後
、
方
に
其
の
筆
を
肆
に

し
、
或
い
は
壁
に
施
し
、
或
い
は
屏
に
札
す
れ
ば
則
ち
群
象
自
づ
か

ら
形
れ
、
飛
動
す
る
が
若
き
有
り
〉（。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

こ
れ
ら
を
は
じ
め
と
し
て
、
草
書
詩
と
同
様
に
、「
興
に
乗
り
て

の
後
」
に
「
壁
」
に
対
し
て
の
新
た
な
草
書
表
現
を
認
め
て
記
録
す

る
。
と
こ
ろ
が
、
書
論
で
は
そ
の
書
法
の
具
体
的
特
徴
へ
の
記
述
に

欠
き
、
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
書
を
残
し
た
の
か
を
十
分
に
伝
え
な
い
。

こ
の
背
景
に
は
、
新
た
な
草
書
揮
毫
が
即
興
で
あ
っ
た
こ
と
が
関
係

す
る
と
解
さ
れ
る
。
即
興
的
な
表
現
は
元
来
後
世
に
残
り
に
く
く
、

彼
ら
の
壁
書
に
現
存
す
る
も
の
は
皆
無
で
あ
る
。
つ
ま
り
書
論
で
は
、

遺
品
は
な
い
が
、
そ
う
し
た
書
法
を
伝
え
聞
き
、
記
録
と
し
て
残
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
伴
い
、
書
論
の
記
述
は
「
興
有
り
」
な
り

「
飛
動
」
な
ど
の
語
は
見
ら
れ
る
が
、
概
し
て
簡
潔
な
言
説
で
あ
る

印
象
を
与
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
草
書
詩
は
、
伝
聞
し
た
情
報
に
基
づ
い
て
体
系
的
に

論
じ
る
こ
と
が
多
い
書
論
の
記
述
に
比
し
て
、
揮
毫
者
に
よ
り
密
接

な
立
場
・
状
況
か
ら
そ
の
書
作
の
特
徴
や
揮
毫
の
特
性
を
描
写
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
は
詩
の
主
観
的
な
立
場
か
ら
論
じ
る
文

体
の
特
性
と
も
相
ま
っ
て
、
当
時
の
草
書
揮
毫
を
別
視
点
か
ら
伝
え

る
。

二
、
篆
書
詩

　

続
い
て
、
草
書
詩
に
次
い
で
多
く
が
見
ら
れ
た
、
篆
書
を
詠
ん
だ

論
書
詩(

以
下
、「
篆
書
詩
」
と
す
る(

に
つ
い
て
着
目
し
た
い
。
篆

書
詩
は
早
く
か
ら
散
文
の
書
論
と
同
様
に
書
を
論
じ
た
資
料
と
し
て

そ
の
一
部
が
注
目
さ
れ
て
い
る
が
（
（1
（

、
広
く
篆
書
詩
に
言
及
し
た
研
究

は
少
な
い
（
（1
（

。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
多
く
の
篆
書
詩
を
対
象
と
し
て
、

注
目
す
べ
き
言
説
を
書
論
と
対
照
さ
せ
つ
つ
、
項
目
ご
と
に
整
理
し

て
ゆ
き
た
い
。

　

篆
書
詩
を
概
観
す
る
と
、「
石
鼓
文
」
な
ど
の
固
有
の
遺
品
に
つ

い
て
具
体
的
な
内
容
を
伴
う
篆
書
詩
が
中
唐
期
か
ら
多
く
存
在
し
て

い
る
。
ま
た
、
篆
書
詩
で
は
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
制
作
・
表
現
に
関
す

る
記
録
は
少
な
く
、
過
去
の
具
体
的
な
遺
品
の
名
称
を
掲
げ
る
な
ど
、

古
来
の
記
録
に
基
づ
く
記
述
を
行
う
側
面
が
強
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
篆
書
詩
が
こ
の
頃
に
な
っ
て
多
く
が
認
め
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
は
、
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
る
篆
書
は
、
こ
れ
ま
で
詩
の

題
材
と
し
て
あ
ま
り
着
目
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
（1
（

。
つ

ま
り
、
こ
う
し
た
篆
書
詩
が
唐
代
に
現
れ
る
こ
と
自
体
が
、
当
時
の
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篆
書
作
品
と
篆
書
と
い
う
書
体
へ
の
興
味
の
高
ま
り
を
示
す
現
象
で

あ
る
。

　

で
は
、
簡
単
に
中
唐
期
ま
で
の
篆
書
の
使
用
に
つ
い
て
整
理
し
て

お
こ
う
。
篆
書
は
秦
代
ま
で
正
式
書
体
と
し
て
用
い
ら
れ
た
が
、
以

降
、
碑
誌
の
題
額
・
蓋
、
印
章
を
中
心
と
し
て
、
装
飾
性
を
有
す
る
、

権
威
を
持
つ
書
体
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
。
唐
代
の

使
用
も
依
然
と
し
て
そ
の
流
れ
を
汲
む
が
、
盛
唐
期
か
ら
徐
々
に
使

用
が
多
岐
に
渡
り
、
李
陽
冰(
生
卒
年
不
詳(

の
登
場
に
よ
っ
て
そ
れ

は
一
変
す
る
。
彼
の
善
く
し
た
「
玉
筯
篆
」
と
呼
ば
れ
る
書
風
が
一

世
を
風
靡
し
、
以
後
宋
代
ま
で
流
行
す
る
こ
と
と
な
る
。

 （
一
）
李
陽
冰
に
よ
る
篆
書
の
復
活

　

