
　

著
者
林
田
愼
之
助
は
一
九
六
〇
年
代
か
ら
精

力
的
に
六
朝
文
学
の
論
考
を
発
表
し
て
は
、

足
を
踏
み
入
れ
た
ば
か
り
の
中
国
文
学
研
究

と
〈
文
学
〉
を
考
え
る
こ
と
と
の
大
き
な
乖
離

に
戸
惑
う
私
た
ち
に
多
大
の
刺
戟
を
与
え
続
け

た
。
阮
籍
、
嵆
康
、
張
華
、
左
思
、
郭
璞
の
魏

晋
詩
人
論
か
ら
は
じ
ま
り
、
ほ
ど
な
く
「
六
朝

文
学
に
現
れ
た
志
と
情
の
問
題
」
な
ど
六
朝
の

文
学
論
研
究
に
力
を
注
ぎ
、
そ
れ
ら
は
『
中
国

中
世
文
学
評
論
史
』（
一
九
七
九
年
二
月　

創
文

社
）
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
の
著
者

の
関
心
の
動
機
が
「
自
序
」
で
次
の
よ
う
な
一

節
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　
（
そ
れ
ま
で
の
研
究
は
）「
個
別
の
文
芸
理
論
を

さ
さ
え
る
美
意
識
や
倫
理
観
の
由
来
が
、
そ
れ

を
生
み
出
し
た
批
評
家
内
部
の
問
題
と
し
て
有

機
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
。
批
評
家
の
生

活
と
思
想
の
い
と
な
み
の
な
か
か
ら
、
文
芸
理

論
の
生
成
過
程
と
、
そ
の
立
論
の
必
然
的
な
契

機
が
分
析
さ
れ
て
い
な
い
憾
み
が
あ
る
。」「
本

書
に
お
い
て
、
詩
と
散
文
に
わ
た
る
文
芸
批
評

学
の
生
態
分
析
の
み
な
ら
ず
、
私
の
好
み
に
偏

し
て
で
は
あ
る
が
、
魏
晋
期
の
詩
人
群
の
思
想

に
照
明
を
あ
て
て
き
た
の
も
、
こ
の
時
代
の
文

学
の
実
態
を
多
少
と
も
明
ら
か
に
し
た
い
が
た

め
で
あ
っ
た
。」

　

そ
の
後
多
方
面
に
著
者
の
関
心
は
広
が
っ
て

多
く
の
著
書
が
世
に
出
た
が
、
こ
の
度
著
者
の

原
点
（
原
点
の
ま
た
原
点
は
魯
迅
で
あ
る
が
）
と

も
言
う
べ
き
六
朝
文
学
研
究
に
つ
い
て
の
発
言

が
十
二
章
仕
立
て
で
な
さ
れ
、
私
た
ち
に
新
た

な
感
慨
と
指
針
を
与
え
て
く
れ
た
。
同
じ
課
題

を
担
う
者
が
た
だ
し
く
受
け
と
め
後
に
継
承
し

て
い
く
営
み
の
上
か
ら
も
紹
介
し
、
簡
単
な
論

評
を
示
し
て
お
こ
う
。

第
一
章　

曹
操
の
挽
歌

　
　
　
　

―
歌
か
ら
詩
へ
の
変
容

　

曹
操
の
挽
歌
二
首
が
「
漢
代
民
間
歌
謡
の
様

式
を
襲
い
な
が
ら
内
容
は
異
質
で
、」
そ
こ
に

史
詩
と
し
て
「
薤
露
」
で
は
「
後
漢
王
朝
の
葬

送
歌
」（
前
段
で
は
何
進
、
後
段
で
は
董
卓
を
歌
い

こ
む
）、「
蒿
里
行
」
で
は
「
民
衆
兵
士
へ
の
葬

送
歌
」（
亡
国
の
民
の
悲
哀
を
主
題
と
す
る
）
と
す

る
。「
こ
こ
に
歌
か
ら
志
を
詠
ず
る
詩
へ
の
変

化
が
見
ら
れ
る
。」
ま
た
曹
植
「
泰
山
梁
甫
行
」

で
も
「
辺
境
の
地
で
貧
苦
に
あ
え
ぐ
人
民
の
姿
」

が
描
か
れ
、「
現
実
を
告
発
す
る
詩
篇
を
多
く

残
し
た
建
安
の
楽
府
体
文
学
に
通
底
す
る
変
容

で
も
あ
っ
た
」
と
結
ぶ
。
漢
か
ら
魏
詩
へ
の
文

学
史
的
な
断
絶
を
埋
め
る
、
そ
の
展
開
の
一
つ

の
様
相
の
提
示
と
な
っ
て
い
る
。

掘
り
か
へ
し
耕
し
な
ほ
す
時

―
六
朝
文
学
研
究
の
展
開
の
契
機
と
し
て
読
む

大
上 

正
美

林
田
愼
之
助
著

六
朝
の
文
学　

覚
書

A5判　318頁
創文社［3360円］
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27　　掘りかへし耕しなほす時

