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〈
大
会
発
表
要
旨
〉

◆
和
田
英
信
　
金
陵
を
う
た
う
王
安
石
　
都
市

を
う
た
う
詩
の
特
色
と
し
て
指
摘
で
き
る
こ
と

は
、
語
り
手
あ
る
い
は
主
人
公
と
し
て
喚
起
さ

れ
る
の
が
し
ば
し
ば
旅
人
で
あ
る
か
局
外
者
で

あ
る
こ
と
。
そ
し
て
し
ば
し
ば
「
古
」
と
「
今
」

が
対
比
さ
れ
、
古
今
の
隆
替
に
対
す
る
慨
嘆
が

投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
。

旅
人
・
局
外
者
の
視
点
か
ら
発
せ
ら
れ
る
、

都
市
の
衰
廃
に
対
す
る
詠
嘆
。
た
と
え
ば
唐
人

の
「
金
陵
懷
古
」、
そ
れ
は
一
見
す
る
と
「
今
」

に
軸
足
を
置
き
、
か
つ
て
の
華
や
か
な
る
都
金

陵
の
「
古
」
を
想
う
と
い
う
よ
う
に
思
わ
れ
る

が
、
そ
の
実
、
詩
人
の
「
今
」、
そ
し
て
「
古
」
は
、

そ
の
詩
人
に
と
っ
て
固
有
の
「
今
」「
古
」
で
は

必
ず
し
も
な
い
。
と
い
う
の
も
そ
こ
に
流
れ
る

情
調
は
、
不
変
の
自
然
と
人
事
の
無
情
を
対
比

す
る
と
い
う
、
都
市
を
う
た
う
文
学
に
普
遍
的

に
見
ら
れ
る
感
懐
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
は
旅
人
な
ら
で
は
の
情
懐
で
あ
り
、

そ
れ
故
に
ま
た
、
甘
や
か
な
感
傷
を
と
も
な
っ

て
時
代
を
超
え
て
多
く
の
旅
人
に
共
有
さ
れ
る
。

一
方
、
江
寧
（
金
陵
）
に
住
ま
う
生
活
者
と

し
て
の
王
安
石
は
、
過
去
の
人
々
が
こ
の
地
に

遺
し
、
刻
ん
で
き
た
歴
史
の
一
齣
一
齣
を
思

い
、
そ
の
事
の
こ
の
場
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
、

あ
た
か
も
自
ら
の
目
で
見
、
手
触
り
と
し
て
確

か
め
る
か
の
よ
う
に
詩
に
詠
み
込
む
。
ま
た
そ

う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
土
地
の
も
つ
歴
史
的

な
豊
か
さ
を
い
つ
く
し
み
、
今
こ
の
場
に
生
き

る
自
ら
の
生
を
う
た
お
う
と
す
る
。
王
安
石
の

詩
に
も
ま
た
従
前
の
詩
と
同
じ
よ
う
に
「
古
」

と
「
今
」
を
対
比
す
る
視
点
が
見
い
だ
さ
れ
る

の
だ
が
、
王
安
石
詩
の
「
今
」
と
は
、
彼
に
と
っ

て
の
掛
け
替
え
の
な
い
固
有
の
「
今
」
な
の
で

あ
る
。

◆
橋
本
陽
介
　
中
国
語
に
お
け
る
「
流
水
文
」

の
研
究
　
中
国
語
の
書
き
言
葉
を
読
ん
で
い

た
り
、
翻
訳
を
し
た
り
し
て
い
て
、「
な
ぜ
こ

こ
が
読
点
で
つ
な
が
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
の

か
？
」
と
思
っ
た
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
句

点
で
区
切
っ
て
も
読
点
で
続
け
て
も
よ
い
場
合

が
少
な
く
な
い
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
起

こ
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
根
本
的
な
要
因
は
、
比
較
的
独
立
し
た

節
が
次
々
に
付
加
さ
れ
る
形
で
展
開
し
、「
一

つ
の
文
」
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
非
常
に

多
く
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
書
は
中
国
語
書
き

言
葉
（
特
に
小
説
言
語
）
に
多
く
登
場
す
る
長

く
て
複
雑
な
「
一
つ
の
文
」
を
言
語
学
的
・
修

辞
学
的
に
明
ら
か
に
し
、
ひ
い
て
は
言
語
に
お

け
る
「
一
つ
の
文
」
に
つ
い
て
中
国
語
書
き
言

葉
の
観
点
か
ら
考
察
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。「
一
つ
の
文
」
は
し
ば
し
ば
「
一
つ
の

思
考
を
表
す
」
と
さ
れ
る
。
中
国
語
書
き
言
葉

に
お
い
て
、
句
点
か
ら
句
点
ま
で
で
伝
達
さ
れ

る
内
容
が
も
し
日
本
語
や
英
語
な
ど
と
異
な
る

と
す
る
な
ら
ば
、
何
を
も
っ
て
「
一
つ
の
思
考
」

「
一
つ
の
ま
と
ま
り
」
と
す
る
か
が
異
な
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
そ
れ
は
い
っ
た
い
何

な
の
か
。
も
し
違
う
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
に
違

う
の
だ
ろ
う
か
。

本
発
表
で
は
、
二
〇
二
〇
年
に
出
版
し
た

『
中
国
語
に
お
け
る
「
流
水
文
」
の
研
究
』
の

概
略
を
紹
介
し
た
。

〈
例
会
発
表
要
旨
〉

◆
大
西
由
美
子
　
民
間
文
芸
に
継
承
さ
れ
た

「
舜
子
変
」
と
、
そ
こ
か
ら
探
る
「
舜
子
変
」

の
欠
損
部
に
つ
い
て
　
敦
煌
文
献
の
「
舜
子
変
」
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は
、
広
西
や
福
建
の
説
唱
や
演
劇
等
の
形
で
残