唐
代
に
お
い
て
、
書
体
史
を
体
系
的
に
整
理
し
た
功
績
が
特
筆
さ

れ
る
の
が
、
代
表
的
な
書
論
家
張
懐
瓘(

生
卒
年
不
詳(
で
あ
る
。
彼

の
書
論
『
書
断
』（
七
二
七
（
で
は
、
十
体
に
も
わ
た
る
書
体
の
淵

源
が
、
過
去
の
文
献
を
踏
ま
え
て
体
系
的
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
中
で
、
小
篆
に
つ
い
て
は
李
斯
が
作
っ
た
書
体
で
あ
る
と
述
べ
て

い
る
（「
案
小
篆
者
、
秦
始
皇
丞
相
李
斯
所
作
也
。」〈
案
ず
る
に
小

篆
な
る
者
は
、
秦
の
始
皇
の
丞
相
李
斯
の
作
る
所
な
り
。〉（。

　

李
斯
を
小
篆
の
創
始
者
と
す
る
こ
の
認
識
は
、
広
く
当
時
の
共
通

認
識
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
、

　
　

秦
有
李
斯
漢
蔡
邕
、　

秦
に
李
斯
有
り
漢
は
蔡
邕
、

　
　

中
間
作
者
絶
不
聞
。　

中
間
の
作
者
絶
え
て
聞
か
ず
。

�

杜
甫
「
李
潮
八
分
小
篆
歌
」

杜
甫
の
こ
の
詩
で
も
特
に
李
斯
が
篆
書
を
創
始
し
、
代
表
的
書
人
で

あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
加
え
て
、
篆
書
詩
に
お
け
る
重
要
な
要
素
と
し
て
、
李
陽

冰
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
る
。
上
記
の
杜
甫
詩
に
お
け
る
李
潮
も
李
陽

冰
を
指
す
と
い
う
指
摘
が
あ
る
が
（
（1
（

、
こ
の
詩
を
含
め
、
中
唐
期
に
現

れ
た
李
陽
冰
を
論
じ
た
篆
書
詩
は
五
点
存
在
す
る
。
中
で
も
李
陽
冰

の
捉
え
方
と
し
て
典
型
的
な
も
の
に
、
以
下
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

玉
筯
真
文
久
不
興
、　

玉
筯
の
真
文
久
し
く
興
ら
ず
、

李
斯
伝
到
李
陽
冰
。　

李
斯
伝
へ
て
李
陽
冰
に
到
る
。　

正
悲
千
載
無
来
者
、　

正
に
千
載
来
た
る
者
無
き
を
悲
し
む
に
、

果
見
僧
中
有
箇
僧
。　

果
し
て
僧
中
に
箇
の
僧
有
る
を
見
る
。

�

斉
己
「
謝
西
川
県
域
大
師
玉
筯
篆
書
」

こ
の
他
、
詩
で
は
な
い
が
、
以
下
の
詞
や
賦
に
も
同
類
の
描
写
が
認

め
ら
れ
る
。
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斯
去
千
年
、
冰
生
唐
時
。　

斯　

去
り
て
千
年
、
冰　

唐
時
に

生
る
。

　
　

冰
復
去
矣
、
後
来
者
誰
。　

冰　

復
た
去
れ
り
、
後
に
来
る
者

は
誰
ぞ
。

　
　

後
千
年
有
人
、
誰
能
待
之
。　

後
千
年
に
人
有
ら
ん
も
、
誰
か

能
く
之
を
待
た
ん
。

�
舒
元
輿
「
題
李
陽
冰
玉
筯
篆
詞
」

通
家
世
業
、
趙
郡
李
君
。　

通
家
の
世
業
、
趙
郡
の
李
君
。

　
　

嶧
山
並
騖
、
宣
父
同
群
。　

嶧
山
と
並
び
騖
せ
、
宣
父
と
群
を

同
じ
く
す
。

�
竇
臮
『
述
書
賦
』

こ
れ
ら
を
見
る
と
、
小
篆
が
千
年
前
に
興
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
な
が

ら
も
、
唐
代
の
世
に
お
い
て
、
李
陽
冰
が
李
斯
以
来
断
絶
し
て
い
た

古
い
書
体
＝
篆
書
を
復
活
さ
せ
た
こ
と
が
称
賛
さ
れ
、
そ
の
功
績
を

た
た
え
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
「
久
し
く
興
ら
ず
」
や
「
去

る
こ
と
千
年
」
な
ど
、
時
代
の
隔
絶
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ま
す
ま
す
李
陽
冰
の
復
興
の
功
績
を
際
立
た
せ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
て
賞
賛
さ
れ
た
李
陽
冰
に
つ
い
て
、
書
論
で