く
ん
だ
」
劉
宋
の
謝
霊
運
の
「
先
駆
的
革
新
的

な
役
割
を
は
た
し
た
」
と
結
ぶ
。

　

建
安
詩
の
中
に
、「
何
を
深
く
鋭
く
う
た
う
か
」

と
「
い
か
に
整
っ
て
、
美
し
く
、
リ
ア
ル
に
う

た
う
か
」
と
い
う
、
六
朝
詩
の
流
れ
の
基
点
を

認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
た
ち
の
課
題
は
、

「
写
実
」
の
語
そ
の
も
の
の
吟
味
と
、
さ
ら
に

は
巧
似
・
形
似
と
の
関
係
で
そ
れ
を
捉
え
か
え

し
て
六
朝
詩
史
の
一
側
面
を
示
す
こ
と
で
あ
ろ

う
。

第
三
章　

曹
植
の
奇
想
詩
と
そ
の
系
譜

　
　
　
　

―
危
機
意
識
を
め
ぐ
っ
て

　
「
常
識
で
は
と
て
も
思
い
つ
か
な
い
発
想
の

詩
」
を
「
奇
想
詩
」
と
呼
び
、
曹
植
詩
か
ら
の

系
譜
を
た
ど
る
。「
キ
ー
ワ
ー
ド
は
﹁
危
機
の

意
識
﹂
で
あ
る
」
と
す
る
。
曹
植
の
「
野
田
黄

雀
行
」
と
「
吁
嗟
篇
」
の
「
奇
想
詩
」
た
る
所

以
を
分
析
し
、「
泰
山
梁
甫
行
」
に
現
実
参
加

の
視
線
を
み
る
。以
下
に
そ
の
系
譜
を
た
ど
り
、

阮
籍
「
詠
懐
詩
」
其
の
三
の
「
一
身
す
ら
自
ら

保
た
ざ
る
に
、何
ぞ
況
ん
や
妻
子
を
恋
い
ん
や
」

の
「
突
出
し
て
、
奇
に
う
つ
る
」
句
に
は
「
こ

の
時
代
の
危
機
的
状
況
の
意
識
」
が
あ
る
と
す

る
。
郭
璞
の
「
人
生
へ
の
絶
望
が
」「
遊
仙
詩
」

第
二
章　

建
安
詩
人
に
お
け
る
自
然
描
写
の
写

実
性

　

そ
れ
ま
で
の
詩
作
品
に
お
け
る
自
然
は
「
人

事
の
悲
哀
の
情
を
う
た
う
背
景
で
あ
っ
た
り
、

あ
る
い
は
人
事
を
う
た
い
起
こ
す
比
喩
と
し
て

描
か
れ
て
い
」
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
魏
晋

に
な
っ
て
「
写
実
性
の
強
い
自
然
描
写
を
獲
得

す
る
」。
曹
操
の
「
観
滄
海
」
に
は
「
碣
石
山

に
登
っ
た
と
き
の
秋
の
き
び
し
い
自
然
の
光

景
」、「
苦
寒
行
」
で
は
冬
の
苦
難
に
満
ち
た
太

行
山
行
軍
の
冬
の
写
景
」、
王
粲
の
「
七
哀
詩
」

其
の
一
の
「
乱
世
の
悲
惨
な
光
景
」、
其
の
二

の
長
江
を
溯
る
さ
い
の
「
黄
昏
せ
ま
る
両
岸
の

自
然
の
景
色
」
等
。
と
く
に
王
粲
の
詩
に
コ
メ

ン
ト
し
て
、「
乱
世
の
な
か
を
漂
泊
せ
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
詩
人
に
と
っ
て
、
山
水
自
然
の
景

観
は
、
寂
寞
に
と
ざ
さ
れ
た
異
邦
人
で
あ
る
自

ら
の
心
象
風
景
と
か
さ
な
っ
て
い
た
に
ち
が
い

な
い
。」
と
い
う
。
ま
た
一
方
で
曹
丕
や
曹
植
、

劉
楨
ら
の
苑
遊
の
諸
編
に
は
「
目
に
ふ
れ
、
心

に
と
め
て
お
い
た
お
だ
や
か
な
自
然
の
た
た
ず

ま
い
」「
こ
ま
や
か
な
自
然
描
写
」「
美
麗
な
対

句
」「
綿
密
で
リ
ア
ル
な
」
描
写
が
出
現
し
、

や
が
て
「
山
水
自
然
の
写
景
に
意
識
的
に
と
り

の
「
変
身
の
歌
を
つ
む
が
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
」

し
、
ま
た
陶
淵
明
の
「
山
海
経
を
読
む
」
連
作

は
幽
憤
の
詩
で
あ
り
、
危
機
意
識
の
産
物
で
あ

る
と
す
る
。

　