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
近
年
分
か
っ
て
き
た
。
先

行
研
究
で
は
、
後
部
の
な
い
鈔
本S

. 4654

と 

前

部
の
欠
損
し
たP

. 2721v

を
合
わ
せ
て
「
舜
子

変
」
の
底
本
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
と
福
建
の

説
唱
『
大
舜
耕
田
・
坐
天
歌
』、
広
西
の
師
公

戯
『
唱
舜
児
』、
採
茶
戯
『
舜
児
記
』
及
び
広

西
壮
族
師
公
戯
「
舜
児
」
を
比
較
す
る
と
、
あ

ら
す
じ
及
び
表
現
か
ら
、「
舜
子
変
」
を
継
承

し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
特
に
採
茶

戯
抄
本
『
舜
児
記
』
に
は
、S. 4654
とP

. 2721v

の
間
の
欠
損
し
た
部
分
、
つ
ま
り
継
母
が
父
に

讒
言
し
た
舜
と
の
出
来
事
の
真
実
が
描
か
れ
て

い
る
。『
唱
舜
児
』
や
『
舜
児
記
』
は
葬
礼
の

際
に
演
じ
ら
れ
、
そ
の
中
に
は
他
の
孝
子
の
名

も
見
ら
れ
こ
と
か
ら
、
舜
等
の
孝
子
説
話
を

棺
に
描
い
た
北
魏
の
頃
か
ら
現
代
ま
で
、「
孝
」

が
死
者
を
葬
る
際
の
重
要
な
事
柄
と
し
て
受
け

継
が
れ
、
そ
の
中
で
「
舜
子
変
」
が
口
承
文
芸

の
形
で
残
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

◆
董
子
華
　
謝
朓
詩
に
お
け
る
「
慕
帰
」
と
そ

の
場
所
　
謝
朓
の
詩
に
お
い
て
、「
思
帰
」
や

「
慕
帰
」
な
ど
の
表
現
が
屡
々
に
見
ら
れ
て
い

る
。
詩
の
創
作
時
期
と
謝
朓
の
官
界
生
涯
か
ら

見
る
と
、
こ
れ
ら
の
詩
は
彼
の
荊
州
赴
任
時
期

と
宣
城
赴
任
時
期
に
集
中
し
て
い
る
。
謝
朓
は

荊
州
か
ら
都
に
帰
還
し
た
後
、
一
連
の
政
治
闘

争
を
経
歴
し
、
心
境
に
は
大
き
な
変
化
が
起

こ
っ
た
。
故
に
後
の
宣
城
太
守
時
期
に
創
作
さ

れ
た
詩
作
で
は
、
慕
帰
・
望
郷
の
思
い
に
は
隠

遁
へ
の
憧
憬
が
纏
め
ら
れ
、
定
型
化
さ
れ
た
抒

情
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
謝
朓
の
生
ま
れ

育
っ
た
土
地
は
建
康
、
す
な
わ
ち
南
朝
の
都
の

周
辺
と
想
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
彼
の
「
慕
帰
」

に
は
京
都
帰
還
と
い
う
政
治
的
な
願
望
も
示
し

て
い
る
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。
本
発
表
は
、
荊

州
・
宣
城
と
い
う
二
時
期
の
詩
に
お
い
て
、
慕

帰
・
望
郷
の
思
い
を
ど
の
よ
う
に
表
現
し
て

い
る
の
か
を
そ
れ
ぞ
れ
に
考
察
し
た
。
前
者
で

は
、
景
物
の
在
り
方
を
動
態
的
に
捉
え
る
技
法

を
用
い
て
、
遥
か
に
隔
た
る
故
郷
を
異
郷
に
滞

在
し
て
い
る
旅
人
と
結
び
つ
け
、
直
接
で
強
烈

に
思
帰
の
願
望
を
表
し
て
い
る
。
一
方
、
後
者

で
は
、
目
の
前
の
景
物
を
よ
り
静
態
的
に
描
写

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
慕
帰
の
空
間
に
沈
鬱
で

収
斂
的
感
覚
を
与
え
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の

よ
う
な
無
限
な
空
間
へ
視
線
を
投
げ
る
姿
勢
は

自
分
の
内
面
を
掘
り
込
め
る
こ
と
に
つ
な
が
っ

て
い
る
。
ま
た
、
宣
城
時
期
に
作
ら
れ
た
敬
亭

山
に
関
す
る
一
連
の
詩
へ
の
考
察
に
よ
っ
て
、

謝
朓
の
慕
帰
の
場
所
の
有
様
を
論
じ
た
。
敬
亭

山
は
彼
の
真
の
帰
り
た
い
場
所
、
即
ち
「
郷
」

で
は
な
い
が
、
仕
官
（
祝
祭
）
と
隠
棲
（
遊
覧
）

の
両
方
が
実
現
で
き
る
た
め
、
異
郷
に
滞
在
す

る
謝
朓
に
理
想
的
帰
る
べ
き
場
所
の
一
つ
の
モ

デ
ル
に
見
做
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。

◆
陳
坤
　
明
代
の
四
川
に
お
け
る
提
学
官
の
実

績
に
つ
い
て
　
提
学
と
は
中
国
近
世
に
お
い
て

中
央
朝
廷
よ
り
地
方
に
直
接
派
遣
さ
れ
、
行
政

区
域
の
学
事
の
管
理
・
監
督
を
司
る
官
職
を
指

す
。
明
代
の
正
統
元
年
（
一
四
三
六
）
に
専
任

官
員
と
し
て
、
提
学
官
が
設
置
さ
れ
た
事
が
明

代
の
提
学
官
制
度
の