は
ど
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
呂
総
『
続
書

評
』
で
は
、
李
斯
の
後
を
継
ぐ
唯
一
の
書
家
と
目
さ
れ
（「
李
陽
冰

書
若
古
釵
倚
物
、
力
有
万
夫
。
李
斯
之
後
、
一
人
而
已
。」〈
李
陽
冰

の
書　

古
釵
の
倚
物
に
し
て
、
力
に
万
夫
を
有
す
る
が
若
し
。
李
斯

の
後
、
一
人
の
み
。〉（、
舒
元
輿
『
玉
筯
篆
志
』
で
も
、
篆
書
の
道

を
授
か
っ
た
、
李
斯
よ
り
千
年
を
隔
て
て
現
れ
た
人
物
と
し
て
描
写

さ
れ
る
（「
天
意
謂
篆
之
道
、
不
可
以
終
絶
、
故
授
之
以
趙
郡
李
氏

子
陽
冰
。（
中
略
（
独
能
隔
一
千
年
而
与
秦
斯
相
見
、
可
謂
能
不
孤

天
意
矣
。」〈
天
意
謂
へ
ら
く
篆
の
道
は
、
以
て
終
絶
す
べ
か
ら
ず
、

故
に
之
を
授
く
る
に
趙
郡
李
氏
陽
冰
を
以
て
す
と
。（
中
略
（
独
り

能
く
一
千
年
を
隔
て
、
秦
の
斯
と
相
見
え
、
能
く
天
意
に
孤
か
ず
と

謂
ふ
べ
し
。〉（。

　

こ
の
よ
う
に
書
論
に
お
い
て
も
、
当
時
に
李
陽
冰
の
篆
書
は
特
別

視
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
、『
続
書
評
』
に
唯
一
の
篆
書
家
と
し
て

取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
象
徴
的
な
事
象
で
あ
る
。
特
に
李
陽
冰
が
李

斯
以
来
、
断
絶
し
て
い
た
篆
書
を
復
活
さ
せ
た
こ
と
に
対
す
る
称
賛

は
、
論
書
詩
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
の
書
論
に
お
け
る
李

陽
冰
の
篆
書
法
へ
の
論
及
は
、
上
記
を
除
き
ほ
と
ん
ど
見
受
け
ら
れ

な
い
。
す
な
わ
ち
論
書
詩
は
、
そ
う
し
た
書
論
に
お
け
る
記
述
の
不

足
を
補
う
存
在
と
し
て
、
大
い
に
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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（
二
）「
古
」
の
象
徴

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
篆
書
詩
が
発
生
し
た
と
い
う
事
実
は
、
篆
書

へ
の
興
味
の
高
ま
り
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
一
方
で
、
書
法
に
対
し
、

特
に
取
り
立
て
て
言
及
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
篆
書
の
名
が
み
え
る

論
書
詩
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
書
に
対
す
る
言
説
を
欠
く
こ

と
か
ら
、
厳
密
に
は
論
書
詩
の
定
義
か
ら
外
れ
る
が
、
考
察
の
補
助

と
し
て
数
例
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

乱
紙
失
経
偈
、　

乱
紙　

経
偈
を
失
ひ
、

断
碑
分
篆
蹤
。　

断
碑　

篆
蹤
を
分
か
つ
。

�

唐
求
「
古
寺
」

沙
埋
古
篆
折
碑
文
、　

沙
は
古
篆
を
埋
め
碑
文
を
折
り
、

六
国
興
亡
事
計
君
。　

六
国
の
興
亡　

事
君
に
計
る
。

�

賈
島
「
経
蘇
秦
墓
」

樹
古
雷
痕
剥
、　

樹
古
び
て
雷
痕
剥
れ
、

碑
荒
篆
画
訛
。　

碑
荒
れ
て
篆
画
訛
る
。

�

貫
休
「
経
先
主
廟
作
」

　

以
上
の
用
例
で
は
、
某
所
を
訪
れ
た
際
に
詠
ま
れ
た
詩
に
お
い
て
、

そ
の
場
所
、
そ
の
物
が
古
び
て
い
る
、
と
い
う
描
写
の
た
め
に

「
篆
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
篆
は
「
埋
」
や

「
訛
」
と
い
う
時
間
の
経
過
を
伝
え
る
語
と
合
わ
せ
て
使
用
さ
れ
て

お
り
、
ま
た
同
時
に
直
接
「
古
」
字
を
用
い
る
も
の
も
多
い
。
い
わ

ば
古
物
の
象
徴
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
使
用
は
ほ

か
の
書
体
、
例
え
ば
同
様
に
古
書
体
に
区
分
さ
れ
る
「
八
分
」
で
は

全
く
使
用
さ
れ
ず
、
篆
書
固
有
の
使
用
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
こ
の

よ
う
に
篆
書
を
古
の
象
徴
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
、
そ
の
背
景
に
篆

書
へ
の
関
心
の
高
ま
り
や
書
体
史
的
な
理
解
の
深
ま
り
が
潜
む
と
推

測
さ
れ
、
当
時
の
篆
書
に
対
す
る
認
識
の
一
側
面
を
伝
え
る
資
料
で

あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
唐
代
の
篆
書
詩
を
通
覧
す
る
な
ら
、『
書
断
』
に