本
書
が
企
画
さ
れ
て
久
し
い
が
、
評
者
が
楽

し
み
な
が
ら
想
い
え
が
い
た
そ
の
一
冊
は
、
著

者
の
基
盤
と
し
て
あ
っ
た
魏
晋
の
詩
人
論
に
よ

る
六
朝
詩
の
流
れ
が
ど
の
よ
う
に
深
化
す
る

か
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
章
を
基
核
と
し
た
も
の
で

あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
著
者
は
「
奇
想
詩
」
な
る

用
語
で
そ
の
流
れ
を
語
っ
た
。
奇
想
詩
た
る
所

以
に
危
機
意
識
が
張
り
付
い
て
い
る
、
と
す
る

の
は
著
者
の
若
い
頃
か
ら
の
終
始
手
放
さ
な
い

文
学
視
点
で
あ
り
、
六
朝
文
学
研
究
の
王
道
で

あ
る
。
現
実
と
の
激
し
く
危
う
い
関
係
を
深
く

抱
え
も
っ
て
詩
人
は
表
現
者
と
し
て
自
立
し
、

奇
想
詩
を
つ
く
っ
た
。
こ
れ
を
契
機
に
私
た
ち

は
、
こ
の
よ
う
な
奇
想
詩
を
つ
く
ら
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
表
現
の
必
然
性
、
そ
れ
は
表
現
へ
と