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
る
。

明
代
の
提
学
官
制
度
に
対
し
て
、
従
来
の
研
究

で
は
、
提
学
官
の
基
本
的
な
職
務
に
重
点
が
置

か
れ
て
お
り
、
各
地
域
に
派
遣
さ
れ
た
提
学
官

た
ち
が
、
各
地
方
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
文

教
活
動
（
教
育
と
文
化
に
関
す
る
活
動
）
を
展

開
し
た
か
に
つ
い
て
は
ま
だ
注
目
さ
れ
て
い
な

い
。本

発
表
で
は
、
明
の
提
学
制
度
の
設
置
と
沿
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革
を
明
確
に
し
、
明
代
の
提
学
官
の
代
表
の
ひ

と
つ
で
あ
る
四
川
の
提
学
官
を
取
り
上
げ
て
、

か
れ
ら
の
任
職
状
況
及
び
文
教
活
動
の
実
績
に

つ
い
て
考
察
し
、
明
代
の
提
学
官
制
度
の
具
体

像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。

明
代
の
四
川
に
お
い
て
、
合
計
七
十
二
名
の

提
学
の
官
員
が
任
命
さ
れ
た
。
地
方
の
教
育
管

理
の
最
高
長
官
と
し
て
四
川
に
赴
任
し
た
彼
ら

の
活
動
は
、
地
域
に
お
け
る
文
教
の
様
々
な
方

面
に
及
ん
で
い
る
。
本
発
表
で
は
主
に
、
①
四

川
の
府
州
県
の
官
立
学
校
の
設
立
と
建
設
②
四

川
書
院
の
創
立
及
び
講
学
③
四
川
に
お
け
る
督

学
条
約
の
制
定
と
人
材
の
選
抜
④
四
川
の
地
方

誌
の
編
纂
と
い
う
四
つ
の
方
面
か
ら
、
か
れ
ら

が
四
川
の
文
教
に
積
極
的
に
貢
献
し
た
実
績
が

確
認
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
も
特
に
、
明
代
『
四

川
総
誌
』
の
三
度
の
再
編
に
取
り
組
ん
だ
官
員

た
ち
の
姿
は
目
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
万
暦
時

の
提
学
官
郭
棐
に
よ
る
『
四
川
総
誌
』
の
校
閲

及
び
四
言
詩
の
『
四
川
総
誌
』
序
文
の
作
成
の

事
例
か
ら
、
提
学
官
の
よ
う
な
知
識
人
は
、
当

時
の
地
方
教
育
行
政
の
担
当
者
で
あ
る
の
み
な

ら
ず
、
文
学
、
文
化
の
担
い
手
と
し
て
の
優
れ

た
文
学
的
素
養
が
見
ら
れ
る
。

◆
潘
一
嵐
　「
拉
壮
丁
」
か
ら
見
る
沙
汀

一
九
三
一
年
―
一
九
四
九
年
の
小
説
創
作

　
四
川
出
身
の
左
翼
作
家
で
あ
る
沙
汀
は
、

一
九
三
一
年
に
文
学
創
作
を
始
め
て
か
ら
、

一
九
四
九
年
中
華
人
民
共
和
国
建
国
ま
で
数

多
く
の
小
説
作
品
を
書
い
た
。
こ
れ
ら
の
作

品
は
主
に
暴
露
、
諷
刺
の
手
法
で
国
民
党
の

反
動
政
策
を
摘
発
し
、
四
川
の
現
実
社
会
を

反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
、「
拉
壮
丁
」

（
強
引
に
壮
丁
を
参
軍
さ
せ
る
）
と
い
う
現
象

は
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
し
ば
し
ば
沙
汀

の
小
説
に
書
か
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

『
凶
手
』（
一
九
三
五
）、『
在
其
香
居
茶
館
里
』

（
一
九
四
〇
）、『
替
身
』（
一
九
四
五
）、『
呼
嚎
』

（
一
九
四
五
）、『
蘇
大
个
子
』（
一
九
四
六
）
な

ど
の
小
説
が
挙
げ
ら
れ
る
。

今
回
の
発
表
で
は
、
同
一
モ
チ
ー
フ
に
お
け

る
異
な
る
語
り
を
分
析
す
る
視
点
か
ら
、
上
記

の
同
じ
「
拉
壮
丁
」
を
手
が
か
り
に
し
て
四
川

社
会
の
暗
黒
を
暴
露
し
た
小
説
で
、
沙
汀
の
創

作
方
法
に
は
い
か
な
る
変
化
が
あ
っ
た
か
、
作

家
の
創
作
特
徴
が
「
拉
壮
丁
」
の
叙
述
に
ど
の

よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
を
考
察
し
、
沙
汀

の
建
国
前
の
創
作
個
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

を
試
み
る
。

◆
阿
部
沙
織
　
凌
叔
華
『
中
華
児
女
』
の
日

本
人
表
象
を
再
読
す
る
：
松
岡
洋
右
と
の
交

流
を
参
照
軸
と
し
て
　
本
発
表
で
は
、
ま
ず

二
〇
二
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
陳
烈
『
雙
佳
樓

往
事̶

̶

時
代
風
雲
中
的
陳
西
瀅
與
凌
叔
華
』

（
中
華
書
局(

香
港)