お
い
て
体
系
的
な
整
理
が
な
さ
れ
た
書
体
史
が
、
当
時
の
詩
人
達
の

共
通
認
識
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
。
特
に
こ
れ
ら
の
篆

書
詩
は
、
李
陽
冰
の
評
価
を
補
う
う
え
で
意
義
が
大
き
い
。
こ
れ
に

関
連
し
て
か
、
篆
書
を
古
の
象
徴
と
し
て
詩
に
詠
み
込
む
こ
と
が
多

く
あ
っ
た
よ
う
で
、
こ
の
使
用
は
篆
書
と
い
う
書
体
に
特
有
の
現
象

で
あ
っ
た
。

三
、
論
書
詩
に
み
え
る
書
へ
の
視
点

　

こ
の
節
で
は
、
複
数
の
書
体
の
論
書
詩
に
わ
た
る
、
あ
る
い
は
単

独
の
論
書
詩
に
見
出
す
こ
と
の
で
き
る
、
書
に
対
す
る
言
説
を
検
討

し
、
そ
れ
ら
が
果
た
す
役
割
か
ら
論
書
詩
の
持
つ
意
義
を
導
き
た
い
。
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（
一
）「
筋
骨
」・「
痩
硬
」
の
尊
重

　
「
筋
骨
」
の
語
は
書
論
で
伝
統
的
に
使
用
さ
れ
る
語
で
、
唐
代
書

論
に
も
頻
出
す
る
（
（1
（

。
そ
う
し
た
語
が
論
書
詩
に
お
い
て
も
、
以
下
の

よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

師
不
談
経
不
坐
禅
、　

師
は
経
を
談
ぜ
す
坐
禅
せ
ず
、

筋
骨
唯
於
草
書
妙
。　

筋
骨
唯
だ
草
書
に
於
い
て
妙
た
り
。　

�
釈
貫
休
「
懐
素
上
人
草
書
歌
」

張
旭
骨
、
懐
素
筋
、　

張
旭
の
骨
、
懐
素
の
筋
、

筋
骨
一
時
伝
斯
人
。　

筋
骨
一
時
斯
の
人
に
伝
は
る
。

�

史
邕
「
修
公
上
人
草
書
歌
」

右
記
の
草
書
詩
は
、
そ
の
書
法
に
お
い
て
「
筋
骨
」
を
見
通
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
記
述
に
よ
り
、
従
来
の
草
書
を
発
展
さ
せ
た
新
し
い

草
書
法
に
お
い
て
も
な
お
、
伝
統
的
な
「
筋
骨
」
と
い
う
語
を
用
い

て
評
価
す
る
姿
勢
は
失
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

加
え
て
、「
筋
骨
」
に
類
す
る
用
語
と
し
て
、
こ
れ
も
伝
統
的
に

用
い
ら
れ
て
き
た
「
痩
（
（1
（

」
の
使
用
も
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
篆
書

（
小
篆
（
と
八
分
を
詠
ん
だ
詩
に
以
下
の
よ
う
に
認
め
ら
れ
る
。

　
　

嶧
山
之
碑
野
火
焚
、　

嶧
山
の
碑
は
野
火
に
焚
か
れ
、

　
　

棗
木
伝
刻
肥
失
真
。　

棗
木
の
伝
刻
は
肥
し
て
真
を
失
ふ
。

　
　

苦
県
光
和
尚
骨
立
、　

苦
県
の
光
和　

尚
ほ
骨
立
し
、

　
　

書
貴
痩
硬
方
通
神
。　

書
は
痩
硬
な
る
を
貴
び
方
て
神
に
通
ず
。

�

杜
甫
「
李
潮
八
分
小
篆
歌
」

こ
の
詩
で
は
、「
肥
」
し
た
伝
刻
を
比
較
対
象
に
挙
げ
、
書
法
の

「
痩
硬
」
た
る
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
上
掲
の
「
筋

骨
」
を
貴
ぶ
姿
勢
と
通
じ
て
、
伝
統
的
な
価
値
観
と
一
致
す
る
。

　

な
お
、
論
書
詩
の
み
な
ら
ず
同
時
期
の
書
論
に
お
い
て
も
、
前
述

の
よ
う
に
「
筋
骨
」
な
ど
の
語
は
頻
見
さ
れ
、
張
懐
瓘
『
評
書
薬
石

論
』
で
は
、
馬
に
例
え
て
筋
が
多
い
も
の
を
貴
ぶ
と
し
（「
夫
馬
筋

多
肉
少
為
上
、
肉
多
筋
少
為
下
。
書
亦
如
之
。」〈
夫
れ
馬
は
筋
多
く

肉
少
な
き
を
上
と
為
し
、
肉
多
く
筋
少
な
き
を
下
と
為
す
。
書
も
亦

た
之
く
の
如
し
。〉（、
徐
浩
『
論
書
』
は
、
初
学
の
際
の
筋
骨
の
優

先
を
説
い
て
い
る
（「
初
学
之
際
、
宜
先
筋
骨
。
筋
骨
不
立
、
肉
何

所
附
。」〈
初
学
の
際
は
、
宜
し
く
筋
骨
を
先
に
す
べ
し
。
筋
骨
立
た

ず
ん
ば
、
肉
何
所
に
か
附
か
ん
。〉（
な
ど
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
新
た
な
表
現
を
み
せ
た
草
書
、
古
い
書
体
で
あ
る