向
か
わ
ざ
る
を
得
な
い
デ
ー
モ
ン
故
の
産
物
で

も
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
虚
構
へ
の
再
考
に
本

格
的
に
取
り
組
む
場
へ
と
出
て
行
く
こ
と
が
必

須
と
な
る
。
ま
た
そ
の
奇
想
詩
が
ど
の
よ
う
に

現
実
を
逆
転
さ
せ
る
か
の
問
い
の
萌
し
と
し
て



淵
明
の
日
常
性
な
ど
を
位
置
づ
け
る
こ
と
、
さ

ら
に
は
奇
想
詩
に
潜
在
す
る
危
機
意
識
が
ど
の

よ
う
に
表
現
と
し
て
現
実
に
力
が
あ
っ
た
の
か

な
か
っ
た
の
か
、
も
う
一
度
表
現
と
現
実
と
の

本
質
的
関
係
を
、
作
家
論
と
し
て
問
い
た
い
。

〈
表
現
の
力
〉
と
〈
現
実
へ
の
力
〉
と
の
弁
証

法
的
な
関
係
と
し
て
、
文
学
表
現
の
価
値
に
つ

い
て
の
問
い
と
な
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
は
特
に

六
朝
時
代
に
あ
っ
て
は
詩
に
止
ま
ら
ず
賦
や

種
々
の
文
の
文
学
営
為
全
体
へ
の
読
み
込
み
が

求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
四
章　

阮
籍
「
詠
懐
詩
」
の
韜
晦
表
現

　
「
詠
懐
詩
」
の
難
解
さ
の
在
り
ど
こ
ろ
を
解

き
明
か
す
。
典
故
を
用
い
た
「
つ
ら
い
状
態
に

お
か
れ
た
立
場
は
わ
か
っ
て
も
、
な
ぜ
そ
う

な
っ
た
か
が
説
明
さ
れ
な
い
」、「
異
端
の
書
か

ら
の
出
典
が
目
だ
つ
」、「
典
故
が
重
層
的
に
組

み
合
わ
さ
れ
て
駆
使
さ
れ
て
い
る
」
と
。
そ
し

て
「
詩
人
の
立
つ
位
置
の
視
点
が
め
ま
ぐ
る
し

く
変
化
し
」
三
段
で
構
成
さ
れ
る
表
現
構
造
を

指
摘
す
る
。
其
の
九
で
は
、節
義
、時
代
批
判
、

秋
の
凋
落
が
。
こ
の
よ
う
に
「
歌
詠
の
視
点
を

屈
折
さ
せ
た
」「
視
点
転
換
の
三
重
構
造
が
、

一
読
し
て
も
わ
か
り
に
く
い
詩
篇
に
し
て
い

る
」
と
も
い
う
。
心
→
外
→
心
と
構
成
さ
れ
、

韜
晦
的
要
素
が
強
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
其
の

八
の
鳥
の
飛
翔
を
め
ぐ
る
詩
を
と
り
あ
げ
、
そ

の
寓
話
性
の
強
い
典
故
が
重
層
的
に
し
て
か
つ

ひ
ね
っ
て
使
用
さ
れ
る
韜
晦
表
現
で
あ
る
と
分

析
し
、
そ
こ
に
諷
刺
の
志
を
貫
こ
う
と
し
て
い

る
と
す
る
。
特
に
評
者
に
は
、
外
（
現
実
）
を

見
る
視
点
を
詠
懐
詩
が
内
在
化
し
て
い
て
、
そ

の
現
実
意
識
が
さ
ら
に
詩
人
の
内
面
の
深
化
に

結
び
繋
が
っ
て
い
く
と
読
み
と
れ
た
。

第
五
章　

六
朝
の
読
書
人　

郭
璞
と
干
宝
の
複

眼

　

動
乱
の
時
代
を
生
き
ね
ば
な
ら
ぬ
故
に
、「
当

面
す
る
時
代
の
現
実
と
向
き
あ
い
、
自
己
の
な

か
の
矛
盾
を
あ
る
が
ま
ま
に
見
据
え
て
た
じ
ろ

ぐ
こ
と
な
く
、
そ
の
な
か
で
紡
が
れ
た
複
眼
の

思
想
を
所
有
す
る
に
い
た
っ
た
」
六
朝
の
読
書

人
の
う
ち
、
郭
璞
と
干
宝
を
取
り
上
げ
る
。
郭

璞
の
「
遊
仙
詩
」
は
玄
言
詩
一
般
と
は
異
な

り
、
世
の
中
や
人
生
の
不
条
理
を
憤
り
、
そ
れ

を
「
艶
逸
な
表
現
の
な
か
に
と
か
し
こ
む
こ
と

が
で
き
た
」。
ま
た
干
宝
は
『
晋
紀
総
論
』
で

の
現
実
批
判
の
視
点
と
、『
捜
神
記
』（『
晋
紀
』

で
事
実
を
つ
づ
る
記
事
か
ら
は
見
え
て
こ
な
い
、

『東方』360号（2011年 2月）　　28

人
間
の
真
実
な
る
も
の
の
姿
）
の
編
集
熱
意
と
を

同
時
に
も
つ
複
眼
を
有
し
て
い
た
と
す
る
。
評

者
自
身
は
、
と
り
わ
け
郭
璞
が
玄
言
詩
一
般
か

ら
際
だ
つ
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
詠
懐
詩
と
い
う

点
か
ら
著
者
の
初
期
の
郭
璞
論
を
踏
ま
え
、
玄

言
詩
が
贈
答
と
い
う
共
通
嗜
好
の
場
の
産
物
で

あ
る
こ
と
と
対
置
し
て
考
え
を
進
め
た
い
と
思

う
。

第
六
章　

酒
の
詩
人　

陶
淵
明

　

一　

陶
淵
明
と
曹
操

　
「
人
生
短
促
の
憂
い
を
解
消
す
る
酒
」
を
歌

う
が
、「
両
者
の
酒
の
と
ら
え
方
、
歌
い
ぶ
り

は
」、「
ス
タ
ジ
オ
に
お
け
る
写
真
と
ス
ナ
ッ
プ

写
真
の
撮
り
方
が
全
く
違
う
の
に
似
て
い
る
」。

　

二　

陶
淵
明
と
竹
林
の
七
賢

　

陶
淵
明
の
詩
に
は
、
竹
林
の
七
賢
に
は
無

か
っ
た
「
酒
中
の
趣
き
」
が
あ
り
、そ
れ
は
「
暮

ら
し
の
な
か
で
、
忘
我
、
忘
物
の
境
地
に
遊
ぼ

う
と
す
る
心
の
余
裕
が
」
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る

と
す
る
。
竹
林
た
ち
に
は
暮
ら
し
が
な
い
、
暮

ら
し
が
公
的
社
会
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
そ

の
枠
外
の
空
間
で
の
生
活
、
つ
ま
り
陶
淵
明
の

隠
遁
と
そ
こ
で
の
豊
か
さ
を
著
者
は
酒
で
指
摘

し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
随
想
か
ら
論
文
に
な
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る
に
は
ど
の
よ
う
に
展
開
す
る
か
、
わ
れ
わ
れ

の
課
題
は
続
く
。

　

三　

陶
淵
明
と
揚
雄

　