有
限
公
司
）
で
初
め
て
公

に
な
っ
た
松
岡
洋
右
の
凌
叔
華
宛
て
書
簡
に
つ

い
て
、
同
書
著
者
の
書
簡
に
対
す
る
評
価
を
含

め
て
紹
介
し
た
。
満
鉄
理
事
や
外
相
を
歴
任

し
、
の
ち
に
Ａ
級
戦
犯
と
判
じ
ら
れ
る
松
岡
洋

右
と
凌
叔
華
の
交
流
に
つ
い
て
は
、
慎
重
か
つ

客
観
的
な
調
査
が
さ
ら
に
必
要
で
あ
る
。
そ
れ

を
前
提
と
し
て
、
凌
叔
華
の
日
本
表
象
に
つ
い

て
は
こ
の
事
実
に
基
づ
い
て
の
再
読
が
可
能
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
再
読
へ
の
一
歩
と
し

て
、
本
発
表
で
は
凌
叔
華
唯
一
の
中
国
語
中
編

小
説
で
抗
日
を
テ
ー
マ
と
す
る
「
中
国
児
女
」

（
一
九
四
二
年
）
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
上
掲

書
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
松
岡
と
の
交
流
を
参
照

し
な
が
ら
、
主
人
公
の
少
女
を
手
助
け
す
る
人

情
味
溢
れ
る
日
本
人
憲
兵
像
等
の
再
考
に
値
す

る
表
象
を
い
く
つ
か
指
摘
し
た
。
非
常
に
初
歩

的
な
分
析
に
と
ど
ま
っ
た
発
表
で
あ
っ
た
が
、
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フ
ロ
ア
か
ら
「
表
象
」
と
い
う
タ
ー
ム
の
扱
い