篆
書
と
い
う
、
当
時
の
日
常
的
な
書
体
で
は
な
い
も
の
に
対
し
て
も
、

当
時
の
論
書
詩
は
、
伝
統
的
な
「
筋
骨
」
や
「
痩
硬
」
を
貴
ん
で
い
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た
。
こ
れ
は
同
時
代
の
書
論
と
の
対
照
か
ら
も
重
要
な
記
述
で
あ
る
。

（
二
）
王
羲
之
の
低
評
価

　
「
書
聖
」
と
さ
れ
た
王
羲
之
（
三
〇
三
～
三
六
一
（
は
従
来
格
別

の
評
価
を
受
け
て
お
り
、
特
に
唐
代
に
お
い
て
は
太
宗
皇
帝
の
奨
励

に
よ
り
、
そ
れ
は
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
盛
唐
期

以
降
に
な
る
と
そ
れ
に
反
す
る
言
説
が
認
め
ら
れ
、
韓
愈
「
石
鼓

歌
」
の
よ
う
に
、
基
本
的
に
篆
書
詩
で
あ
り
な
が
ら
、

　
　

羲
之
俗
書
（
（1
（

趁
姿
媚
、　

羲
之
の
俗
書
は
姿
媚
に
趁
き
、

　
　

数
紙
尚
可
博
白
鵞
。　

数
紙
も
て
尚
ほ
白
鵞
を
博
む
べ
し
。

と
、
王
羲
之
の
書
を
否
定
的
に
捉
え
る
動
き
が
目
立
っ
て
く
る
。

　

ま
た
、
直
接
羲
之
を
低
評
価
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
以
下
の
用

例
も
注
目
さ
れ
る
。

　
　

自
言
転
腕
無
所
拘
、　

自
ら
言
ふ
転
腕
し
て
拘
る
所
無
し
と
、

　
　

大
笑
羲
之
用
陣
図
（
11
（

。　

大
い
に
笑
ふ
羲
之
の
陣
図
を
用
ふ
る
を
。

�

魯
収
「
懐
素
上
人
草
書
歌
」

こ
こ
で
は
、
王
羲
之
の
著
作
と
さ
れ
る
、
執
筆
法
や
基
本
点
画
を
説

い
た
書
論
『
筆
陣
図
（
1（
（

』
を
意
に
介
さ
な
い
様
を
伝
え
て
お
り
、
伝
統

的
な
王
羲
之
書
法
か
ら
の
脱
却
を
示
唆
す
る
。

　

こ
う
し
た
傾
向
の
記
述
は
、
張
懐
瓘
の
書
論
に
も
見
る
こ
と
が
で

き
、『
書
議
』（
七
五
八
（
で
は
、
羲
之
の
草
書
の
弱
さ
を
指
摘
し
、

低
評
価
を
与
え
る
（「
逸
少
草
有
女
郎
才
無
丈
夫
気
、
不
足
貴
也
。」

〈
逸
少
の
草
は
女
郎
の
才
有
り
て
丈
夫
の
気
無
し
、
貴
ぶ
に
足
ら
ざ

る
な
り
。〉（。

　

こ
の
言
を
は
じ
め
と
し
て
、
張
の
書
論
で
は
、
王
の
草
書
評
価
が

次
第
に
下
が
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
（
11
（

。
こ
の
言
説
は
当
時
に
お
い
て

独
自
の
指
摘
で
あ
る
が
、
右
記
の
論
書
詩
を
見
る
と
、
張
懐
瓘
の
評

価
の
変
化
が
単
な
る
個
人
的
な
も
の
で
は
な
く
、
時
代
性
を
帯
び
た

評
価
の
変
化
で
あ
る
可
能
性
も
浮
上
し
て
く
る
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
広
く
通
行
し
、
評
価
さ
れ
て
い
た
王
羲
之
の
伝

統
的
な
書
法
を
低
く
見
、「
石
鼓
」
を
称
揚
す
る
韓
愈
詩
の
内
容
に

鑑
み
れ
ば
、
そ
の
背
景
に
は
通
俗
化
し
た
も
の
を
排
し
、「
古
」
な

る
も
の
を
尊
重
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
有
し
て
い
た
こ
と
も
容
易
に

想
像
で
き
る
。

（
三
）
新
し
い
草
書
へ
の
批
判
的
見
解

　

前
述
の
よ
う
に
、
張
旭
・
懐
素
ら
の
新
し
い
草
書
は
、
一
定
の
評

価
を
受
け
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
に
反
す
る
言
説
が
い
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く
つ
か
の
論
書
詩
に
認
め
ら
れ
る
。
杜
甫
「
李
潮
八
分
小
篆
歌
」
に

は
、
以
下
の
よ
う
に
張
旭
の
名
を
挙
げ
て
草
書
を
批
判
的
に
捉
え
る

言
説
が
あ
る
。

　
　

呉
郡
張
顛
誇
草
書
、　

呉
郡
の
張
顛
草
書
を
誇
り
、

　
　