陶
淵
明
は
「
飲
酒
」
其
の
十
八
に
揚
雄
を
う

た
う
が
、辞
賦
の
大
家
に
は
関
心
が
向
か
わ
ず
、

『
漢
書
』
の
伝
賛
に
し
か
記
載
さ
れ
て
い
な
い

愛
酒
家
で
貧
窮
の
生
活
を
送
る
揚
雄
に
共
感
し

た
こ
と
に
着
目
す
る
。
そ
こ
か
ら
愛
酒
家
陶
淵

明
の
日
々
の
酒
好
き
を
、
愛
酒
家
の
著
者
な
ら

で
は
の
、
こ
ま
や
か
に
し
て
洒
脱
な
視
点
と
文

章
で
綴
る
。

　

四　

陶
淵
明
と
陸
機

　
「
定
式
的
な
ス
タ
ジ
オ
写
真
の
描
写
の
領
域

を
出
な
い
」
陸
機
に
対
し
て
、
陶
淵
明
の
「
ス

ナ
ッ
プ
写
真
」
た
る
描
写
を
対
比
し
、
伝
統
の

中
か
ら
陶
淵
明
詩
が
ど
の
よ
う
に
際
だ
つ
か
を

言
う
。
簡
明
な
比
較
が
文
学
史
的
な
陶
淵
明
の

立
つ
位
置
を
く
っ
き
り
と
さ
せ
て
い
る
。

　

五　

陶
淵
明
と
応
璩

　

応
璩
を
受
け
継
ぐ
と
言
わ
れ
る
陶
淵
明
を
問

題
に
す
る
時
、
詩
風
に
つ
い
て
論
究
す
る
の
が

一
般
的
で
あ
る
が
、
著
者
は
「
酒
の
肴
」
を
問

題
に
し
て
展
開
さ
せ
、
随
想
と
し
て
出
色
の
古

典
詩
の
味
わ
い
方
を
示
し
た
。
結
び
は
、「
愛

酒
家
と
い
う
よ
り
、
さ
す
が
は
酒
好
き
の
陶
淵

明
だ
と
思
わ
せ
る
」
例
に
「
挽
歌
」
を
引
き
合

い
に
出
す
。
こ
の
評
言
に
も
著
者
の
日
常
が
直

接
的
に
顔
を
出
す
が
、
作
家
論
へ
の
広
が
り
の

根
っ
こ
は
こ
こ
に
こ
そ
あ
る
と
言
わ
ん
ば
か
り

で
あ
る
。

第
七
章　

陶
淵
明
の
躬
耕
と
隠
逸

　

隠
逸
の
道
が
い
か
に
け
わ
し
い
も
の
で
あ
っ

た
か
を
陶
淵
明
の
心
情
か
ら
読
み
と
る
。
そ
の

上
で
、「
飲
酒
」「
雑
詩
」
な
ど
の
複
雑
な
詩
を

知
ら
な
い
と
陶
淵
明
の
全
貌
は
窺
え
な
い
と
す

る
戦
後
の
淵
明
論
の
視
点
を
、
も
う
一
度
も
ど

し
て
「
帰
園
田
居
」
な
ど
が
や
は
り
「
本
質
的

な
問
題
を
は
ら
ん
だ
重
要
な
詩
篇
で
あ
る
」
と

位
置
づ
け
る
。
こ
こ
に
は
、
高
踏
詩
人
と
持
ち

上
げ
る
の
で
な
く
矛
盾
を
抱
え
こ
ん
だ
詩
人
と

す
る
戦
後
の
詩
人
評
価
を
、
再
度
問
い
直
し
、

あ
ら
た
め
て
「
わ
か
り
や
す
さ
」
を
評
価
し
よ

う
と
す
る
陶
淵
明
理
解
が
あ
る
。
そ
れ
は
研
究

の
後
戻
り
な
の
で
は
な
く
、
弁
証
法
的
に
問
い

直
す
に
は
ど
の
よ
う
で
あ
る
べ
き
か
に
腐
心
す

る
私
た
ち
の
方
向
性
の
正
し
さ
を
激
励
し
て
い

る
と
受
け
と
め
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。

第
八
章　

謝
霊
運
の
「
賞
心
」
に
つ
い
て

　

小
尾
郊
一
論
文
が
「
賞
心
」
を
、「
自
然
を

賞
す
る
心
」と（
ま
た
は「
自
然
を
楽
し
む
心
の
友
」

と
か
、
い
さ
さ
か
曖
昧
に
）
解
釈
す
る
の
に
対

し
て
、「
自
分
の
心
を
識
っ
て
く
れ
る
人
」「
自

分
の
心
に
適
う
友
」
と
解
す
る
の
が
よ
い
と
、

用
例
を
分
析
す
る
。
そ
の
場
合
の
「
友
」
の
具

体
的
な
名
前
や
交
友
関
係
の
姿
に
、
蘭
亭
の
清

遊
と
通
底
す
る
文
化
環
境
や
、
時
代
の
政
治
的

な
視
点
が
ど
の
よ
う
に
見
え
て
く
る
か
を
も
う

少
し
浮
き
彫
り
に
す
る
よ
う
に
展
開
さ
せ
る
の

が
私
た
ち
の
一
つ
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

第
九
章　

謝
霊
運
評
価
の
一
側
面

　