方
や
、
松
岡
研
究
で
は
中
国
人
と
の
関
係
は
ど

の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
凌
叔
華
の

複
雑
な
抗
日
感
情
な
ど
に
つ
い
て
有
益
な
ご
意

見
や
ご
指
摘
を
い
た
だ
け
た
。
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。

◆
呉
優
美
子
　
杜
甫
詩
に
お
け
る
混
沌
へ
の
憧

憬
　
杜
甫
詩
は
、
同
時
代
の
李
白
詩
に
比
し
て
、

実
際
の
現
実
に
即
し
て
在
る
と
し
て
、
確
と
論

じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
ま
た
杜
甫
詩
に
は
、

不
可
知
の
も
の
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
側

面
も
あ
り
、
そ
れ
は
現
実
を
超
え
た
光
景
、
非

現
実
的
な
も
の
と
受
け
取
ら
れ
て
い
る
。

杜
甫
は
、
現
実
の
、
眼
前
に
在
る
も
の
を
信

頼
し
忠
実
に
再
現
す
る
。
そ
れ
は
不
可
知
な
も

の
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
本
発
表
で
は
、

不
可
知
な
も
の
が
明
示
さ
れ
て
い
る
杜
甫
詩
を

取
り
上
げ
な
が
ら
、
杜
甫
に
よ
る
創
造
の
試
み

に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。

杜
甫
は
ま
ず
、
漠
然
と
し
た
捉
え
ど
こ
ろ
の

な
い
万
物
の
源
泉
、
混
沌
に
接
触
す
る
こ
と
へ

の
志
向
を
有
し
て
い
た
。
中
国
に
お
い
て
は
古

く
か
ら
、「
天
」
す
な
わ
ち
「
造
化
」
が
世
界

の
創
造
者
で
あ
り
、
こ
う
し
た
人
知
を
超
え

た
者
が
世
界
を
創
り
出
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い

た
。「
造
化
」
と
い
う
創
造
者
の
よ
う
に
、
始

原
の
状
態
、
ま
た
万
物
の
無
秩
序
の
状
態
と

い
っ
た
不
可
知
な
も
の
に
立
ち
会
う
こ
と
が
、

杜
甫
に
と
っ
て
の
創
作
の
秘
訣
で
あ
っ
た
。

杜
甫
は
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
新
た
に
世
界
を

創
造
す
る
試
み
に
基
づ
き
、
現
実
を
超
え
た
世

界
を
立
ち
現
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
実
体

験
・
目
に
し
た
事
実
で
も
っ
て
、
不
可
知
な
も

の
を
構
築
す
る
こ
と
に
つ
と
め
て
い
る
。
杜
甫

は
、
実
際
に
体
感
し
た
不
可
知
の
領
域
を
記
し
、

表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
実
に
目
に
し
た

不
可
知
な
事
実
に
即
し
て
こ
と
ば
を
紡
ぎ
、
杜

甫
自
身
が
造
化
と
同
等
の
、
人
知
を
超
え
た
超

越
的
目
線
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
ひ
い
て
は
造

化
の
立
ち
位
置
を
脅
か
す
要
素
（
不
可
知
な
も

の
に
向
き
合
い
、
見
つ
め
る
こ
と
が
で
き
る
）

を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

無
論
、
杜
甫
は
造
化
に
畏
怖
の
念
を
抱
い
て

お
り
、
そ
の
た
め
に
自
ら
の
無
力
さ
を
実
感
す

る
こ
と
も
あ
る
。
た
だ
し
、
造
化
の
罪
を
露
呈

し
、
自
ら
の
力
量
で
も
っ
て
造
化
に
対
抗
し
よ

う
と
し
て
い
た
こ
と
、
加
え
て
不
可
知
の
世

界
を
見
つ
め
て
い
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
杜
甫

が
、
造
化
に
成
り
代
わ
り
、
創
造
し
て
い
く
試

み
を
行
っ
て
い
た
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
と
考
え
る
。

◆
水
津
有
理
　
批
評
語
と
し
て
の
「
不
可
解
」

│
│
明
末
清
初
の
詩
的
言
語
論
に
お
け
る
一
考

察
　
明
・
謝
榛
の
「
詩
に
可
解
、
不
可
解
、
不

必
解
有
り
、
水
月
鏡
花
の
若
し
、
其
の
迹
に
泥

む
勿
れ
ば
可
な
り
」
と
い
う
こ
と
ば
に
代
表
さ

れ
る
よ
う
に
、
明
代
詩
学
と
り
わ
け
復
古
派
の

詩
論
詩
評
に
し
ば
し
ば
「
不
可
解
」
の
語
、
あ

る
い
は
「
詩
の
妙
は
可
解
不
可
解
の
間
に
在

り
」
な
ど
の
表
現
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
つ
と

に
指
摘
が
あ
り
、
そ
の
概
念
の
由
来
は
明
代
詩

学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
南
宋
・
厳
羽
『
滄

浪
詩
話
』
の
「
興
趣
」
を
重
ん
じ
る
詩
学
に
あ

る
と
さ
れ
て
き
た
。
一
方
、「
不
可
解
」
の
語

に
つ
い
て
は
も
う
一
つ
目
立
つ
事
象
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
杜
甫
の
詩
、
あ
る
い
は
そ
の
特
定
の

表
現
や
用
字
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
発
動
さ
れ
る

語
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
格
調
派
を
批
判

し
た
竟
陵
派
の
杜
詩
評
の
な
か
に
は
「
可
思
而

不
可
解
」「
用
得
不
可
解
、
妙
」「
解
不
得
、
有

至
理
」
な
ど
の
評
語
が
散
見
さ
れ
、
杜
甫
の
用

字
の
な
か
に
「
不
可
解
」
の
も
の
が
あ
る
と
の
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指
摘
、
ま
た
そ
れ
を
高
く
評
価
す
る
態
度
が
窺

え
、
明
末
清
初
の
黄
生
は
竟
陵
派
の
こ
う
し
た

態
度
に
つ
い
て
南
宋
・
劉
辰
翁
の
杜
詩
評
中
に

み
え
る
「
語
至
不
可
解
則
妙
」
に
由
来
す
る
も

の
と
指
摘
す
る
。
発
表
で
は
こ
れ
ら
「
不
可
解
」

の
語
の
批
評
語
と
し
て
の
系
譜
を
た
ど
り
、
そ

の
含
意
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
ま
た
そ
の
語
が

「
詩
を
詩
と
す
る
も
の
は
何
か
」
と
い
う
問
い

に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
か
に
つ
い

て
、
初
期
的
な
考
察
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

〈
博
士
論
文
要
旨
〉

◆
趙
美
子 

風
流
た
る
濁
世
の
佳
公
子
―
詩
に

見
え
る
曹
丕
と
曹
植
―
　
本
論
文
は
、
歴
史
記

載
や
先
行
研
究
を
整
理
し
な
が
ら
、
曹
丕
と
曹

植
の
詩
に
お
け
る
公
宴
・
閨
怨
・
遊
仙
と
い
う

三
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
論
述
す
る
も
の
で

あ
る
。
第
一
章
で
は
、
曹
丕
と
曹
植
の
関
係
に

関
わ
る
記
載
や
作
品
を
建
安
・
延
康
・
黄
初
時

代
に
分
け
て
分
析
し
、
彼
ら
の
関
係
に
起
伏
が

あ
っ
た
と
し
て
も
兄
弟
の
情
愛
は
一
貫
し
て
い

た
と
い
う
結
論
を
出
し
た
。
第
二
章
で
は
、
建

安
年
間
の
公
宴
詩
に
つ
い
て
分
析
し
た
。
建
安

公
宴
詩
は
す
べ
て
同
時
期
の
作
品
と
は
限
ら
ず
、

少
な
く
と
も
時
期
や
場
所
の
異
な
る
四
回
の
宴

会
に
関
し
て
詠
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
第
三
章
で
は
、
曹
植
の
閨
怨
詩
に
つ
い

て
分
析
し
た
。
棄
婦
詩
に
詠
わ
れ
た
相
手
の
裏

切
り
に
よ
る
別
れ
よ
り
、
思
婦
詩
に
詠
わ
れ
た

や
む
を
得
な
い
別
れ
こ
そ
が
黄
初
年
間
に
お
け

る
曹
丕
と
曹
植
の
関
係
の
実
態
に
近
い
と
言
え

る
。
第
四
章
で
は
、
曹
植
の
遊
仙
詩
に
つ
い
て

分
析
し
た
。
特
に
「
鼎
湖
」
の
典
故
を
用
い
た

三
首
の
遊
仙
詩
に
は
、
亡
き
曹
丕
へ
の
殉
死
の

意
思
が
捉
え
ら
れ
る
。
以
上
を
通
じ
て
、
詩
人

と
し
て
の
曹
丕
と
曹
植
の
生
涯
に
わ
た
っ
て
絶

え
る
こ
と
な
き
絆
に
対
す
る
理
解
を
よ
り
一
層

深
め
、
彼
ら
の
関
係
に
対
す
る
叙
述
に
新
し
い

印
象
や
語
り
方
を
提
供
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

◆
林
如
　
中
国
語
に
お
け
る
ア
ス
ペ
ク
ト
マ
ー

カ
ー
〝
了
１

〞
の
焦
点
化
す
る
機
能
に
関
す
る

研
究
　
従
来
の
中
国
語
文
法
研
究
で
は
、〝
了
１

〞

の
意
味
機
能
に
関
す
る
研
究
が
多
く
な
さ
れ
て

き
た
。〝
了
１

〞
の
意
味
に
つ
い
て
、
多
様
な
解

釈
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
統
一
さ
れ
ず
、

〝
完
成
说
〞・〝
实
现
说
〞・〝
完
整
说
〞
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
る
。
本
研
究
は
、〝
了
１