草
書
非
古
空
雄
壮
。　

草
書
は
古
に
非
ず
空
し
く
雄
壮
。

新
し
い
草
書
の
勃
興
を
八
分
・
小
篆
と
比
較
し
て
、「
空
し
く
雄

壮
」
と
い
う
批
判
的
な
評
価
を
与
え
る
。
こ
こ
に
お
い
て
「
草
書
は

古
に
非
ず
」
と
い
う
語
を
勘
案
す
れ
ば
、
逆
説
的
に
「
古
」
な
る
書

体
を
尊
重
す
る
態
度
が
示
さ
れ
、
新
た
な
草
書
よ
り
も
古
を
重
視
す

る
一
派
の
台
頭
が
強
く
示
唆
さ
れ
る
。

　

こ
れ
に
加
え
て
、
僅
か
一
点
の
み
見
ら
れ
た
楷
書
の
論
書
詩
に
お

い
て
も
、
類
似
し
た
指
摘
が
見
ら
れ
る
。

　
　

不
同
懐
素
只
攻
顛
、　

懐
素
の
只
だ
顛
を
攻
む
る
に
同
じ
か
ら

ず
、

　
　

豈
類
張
芝
惟
札
草
。　

豈
に
張
芝
の
惟
れ
札
草
な
る
に
類
せ
ん

や
。

�

賈
耽
「
虞
書
歌
」

新
し
い
草
書
の
代
表
的
人
物
の
懐
素
の
書
を
「
只
だ
顛
を
攻
む
る
」

と
指
摘
し
、
虞
世
南
（
五
五
八
～
六
三
八
（
の
楷
書
と
比
較
し
て
い

る
。
新
た
な
草
書
に
対
し
て
、「
顛
」
な
る
書
風
の
み
に
行
き
過
ぎ

た
書
風
を
批
判
的
に
指
摘
す
る
人
物
も
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

当
時
流
行
し
て
い
た
「
雄
壮
」
や
「
顛
」
を
謳
う
草
書
よ
り
も
、

篆
書
・
八
分
の
「
古
」
法
や
楷
書
を
重
視
す
る
風
潮
が
存
在
し
た
こ

と
が
想
像
さ
れ
る
。

　

以
上
の
三
つ
の
観
点
か
ら
、
論
書
詩
に
は
書
体
の
枠
を
超
え
て
、

共
通
す
る
書
へ
の
視
点
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
当
時
の
書
体

認
識
を
読
み
取
っ
て
ゆ
く
う
え
で
、
こ
う
し
た
論
書
詩
の
言
説
は
、

書
論
に
は
表
出
し
難
い
も
の
を
補
う
う
え
で
、
意
義
が
大
き
い
。

　

特
に
、
上
記
の
（
二
（・（
三
（
の
観
点
か
ら
、「
古
」
へ
の
積
極

的
な
視
点
が
見
い
だ
さ
れ
た
点
は
注
目
さ
れ
る
。
当
時
の
流
行
や
、

伝
統
的
な
書
法
に
対
抗
す
る
形
で
、
古
へ
の
志
向
の
存
在
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
は
書
法
史
的
に
意
義
深
い
。
す
な
わ
ち
、
王
羲
之
書
法
を

通
俗
的
な
も
の
と
捉
え
る
こ
と
や
、
新
し
い
草
書
を
過
剰
な
表
現
と

し
て
難
ず
る
点
は
、
当
時
、
異
な
る
書
体
観
が
並
存
し
た
こ
と
を
示

唆
す
る
。お

わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
、
草
書
詩
・
篆
書
詩
に
つ
い
て
書
論
と
の
対
照
か
ら
、
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そ
の
内
容
と
そ
の
意
義
を
読
み
解
き
、
最
後
に
複
数
の
論
書
詩
に
み

え
る
書
へ
の
視
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
各
節
で
の
結
論
を
統

括
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

　

草
書
詩
・
篆
書
詩
が
盛
ん
に
詠
じ
ら
れ
た
背
景
に
は
、
い
ず
れ
の

論
書
詩
に
お
い
て
も
、
今
ま
で
に
な
か
っ
た
、
或
い
は
断
絶
し
て
い

た
書
に
注
目
す
る
動
向
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
草

書
は
今
後
の
展
開
が
期
待
で
き
る
「
新
し
い
」
書
法
、
篆
書
は
再
回

顧
す
べ
き
「
古
い
」
書
法
と
い
う
、
相
反
す
る
方
向
へ
の
意
識
で
あ

る
こ
と
に
気
づ
く
（
11
（

。
こ
う
し
た
対
立
は
、
各
論
書
詩
の
作
者
ら
が
、

異
な
る
二
書
体
の
そ
れ
ぞ
れ
を
積
極
的
に
評
価
し
つ
つ
、
さ
ら
に
大

き
な
思
潮
の
形
成
を
促
し
て
い
る
よ
う
に
察
せ
ら
れ
る
。
そ
の
関
係

性
を
図
示
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

 
　

そ
れ
ら
双
方
向
へ
の
志
向
は
、
日
常
の
通
行
書
体
と
し
て
用
い
ら

れ
る
書
体
・
書
風
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
目
的
の
異
な
る
表
現
的
な