謝
霊
運
の
「
山
水
詩
は
、
政
治
的
渇
望
を
遂

げ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
一
種
の
補
償
行
為

で
あ
っ
た
」
が
「
表
現
者
と
し
て
山
水
世
界
に

生
き
る
徹
底
し
た
覚
悟
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
ま
ま
、
悲
劇
の
生
涯
を
閉
じ
て
い
る
」

と
す
る
。
そ
こ
で
は
陶
淵
明
と
の
比
較
、
対
句

に
よ
る
名
句
の
見
事
な
表
現
力
の
説
明
、
そ
の

奇
に
し
て
意
識
的
な
描
写
、
工
夫
の
句
づ
く
り

が
分
析
さ
れ
る
。
ま
た
、「
対
句
に
よ
る
彫
琢

工
夫
の
鑿
の
跡
」
が
六
朝
貴
族
文
学
の
美
意
識

の
典
型
」
と
な
る
が
、「
赤
石
に
遊
び
進
み
て

海
に
帆う
か

ぶ
」
末
句
四
句
を
老
荘
の
玄
言
で
結
ぶ



よ
う
に
、
玄
言
詩
の
影
響
が
色
濃
い
。
そ
の
哲

学
を
「
み
ず
か
ら
を
み
つ
め
る
反
省
の
こ
と
ば

と
し
て
心
に
し
っ
か
り
と
刻
ん
で
い
た
な
ら

ば
、
棄
市
と
い
う
非
業
の
死
を
と
げ
ず
に
す
ん

だ
で
あ
ろ
う
。」「
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
単
な
る
虚

構
の
言
辞
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
」

と
ま
で
言
う
。
そ
れ
ら
の
批
判
は
同
時
代
の
六

朝
末
に
は
既
に
見
受
け
ら
れ
た
（
た
だ
し
評
者

に
は
、
冗
長
と
い
う
批
判
で
あ
っ
て
現
実
と
の
関

係
で
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
）」。

そ
れ
に
対
し
て
中
唐
・
釈
皎
然
『
詩
式
』
は
風

騒
を
受
け
継
ぎ
、
魏
晋
建
安
を
も
超
え
る
と
い

い
、
清
・
陳
祚
明
『
采
菽
堂
古
詩
選
』
は
「
修

辞
主
義
文
学
の
新
し
い
旗
手
」
と
賞
揚
す
る
。

そ
れ
に
比
し
て
六
朝
の
詩
論
家
た
ち
が
こ
ぞ
っ

て
彼
を
批
判
す
る
の
は
、「
お
そ
ら
く
宋
斉
梁

と
つ
づ
く
六
朝
時
代
の
文
学
の
危
機
的
状
況
に

た
い
し
て
、
よ
り
敏
感
に
、
よ
り
責
任
を
持
っ

て
反
応
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。」
無
責
任

な
反
応
で
な
く
、
危
機
を
生
き
る
同
時
代
人
の

敏
感
な
反
応
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
結
論

に
つ
い
て
は
や
は
り
、
時
代
に
対
す
る
危
機
意

識
が
貫
か
れ
て
い
る
と
す
る
論
点
が
説
得
力
を

持
た
せ
て
い
る
。

第
十
章　
『
世
説
新
語
』
の
清
議
と
清
談

　
『
後
漢
書
』
党
錮
伝
や
逸
民
伝
の
資
料
と
、

『
世
説
新
語
』
の
人
物
志
と
し
て
の
資
料
と
の

比
較
か
ら
、
同
じ
後
漢
末
名
士
た
ち
の
扱
い
方

に
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
を
検
討
す

る
。『
世
説
新
語
』
に
は
、
逸
民
の
徐
穉
と
党

錮
で
殺
さ
れ
る
陳
蕃
と
の
「
両
者
の
緊
張
し
た

関
係
、
党
錮
事
件
を
か
ら
め
た
両
者
の
思
想
と

生
き
方
の
違
い
は
、
い
っ
こ
う
に
つ
た
え
ら
れ

て
い
な
い
。」「
李
膺
の
宦
官
の
悪
虐
に
た
い
し

て
お
こ
な
っ
た
勇
気
あ
る
抵
抗
の
記
録
は
、『
世

説
新
語
』
の
ど
こ
を
さ
が
し
て
も
み
つ
か
ら
な

い
」「
骨
抜
き
の
性
格
」
だ
と
断
ず
る
。
そ
こ

か
ら
は
、「﹁
清
議
﹂
よ
り
も
﹁
清
談
﹂
を
重
ん

じ
た
、﹁
名
節
﹂
よ
り
も
﹁
隠
逸
﹂
を
重
ん
じ

た
劉
宋
期
の
思
想
と
そ
の
語
り
口
を
読
み
と
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。」「﹁
清
議
﹂﹁
名
節