〞
に
は
ア
ス

ペ
ク
ト
の
機
能
以
外
、
焦
点
化
す
る
機
能
も
あ

る
と
主
張
す
る
。〝
了
１

〞
の
ア
ス
ペ
ク
ト
の
機

能
は
、
戴
耀
晶
（
一
九
九
七
）
の
〝
完
整
说
〞

（
完
結
相
）
を
基
盤
と
し
た
。〝
了
１

〞
の
焦
点

化
す
る
機
能
に
つ
い
て
、
音
韻
の
調
査
を
行
い
、

ピ
ッ
チ
の
変
化
、
発
音
の
伸
長
時
間
及
び
イ
ン

テ
ン
シ
テ
ィ
の
３
つ
の
要
素
を
考
察
し
た
。
音

韻
の
特
徴
に
よ
り
、〝
了
１

〞
を
伴
う
動
詞
句
は

文
の
焦
点
部
分
に
当
た
り
、〝
了
１

〞
に
焦
点
化

す
る
機
能
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
分
か
っ
た
。

ま
た
、
本
研
究
で
は
、
刘
勋
宁
（
一
九
九
九
）

に
基
づ
き
、〝
了
１

〞
の
焦
点
化
機
能
及
び
他
の

焦
点
化
演
算
子
〝
只
〞、〝
连
〞
と
の
区
別
を
考

察
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、〝
了
１

〞
に
は
、
焦
点

を
提
示
す
る
と
い
う
焦
点
化
演
算
子
と
し
て
の

機
能
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

〈
修
士
論
文
要
旨
〉

◆
呉
越
　
半
植
民
地
都
市
に
お
け
る
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
混
乱
―
―
穆
時
英
の
「
ピ

エ
ロ
」
を
中
心
に
　
穆ぼ

く

時
じ
え
い

英
（
一
九
一
二
〜

一
九
四
〇
）
は
中
国
新
感
覚
派
の
作
家
で
あ

る
。「
ピ
エ
ロ
」（
原
題
：「P

ierrot

」
）
は
初

め
「
現
代
」
第
４
卷
第
１—

６
期
（
一
九
三
四

年
）
に
掲
載
さ
れ
、
そ
の
後
は
「
公
墓
」
に
収

録
さ
れ
た
小
説
で
あ
る
。
穆
時
英
は
主
人
公
の

潘
鶴
齢
の
孤
独
、
無
力
感
、
彷
徨
、
悩
み
を
描
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出
し
て
い
る
。
本
稿
は
テ
ク
ス
ト
を
分
析
し
、

当
時
の
雑
誌
新
聞
の
文
章
や
画
像
を
引
用
し
、

ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視

点
で
、
潘
鶴
齢
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
は
如

何
に
混
乱
し
て
い
た
か
、
お
よ
び
混
乱
の
理
由

を
明
ら
か
に
し
た
い
。

現
代
社
会
に
活
躍
し
て
い
る
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル

は
、
男
性
の
絶
対
的
な
支
配
を
打
破
し
、
あ
る

程
度
マ
ス
キ
ュ
リ
ニ
テ
ィ
を
弱
化
し
た
。
中
国

新
感
覚
派
の
作
品
に
お
け
る
都
市
男
性
は
、
モ

ダ
ン
ガ
ー
ル
に
対
し
て
、
焦
慮
や
不
安
を
抱
い

て
い
る
。

半
植
民
地
の
苦
境
に
よ
り
、
一
部
の
中
国
人

に
民
族
的
な
劣
等
感
が
生
じ
た
。
そ
の
た
め
、

半
植
民
地
中
国
よ
り
強
い
日
本
の
国
民
で
あ
る

女
性
琉
璃
子
と
交
際
す
る
時
、
潘
鶴
齢
は
卑
屈

で
、
自
分
が
捨
て
ら
れ
る
こ
と
を
心
配
し
て
い

る
。そ

し
て
都
市
部
・
農
村
部
の
間
の
人
口
移
動

は
、
家
庭
の
形
式
を
変
化
さ
せ
た
。
こ
の
よ

う
な
変
化
に
対
し
て
、
潘
鶴
齢
は
自
分
の
マ
ス

キ
ュ
リ
ニ
テ
ィ
が
弱
化
し
た
こ
と
を
さ
ら
に
感

じ
て
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
も
更
な
る
混
乱

を
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

本
稿
の
論
証
に
よ
り
、
半
植
民
地
と
い
う
複

雑
な
歴
史
時
期
に
お
け
る
男
性
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
の
混
乱
の
原
因
を
回
答
す
る
こ
と

が
可
能
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

◆
趙
芷
苑
　
現
代
中
国
語
語
気
詞
の
疑
問
文
末

用
法
―
〝
呢
〞〝
啊
〞
を
中
心
に
　
語
気
詞
は

虚
詞
で
あ
り
、
単
独
で
意
味
を
有
さ
な
い
と
い

う
特
徴
が
あ
る
た
め
、
疑
問
文
末
に
お
け
る
語

気
詞
の
意
味
に
つ
い
て
は
研
究
者
の
間
で
ま
だ

一
致
し
た
見
解
が
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、

現
代
中
国
語
語
気
詞
の
疑
問
文
末
用
法
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
主
に
北
京
語
言