書
体
の
選
択
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
王
羲
之
の

低
評
価
な
ど
の
背
景
を
想
像
す
れ
ば
、
そ
れ
は
当
時
に
お
い
て
、
実

用
的
な
書
法
か
ら
の
脱
却
、
表
現
的
な
書
法
の
志
向
の
反
映
と
位
置

づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
始
め
に
論
じ
た
よ
う
に
、
書
論

に
よ
っ
て
名
の
残
る
人
物
と
は
異
な
る
層
、
す
な
わ
ち
論
書
詩
を
詠

じ
た
人
物
た
ち
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
指
摘
を
行
っ
て
い
た
こ

と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
論
書
詩
は
、
当
時
の
書
体
認
識
に
つ
い
て
、

多
面
的
に
把
握
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
点
に
お
い
て
も
、
書
法
史

解
明
に
果
た
す
役
割
は
大
き
い
。

　

論
書
詩
は
、
書
論
で
は
省
か
れ
や
す
い
一
個
人
の
主
観
的
な
感
動

を
、
書
論
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
描
写
し
、
後
世
に
伝
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
書
法
の
妙
趣
の
言
語
化
は
と
か
く
困
難
を
伴
う
が
、
詩
に

よ
る
表
現
の
幅
の
広
さ
は
、
そ
う
し
た
難
を
克
服
す
る
可
能
性
を
秘

め
て
い
る
。
そ
う
し
た
詩
な
ら
で
は
の
表
現
に
つ
い
て
、
更
に
検
討

を
加
え
て
ゆ
き
た
い
。

　

草
書
の
「
新
」
と
篆
書
の
「
古
」
が
対
極
的
な
志
向
で
あ
っ
た
よ

う
に
、
草
書
詩
で
は
李
白
、
篆
書
詩
で
は
杜
甫
を
代
表
と
し
て
、
論

書
詩
の
作
者
た
ち
が
明
瞭
に
区
分
さ
れ
る
点
は
興
味
深
い
。
詩
人
の

価
値
観
や
、
そ
の
文
学
的
影
響
力
に
対
す
る
検
討
も
重
要
な
知
見
を
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提
示
し
よ
う
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
。

　

ま
た
、
草
書
と
篆
書
へ
の
興
味
と
い
う
視
点
、
そ
れ
が
表
す
従
来

と
は
異
な
る
書
体
選
択
は
、
他
の
文
献
資
料
・
遺
品
か
ら
も
跡
づ
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
今
後
も
論
書
詩
を
含
め
た
様
々
な
資
料
を
用
い

て
、
広
い
視
野
か
ら
書
に
考
察
を
深
め
て
ゆ
き
た
い
。

　　
　

注

（
（
（
伏
見
冲
敬
は
「
書
体
と
書
風
」（『
書
の
歴
史　

中
国
篇
』　

二
玄
社
、

一
九
六
〇
（
に
て
、
唐
代
を
「
す
べ
て
出
そ
ろ
っ
た
各
体
を
自
由
に
選

択
し
、
そ
こ
に
自
分
の
領
域
を
切
り
開
く
こ
と
が
で
き
た
時
代
」
と
述

べ
て
い
る
。

（
（
（
唐
・
張
彦
遠
輯
の
書
論
集
成
。
本
稿
で
は
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
中
国

芸
術
文
献
叢
刊
『
法
書
要
録
』（
浙
江
人
民
美
術
出
版
社
、
二
〇
一
二
（

を
使
用
し
た
。

（
（
（
書
論
集
成
に
所
収
の
書
論
に
お
い
て
も
、
賦
や
詞
な
ど
の
韻
文
の
文

体
を
持
つ
も
の
も
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
を
慣
例
に
従
い
、
書
論
と

し
て
扱
う
。

（
（
（
例
え
ば
梁
武
帝
の
「
詠
筆
」（『
玉
台
新
詠
』
所
収
（
な
ど
。

（
（
（「
唐
代
論
書
詩
研
究
」（『
書
法
研
究
』
総
第
一
二
四
期　

上
海
書
画
出

版
社
、
二
〇
〇
五
（。

（
（
（
北
宋
・
朱
長
文
輯
の
書
論
集
成
。
本
稿
で
は
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
中

国
芸
術
文
献
叢
刊
『
墨
池
編
』（
浙
江
人
民
美
術
出
版
社
、
二
〇
一
二
（

を
使
用
し
た
。

（
（
（
南
宋
・
陳
思
輯
の
書
論
集
成
。
本
稿
で
は
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
崔
爾