の
士
﹂
が
後
漢
末
の
腐
敗
し
た
政
治
社
会
と
清

烈マ
マ

に
か
か
わ
っ
た
生
き
方
と
か
、
も
の
の
考
え

方
は
、
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
と
り
あ

げ
ら
れ
ず
に
、
隠
逸
を
慕
い
、
機
智
に
と
ん
だ

人
物
批
評
を
好
ん
だ
﹁
清
談
﹂
家
の
趣
好
に
投

じ
た
﹁
清
議
﹂
名
節
の
士
の
逸
話
の
み
が
語
り

つ
た
え
ら
れ
て
い
る
。」
そ
こ
に
、「
劉
宋
時
代

の
文
学
所
産
の
思
想
的
性
格
が
あ
ら
わ
れ
て
い

る
」と
結
ぶ
。
劉
宋
に
お
け
る
貴
族
層
の
変
容
、

成
り
上
が
り
の
実
力
者
達
と
旧
来
貴
族
（
謝
霊

運
）
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
等
、
史
学
で
の
展
開
が
さ

ら
に
著
者
の
指
摘
を
深
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
文
学
で
は
、
当
た
り
前
す
ぎ
る
が
、
上

の
よ
う
な
時
代
状
況
の
歴
史
的
な
判
断
の
上
に

の
っ
と
り
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
資
料
的
価
値
だ

け
で
な
く
、
き
わ
め
て
リ
ア
ル
な
場
と
し
て
の

機
微
細
や
か
な
心
情
の
や
り
と
り
空
間
で
あ
る

こ
と
を
加
味
す
れ
ば
、
さ
ら
に
文
学
的
な
感
興

が
自
立
し
た
時
代
的
な
意
味
に
つ
い
て
視
野
を

複
合
的
に
設
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

第
十
一
章　

裴
松
之
の
『
三
国
志
』
注
と
志
怪

小
説

　
『
三
国
志
』
注
の
志
怪
説
話
の
類
が
本
伝
の

記
事
と
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
も
っ
て
き
た

か
。
史
実
を
更
に
多
角
的
、
多
方
面
に
照
ら
し

出
す
こ
と
に
成
功
し
て
お
り
、
そ
こ
に
、
多
く

の
見
聞
を
検
証
し
て
い
け
ば
よ
り
史
実
に
到
達

で
き
る
と
す
る
、
裴
松
之
独
自
の
論
証
的
歴
史

観
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
評
す
る
。
麋
竺
の

好
人
物
ぶ
り
の
説
話
を
紹
介
し
た
後
、「
運
不

運
の
別
れ
め
は
、
こ
こ
に
あ
っ
た
」
等
、
人
間
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観
を
指
摘
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
一
生
の

判
断
と
し
て
言
い
切
る
文
章
と
切
り
離
せ
な

い
、
著
者
の
成
熟
し
た
人
間
観
・
諦
観
が
伝
わ

る
。
堅
苦
し
く
な
く
、
高
級
な
論
文
に
は
こ
の

よ
う
な
文
章
が
必
須
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
た
め

て
思
い
知
る
。

第
十
二
章　
『
南
斉
書
』
文
学
伝
論
の
位
相

　
『
南
斉
書
』
文
学
伝
論
が
沈
約
ら
の
音
韻
論

に
共
感
し
、
そ
の
影
響
下
に
あ
り
、
ま
た
、『
詩

品
』
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
と
位
置
づ
け
、

次
の
諸
点
を
明
確
に
す
る
。
⑴
文
学
作
品
に
は

機
見
（
発
想
）
か
ら
覚
悟
（
興
趣
）
の
そ
れ
ぞ
れ

個
性
が
あ
る
。
⑵
音
韻
重
視
。
五
言
を
上
手
く

取
り
入
れ
た
リ
ズ
ム
感
。
⑶
五
言
詩
の
史
的
展

望
。
五
言
詩
を
別
枠
と
し
て
扱
う
（
特
別
視
す

る
）
先
鞭
を
付
け
た
。
⑷
〈
今
日
的
な
文
学
状

況
〉
の
三
派
と
し
て
、
謝
霊
運
、
応
璩
・
傅
咸
、

鮑
照
。
⑸
陳
腐
で
は
な
い
新
し
さ
を
求
め
、
そ

の
「
文
学
新
変
論
を
検
証
」
し
、
そ
の
「
文
章

進
化
論
は『
文
選
』序
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。」

⑹
沈
約
に
は
な
い
文
学
批
評
の
歴
史
を
辿
る
文

学
史
簡
論
。

　