大
学
言
語
知
能
研
究
院
の
Ｂ
Ｃ
Ｃ
中
国
語
コ
ー

パ
ス
と
北
京
大
学
中
国
言
語
学
研
究
セ
ン
タ
ー

の
Ｃ
Ｃ
Ｌ
中
国
語
コ
ー
パ
ス
を
用
い
て
語
気
詞

が
使
わ
れ
て
い
る
疑
問
文
を
検
索
し
、
収
集
し

た
上
で
、
文
の
タ
イ
プ
と
疑
問
素
性
に
基
づ

き
、
収
集
し
た
用
例
を
帰
納
的
に
分
析
し
た
。

本
稿
で
は
、
疑
問
文
末
に
よ
く
現
れ
た
語
気

詞
〝
呢
〞
と
〝
啊
〞
を
研
究
対
象
と
し
た
。
ま
ず
、

語
気
詞
の
定
義
と
分
類
を
明
ら
か
に
し
た
。
次

に
、
語
気
詞
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
を
紹
介

し
、
そ
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、

分
析
の
枠
組
み
を
説
明
し
、
疑
問
文
の
分
類
と

生
成
文
法
に
お
け
る
疑
問
標
識
を
紹
介
し
た
。

ま
た
、
先
行
研
究
に
基
づ
き
、
例
文
の
分
析
を

行
い
、
典
型
語
気
詞
〝
呢
〞
と
〝
啊
〞
が
異
な

る
疑
問
文
に
使
わ
れ
る
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
疑
問

の
意
味
を
表
す
の
か
、
そ
し
て
、
疑
問
の
意
味

を
表
し
て
い
な
い
時
は
、
ど
の
よ
う
な
言
語
機

能
を
持
つ
の
か
を
考
察
し
た
。
最
後
に
、
現
代

中
国
語
語
気
詞
の
疑
問
文
末
用
法
を
ま
と
め
、

考
察
し
た
。

◆
李
可
馨
　
二
十
世
紀
二
、
三
〇
年
代
に
お
け

る
中
国
女
性
同
性
愛
の
性
的
描
写
―
―
郁
達
夫

『
她
是
一
个
弱
女
子
』
を
中
心
に
　
二
十
世
紀

二
、
三
〇
年
代
の
中
国
に
お
い
て
は
女
性
同
性

愛
の
性
欲
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
観
点
が
持
た

れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
ま
た
、
女
性
同
性
愛

の
テ
ク
ス
ト
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
。
本
研
究
は
「
同
性
愛
」
概
念
の
浮

上
に
着
目
し
、
言
説
と
し
て
の
女
性
同
性
愛
の

性
欲
が
ど
う
語
ら
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ

う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
当
時
の
学
界
で
は
同

性
愛
の
性
欲
の
存
在
を
認
め
な
い
と
の
見
方
が

広
が
り
、
同
時
期
の
女
性
同
性
愛
の
性
欲
描
写

を
描
い
た
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
性
的
描
写
を
避

け
る
創
作
姿
勢
を
明
確
に
し
た
。
そ
の
中
で
、
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郁
達
夫
『
她
是
一
个
弱
女
子
』
に
お
け
る
露
骨

な
性
的
描
写
を
研
究
対
象
と
し
、
日
本
か
ら
受

容
し
た
「
第
三
性
の
女
性
」
を
め
ぐ
る
言
説
と

合
わ
せ
、
当
時
の
女
性
が
男
性
の
特
徴
を
模
倣

し
て
性
の
主
導
権
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
体

の
自
主
権
を
獲
得
す
る
こ
と
を
示
し
得
て
い
る

こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、
郁
達
夫
の
経
験
と

合
わ
せ
、
女
性
性
欲
の
不
可
視
化
の
社
会
背
景

に
合
わ
な
い
露
骨
な
性
的
描
写
が
生
ま
れ
た
成

因
は
今
後
の
課
題
に
し
た
い
。

◆
李
嘉
玥
　
李
賀
詩
に
お
け
る
神
仙
の
存
在
状

態
　
西
王
母
の
イ
メ
ー
ジ
を
め
ぐ
り
　
本
研
究

は
李
賀
詩
の
時
間
の
循
環
性
な
ど
の
先
行
研
究

を
踏
ま
え
、
西
王
母
と
い
う
神
仙
イ
メ
ー
ジ
を

巡
っ
て
、
李
賀
詩
に
お
け
る
神
仙
の
存
在
状
態

の
考
察
を
行
っ
た
。

　
ま
ず
、
本
稿
で
は
「
神
仙
」
の
概
念
を
検
討

し
、
最
も
知
ら
れ
て
い
る
「
不
老
不
死
」
と
「
常

人
に
超
え
た
特
殊
能
力
」
の
二
つ
の
特
徴
で

広
義
的
に
神
仙
に
定
義
を
付
け
、
研
究
対
象
の

範
囲
を
定
め
て
い
る
。
第
二
に
、
西
王
母
の
イ

メ
ー
ジ
は
古
典
文
学
に
頻
繁
に
登
場
し
、
李
賀

の
詩
歌
に
も
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ

た
上
で
、
西
王
母
を
研
究
対
象
に
設
定
し
て
検

討
す
る
。

　
李
賀
の
作
品
を
考
察
す
る
と
、
中
に
西
王
母

の
イ
メ
ー
ジ
に
関
わ
っ
て
い
る
詩
は
六
首
あ
る

と
分
か
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
「
河
南
府
試
十
二
月

楽
詞
」
の
「
閏
月
」・「
瑶
華
楽
」・「
神
仙
曲
」・

「
崑
崙
使
者
」
の
四
つ
の
詩
を
そ
れ
ぞ
れ
比
較

分
析
し
、
神
仙
の
出
現
は
偶
然
性
が
あ
る
こ

と
、
神
仙
の
存
在
は
現
実
で
は
な
く
概
念
的
な

も
の
に
近
い
こ
と
、
神
仙
の
存
在
状
態
は
「
不

在
」
で
あ
る
こ
と
、
と
い
う
三
つ
の
結
論
に
辿

り
着
く
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
後
、
残
さ
れ
た

「
浩
歌
」
と
「
仙
人
」
の
中
の
、
西
王
母
と
関

係
深
い
桃
の
花
の
イ
メ
ー
ジ
を
分
析
し
、
仙
人

の
存
在
状
態
の
曖
昧
性
を
、
さ
ら
に
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
た
。