平
校
注
『
書
苑
菁
華
校
注
』（
上
海
辞
書
出
版
社
、
二
〇
一
三
（
を
使
用

し
た
。

（
（
（
本
稿
で
は
、
初
歩
的
な
検
索
に
「
全
唐
詩
庫
」（
鄭
州
大
学
網
絡
管
理

中
心
、http://w

w
w
（.zzu.edu.cn/qts/

（
を
使
用
し
、『
全
唐
詩
』（
中

華
書
局
、
一
九
六
〇
（
を
参
照
し
た
。

（
（
（
前
掲
注
（
５
（
論
文
末
尾
に
「
唐
代
論
書
詩
存
目
」
を
設
け
、
全
九

三
首
を
お
よ
そ
時
代
順
に
排
列
し
て
い
る
。
私
算
し
た
結
果
、
ほ
ぼ
同

様
の
論
書
詩
を
取
り
扱
う
。

（
（0
（
例
え
ば
、
方
愛
龍
「
草
書
歌
詩
与
懐
素
草
書
」(

『
杭
州
師
範
学
院
学

報
』
一
九
九
二
年
第
四
期(

な
ど
。

（
（（
（
中
田
勇
次
郎
は
「
懐
素
の
書
と
そ
の
影
響
」（『
書
道
全
集
』
第
十
巻　

平
凡
社
、
一
九
六
六
（、「
懐
素
上
人
草
書
歌
」
の
同
題
を
持
つ
五
首
の

詩
を
、
ほ
ぼ
同
時
に
詠
ま
れ
た
と
指
摘
す
る
。

（
（（
（「
壁
書
」、「
題
壁
の
詩
」
に
つ
い
て
は
、
杉
村
邦
彦
「
壁
書
考
」（『
滋

賀
大
国
文
』
第
十
八
号
、
一
九
八
〇
（、
鈴
木
修
次
「
題
壁
の
詩
」（『
Ｎ

Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
267　

唐
詩　

そ
の
伝
達
の
場
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、

一
九
七
六
（
を
参
照
。
唐
代
、
晩
唐
に
か
け
て
壁
へ
の
即
興
的
な
揮

毫
・
題
詩
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
た
よ
う
で
、
そ
の
一
端
と
し
て
、
揮

毫
の
動
き
を
含
め
た
新
た
な
草
書
に
よ
る
表
現
的
な
書
法
が
盛
ん
に
行

わ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

（
（（
（
北
宋
・
趙
明
誠
『
金
石
録
』
巻
上
は
、
す
で
に
「
杜
甫
李
潮
小
篆
八

分
歌
有
曰
（
以
下
略
、
原
文
マ
マ
（」
と
、
杜
甫
の
詩
を
引
用
す
る
。

（
（（
（
例
え
ば
、
甘
中
流
『
中
国
書
法
批
評
史
』（
人
民
美
術
出
版
社
、
二
〇
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一
六
（
所
収
、「
唐
朝
中
期
詩
人
的
書
法
理
想
」、「
韓
愈
対
書
法
中
情
感

与
物
象
表
現
的
重
視
」
な
ど
。

（
（（
（「
詩
詞
名
句
網
」（http://w

w
w.shicim

ingju.com
/

（
を
用
い
て

「
篆
」
字
の
使
用
を
調
査
し
た
結
果
、
用
例
は
唐
代
よ
り
急
激
に
増
加
し

て
い
る
。

（
（（
（
李
潮
と
李
陽
冰
に
つ
い
て
は
、
福
本
雅
一
「
李
潮
あ
る
い
は
李
陽

冰
」(

『
零
箋
集
』　

二
玄
社
、
一
九
八
六(

が
詳
し
い
。

（
（（
（
書
論
に
お
け
る
「
骨
」
の
語
に
つ
い
て
は
、
河
内
利
治
「
書
法
審
美

範
疇
語
〈
骨
〉
義
考
」(『
書
法
美
学
の
研
究
』　

汲
古
書
院
、
二
〇
〇
四(

に
詳
し
い
。

（
（（
（「
痩
」
は
、「
肥
」
の
対
語
で
あ
り
、「
骨
」
に
通
ず
る
書
の
強
さ
を
表

す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

（
（（
（「
俗
」
字
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、「
通
俗
流
行
的
書
体
」(

『
漢
語
大
詞

典
』(

、「
風
雅
で
な
い
筆
蹟
」(

『
大
漢
和
辞
典
』(
と
見
解
が
分
か
れ
る
。

本
稿
で
は
当
時
に
広
く
使
用
さ
れ
た
通
俗
的
な
書
、
と
し
て
取
り
た
い
。

（
（0
（「
用
陣
図
」
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
（（
（
論
文
で
「
筆
陣
図
」
と
解

釈
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
従
う
。

（
（（
（『
筆
陣
図
』
に
つ
い
て
は
、
成
田
健
太
郎
「
初
唐
以
前
の
書
訣
に
つ
い

て
」（『
書
論
』
第
三
八
号
、
二
〇
一
二
（
が
詳
し
い
。

（
（（
（『
書
断
』
で
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
王
羲
之
の
草
書
は
、『
書
估
』（
七

五
四
（、『
書
議
』
と
後
年
の
書
論
で
は
評
価
が
低
下
す
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
る
。

（
（（
（
な
お
、「
古
」
と
「
今
（
新
（」
の
対
比
概
念
に
つ
い
て
は
、
唐
代
の

孫
過
庭
『
書
譜
』（
六
八
七
（
に
「
今
の
古
に
逮
ば
ざ
る
は
、
古
は
質
に

し
て
今
は
妍
な
れ
ば
な
り
」
と
見
え
る
よ
う
に
、
書
論
に
お
い
て
用
い

ら
れ
る
伝
統
的
な
概
念
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
「
古
」
と
「
新
」

の
概
念
の
範
疇
に
あ
り
な
が
ら
も
、
論
書
詩
の
篆
書
と
草
書
に
お
い
て
、

対
極
的
な
概
念
が
存
在
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
。

�

（
筑
波
大
学
大
学
院
（