最
後
に
本
書
全
体
に
つ
い
て
の
評
者
の
感
想

を
述
べ
て
お
こ
う
。
な
ぜ
に〈
覚
書
〉な
の
か
。

評
者
に
と
っ
て
覚
書
と
は
、
文
学
の
困
難
さ
が

少
し
で
も
見
え
て
く
る
た
め
の
接
近
を
意
味

し
、
単
な
る
備
忘
録
で
は
な
い
。
と
い
う
こ
と

は
、文
学
と
は
何
か
を
根
源
的
に
問
い
な
が
ら
、

し
か
し
答
え
を
性
急
に
単
純
化
し
て
引
き
出
し

て
く
る
類
の
論
考
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

文
学
は
主
張
で
は
な
い
。
文
学
は
ア
プ
リ
オ
リ

な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
研
究
者
に
あ
っ
て

も
然
り
だ
。
い
や
研
究
な
ら
ば
こ
そ
そ
の
よ
う

に
身
構
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
覚
書
と
い
う

題
に
評
者
は
共
感
す
る
、「
掘
り
か
へ
し
耕
し

な
ほ
す
時
だ
今
」
な
の
だ
と
。
著
者
は
あ
と
が

き
で
「
い
ず
れ
滅
び
去
る
」
時
間
の
中
に
い
る

生
と
死
の
不
条
理
に
つ
い
て
語
る
。
そ
う
、

「
仇
」
は
時
で
あ
る
。「
洪
水
が
残
し
た
こ
の
土

地
に
、
鋤
鍬
把
つ
て
掘
り
か
へ
し
耕
し
な
ほ
す

時
だ
今
。」（
ボ
ー
ド
レ
ー
ル「
仇
」：
堀
口
大
学
訳
）

の
あ
ら
が
い
が
証
と
な
る
。
著
者
自
身
の
内
部

の
、
同
時
に
ま
た
著
者
を
受
け
継
ぐ
と
決
意
し

た
私
た
ち
の
内
部
の
あ
ら
が
い
で
あ
る
か
ら
、

気
の
利
い
た
コ
メ
ン
ト
で
終
わ
ら
せ
て
は
な
ら

な
い
。
そ
れ
が
先
行
く
人
へ
の
礼
儀
で
あ
り
、

固
有
の
他
者
と
し
て
対
峙
し
、
挑
む
も
の
の
思

想
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
私
た
ち
自
身
の
思
想

が
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

六
朝
文
学
研
究
に
お
け
る
戦
後
か
ら
の
流
れ

の
時
間
と
い
う
「
仇
」
に
抗
し
て
も
う
一
度
、

冒
頭
に
引
い
た
著
者
の
原
点
に
帰
り
、
そ
こ
か

ら
の
展
開
を
課
題
に
し
よ
う
。
課
題
は
大
き
す

ぎ
山
ほ
ど
あ
る
が
、
根
源
を
逃
げ
る
研
究
は
六

朝
文
学
研
究
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
六
朝
文
学

が
要
請
す
る
課
題
な
の
で
あ
る
か
ら
。
⑴
作
家

論
は
ど
の
よ
う
に
可
能
か
。
⑵
現
実
と
文
学
の

本
質
的
関
係
。
⑶
虚
構
な
る
も
の
の
必
然
性
。

⑷
文
学
論
、
史
書
編
纂
、
志
怪
小
説
だ
け
で
な

く
、
賦
や
論
な
ど
の
散
文
を
含
め
た
全
体
的
営

為
へ
の
視
野
。
⑸
文
学
史
の
課
題
、
と
く
に
六

朝
美
文
の
問
題
。
修
辞
表
現
。
い
か
に
書
く
か

と
い
う
こ
と
の
中
に
し
か
、
表
現
に
お
け
る
思

想
は
な
い
と
認
識
す
る
評
者
に
は
と
り
わ
け
の

課
題
。
⑹
な
ぜ
に
六
朝
文
学
研
究
な
の
か
。
⑺

文
学
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
あ
る
の
で
な
く
、
創
る

も
の
、
新
た
に
引
き
出
す
も
の
、
そ
こ
で
は
じ

め
て
文
学
の
価
値
が
私
た
ち
の
内
部
で
問
え

る
。
等
々
。

（
お
お
が
み
・
ま
さ
み　

青
山
学
院
大
学
）

31　　掘りかへし耕しなほす時