　
本
稿
は
西
王
母
の
イ
メ
ー
ジ
だ
け
に
検
討
を

行
っ
た
が
、
李
賀
詩
に
お
け
る
神
仙
の
存
在
状

態
の
問
題
を
提
出
し
、
そ
の
存
在
状
態
の
特
徴

を
ま
と
め
て
結
論
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。 

今
後
の
課
題
と
し
て
、「
神
仙
」
の
概
念
を
よ

り
詳
細
に
掘
り
下
げ
て
分
類
し
た
上
に
、
よ
り

多
く
の
種
類
の
神
仙
の
イ
メ
ー
ジ
を
検
討
す

る
こ
と
を
通
し
、
李
賀
詩
に
お
け
る
神
仙
の
存

在
状
態
の
研
究
を
補
充
し
て
い
き
た
い
と
考
え

る
。

◆
陸
予
婷
　
盛
唐
辺
塞
詩
に
つ
い
て
―
色
彩
を

中
心
に
―
　
本
稿
で
は
、
盛
唐
辺
塞
詩
の
色
彩

を
中
心
に
、
色
彩
の
割
合
お
よ
び
使
用
頻
度
に

つ
い
て
の
統
計
結
果
を
踏
ま
え
、
色
彩
が
具
体

的
に
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
、
詩
に
ど

の
よ
う
な
気
質
を
与
え
て
い
る
か
を
考
察
す
る
。

第
一
章
は
、
先
行
研
究
、
辺
塞
詩
の
概
念
、

色
彩
の
分
類
と
含
意
を
説
明
し
た
。
唐
に
お
い

て
、「
辺
塞
」
は
主
に
突
厥
と
吐
蕃
と
地
続
き

で
つ
な
が
っ
て
い
る
地
域
を
指
し
、
異
民
族
す

な
わ
ち
外
敵
と
緊
密
に
関
連
す
る
。

第
二
章
は
、
岑
参
、
王
昌
齢
、
高
適
に
対
し

て
色
彩
の
詳
細
な
統
計
を
行
い
、
客
観
的
な
色

彩
特
徴
お
よ
び
配
色
傾
向
を
明
確
に
し
た
。
三

人
の
愛
用
す
る
直
接
色
彩
に
は
大
き
な
差
別
が

見
ら
れ
る
。
間
接
色
彩
に
つ
い
て
は
同
じ
傾
向

を
示
す
。
一
首
の
詩
に
お
け
る
配
色
に
つ
い
て

は
、
岑
参
は
大
面
積
無
彩
色
＋
小
面
積
有
彩
色

を
愛
用
す
る
。
王
昌
齢
は
色
彩
の
平
衡
を
追
求

し
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
黄
＋
白
と
い
う
配
色
が

特
徴
的
で
あ
る
。
詩
に
重
厚
で
穏
健
な
気
質
を

与
え
る
。
高
適
は
配
色
に
工
夫
を
凝
ら
し
て
い

な
く
、
渋
く
て
控
え
め
の
色
彩
運
用
が
詩
に
厳
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か
で
悲
壮
な
気
質
を
与
え
る
。
対
句
の
配
色
に

つ
い
て
は
三
人
と
も
黄
＋
白
を
愛
用
す
る
。
青

＋
白
も
比
較
的
多
い
。

第
三
章
は
、
詩
人
の
間
に
お
け
る
比
較
を
行

い
、
盛
唐
辺
塞
詩
に
お
け
る
色
彩
運
用
の
全
体

像
を
分
析
す
る
。
直
接
色
彩
の
使
い
方
は
大
き

く
異
な
る
が
、
間
接
色
彩
の
類
似
し
た
比
例
配

分
、
素
朴
な
正
色
の
頻
繫
な
使
用
、
類
似
し
た

配
色
傾
向
と
い
う
共
通
点
を
通
じ
て
、
作
風
上

の
統
一
を
達
成
し
た
。
色
彩
運
用
の
造
詣
に
つ

い
て
は
、
岑
参
、
王
昌
齢
、
高
適
と
い
う
順
番

に
な
る
。
ま
た
、
唐
人
は
広
闊
を
追
求
す
る
と

い
う
時
代
性
格
を
持
つ
。
辺
塞
詩
の
色
彩
運
用

も
こ
の
性
格
を
示
し
、
広
大
な
色
彩
空
間
を
形

作
る
。
寒
色
が
そ
の
基
調
で
、
常
に
暗
く
て

濁
っ
た
様
で
あ
る
。

以
上
の
色
彩
特
徴
を
通
じ
て
、
辺
塞
詩
の
雄

渾
で
悲
壮
な
風
格
と
特
徴
を
強
化
で
き
る
だ
け

で
な
く
、
重
厚
か
つ
穏
健
な
気
質
も
与
え
る
こ

と
が
で
き
る
。


