
飽
照
と
「
俗
」
文
学

-
六
朝
に
お
け
る
飽
照
評
価
を
め
ぐ
っ
て
-

は
じ
め
に

そ
の
時
代
に
特
徴
的
な
文
学
の
傾
向
或
い
は
文
学
思
潮
を
掲
げ
、

そ
の
代
表
と
な
る
人
物
或
い
は
作
品
を
そ
の
時
代
を
象
徴
す
る
も
の

と
し
て
紹
介
す
る
と
い
う
形
で
、
中
国
文
学
史
を
語
る
な
ら
ば
、
そ

の
時
代
の
傾
向
か
ら
外
れ
た
作
品
や
人
物
は
、
孤
立
し
た
存
在
と
し

て
扱
わ
れ
た
り
、
或
い
は
見
落
と
さ
れ
が
ち
に
な
る
。
例
え
ば
'
本

稿
で
取
り
扱
う
六
朝
・
劉
宋
の
詩
人
飽
照
は
そ
の
よ
う
な
人
物
の
1

人
で
あ
る
。

六
朝
と
い
う
時
代
は
t
 
m
l
l
国
志
』
　
で
お
な
じ
み
の
三
国
時
代
の

後
に
当
た
る
。
三
国
を
統
一
し
た
貌
王
朝
は
、
臣
下
で
あ
っ
た
司
馬

氏
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
'
晋
王
朝
が
建
国
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
西
晋

で
あ
る
。
そ
の
西
晋
王
朝
も
皇
族
の
政
権
争
い
に
よ
っ
て
へ
　
ま
ず
内

側
か
ら
崩
れ
始
め
へ
　
そ
の
隙
を
つ
い
た
異
民
族
に
黄
河
以
北
の
地
を

占
拠
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
へ
　
晋
王
朝
は
長
江
流
域
に
流
寓
王

朝
を
置
き
、
以
後
階
に
よ
る
南
北
の
統
一
ま
で
、
南
は
漢
民
族
、
北

は
異
民
族
の
政
権
が
支
配
す
る
南
北
時
代
が
始
ま
る
。
そ
し
て
へ
　
漢

民
族
の
政
権
で
あ
る
南
朝
は
'
西
晋
を
承
け
た
東
晋
王
朝
か
ら
劉
宋
'

佐
　
藤
　
大
　
志

南
斉
、
梁
、
陳
へ
と
政
権
が
交
代
し
'
階
が
陳
王
朝
を
倒
す
ま
で
、

江
南
地
域
で
漢
民
族
の
文
化
を
築
い
て
い
っ
た
。

こ
の
南
朝
政
権
は
特
定
の
貴
族
が
権
力
を
担
っ
て
い
た
時
代
で
あ

り
へ
　
そ
の
文
学
は
字
句
を
練
り
へ
表
現
を
凝
ら
し
た
貴
族
趣
味
の
修

辞
主
義
が
重
ん
じ
ら
れ
た
.
抱
照
と
い
う
人
物
は
'
そ
の
よ
う
な
血
只

族
が
支
配
す
る
世
に
活
躍
し
た
寒
門
出
身
者
の
一
人
で
あ
る
。
身
分
・

家
格
の
低
い
寒
門
出
身
者
は
'
寒
士
・
寒
人
と
呼
ば
れ
へ
彼
ら
が
貴

族
の
支
配
す
る
政
権
に
路
い
て
立
身
を
目
指
す
こ
と
は
非
常
に
困
難

な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
困
難
な
状
況
に
あ
っ
て
、
飽
照
は
文
学
に

よ
っ
て
立
身
を
目
指
し
た
人
物
で
あ
る
。

そ
の
飽
照
の
文
学
は
、
当
時
の
貴
族
文
学
と
は
異
な
っ
た
特
色
を

持
つ
。
そ
の
よ
う
な
特
色
が
見
ら
れ
る
の
は
、
彼
の
個
性
と
は
別
に
、

彼
が
皇
族
と
は
異
な
っ
た
階
層
の
出
身
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
'
1
　
つ

の
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
当
時
は
貴
族
の
担
う
文
学
と
は
別
に
、

飽
照
と
同
じ
よ
う
な
下
層
階
級
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
文
学
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
貿
族
文
学
か
ら
は
「
俗
」
と

称
さ
れ
へ
　
蔑
視
さ
れ
て
い
た
文
学
で
あ
っ
た
。
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こ
の
「
俗
」
と
称
さ
れ
る
文
学
は
'
貴
族
文
学
よ
り
も
、
む
し
ろ

民
間
の
文
学
に
近
い
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
六
朝
の
貴
族

や
著
名
な
文
人
の
作
品
は
、
別
集
や
総
集
或
い
は
類
書
な
ど
に
収
録
・

伝
承
さ
れ
て
、
後
世
に
比
較
的
伝
わ
り
易
い
。
そ
れ
に
比
べ
て
'
ほ

と
ん
ど
無
名
で
あ
っ
た
下
層
階
級
の
人
々
の
作
品
や
事
跡
は
記
録
に

残
り
が
た
い
(
-
)
-
そ
の
た
め
、
現
在
で
は
華
や
か
な
貴
族
文
学
の

影
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
寒
門
出
身
者
で
あ
る
飽
照
の
文
学

も
'
貴
族
文
学
と
対
置
さ
れ
る
「
俗
」
に
屈
す
。

但
し
'
飽
照
の
文
学
は
全
-
「
俗
」
で
あ
っ
た
と
言
う
わ
け
で
は

な
い
。
貴
族
趣
味
の
文
学
が
盛
行
し
て
い
た
世
に
あ
っ
て
'
文
学
に

ょ
っ
て
立
身
を
試
み
た
飽
照
は
貴
族
文
学
の
側
面
を
も
自
分
の
も
の

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
飽
照
の
詩
文
を
見
る
に
'

飽
照
は
む
し
ろ
貴
族
文
学
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
よ
う

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
飽
照
の
文
学
は
'
貴
族
文
学
と
'
そ
れ
と
は

異
な
る
特
色
が
混
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
飽
照
の
文
学
が
貴
族
文

学
と
そ
れ
に
対
置
さ
れ
る
「
俗
」
と
の
間
へ
　
文
壇
の
主
流
と
へ
　
そ
の

底
に
流
れ
て
い
た
伏
流
と
の
間
に
位
置
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

故
に
、
飽
照
の
文
学
の
「
俗
」
　
の
部
分
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
'

貴
族
文
学
の
下
に
埋
没
し
た
「
俗
」
と
称
さ
れ
る
文
学
に
迫
る
こ
と

に
な
り
'
ま
た
そ
こ
か
ら
逆
に
「
俗
」
と
対
置
さ
れ
る
貴
族
文
学
の

性
格
も
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
へ
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
へ

従
来
の
文
学
史
で
は
見
落
と
さ
れ
て
い
た
点
が
見
え
て
-
る
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。

以
上
の
仮
説
を
論
証
す
る
過
程
と
し
て
、
本
稿
で
は
'
飽
照
の
文

学
が
「
俗
」
と
評
さ
れ
て
い
た
原
因
を
、
「
楽
府
」
と
い
う
文
学
ジ
ャ

ン
ル
と
の
関
係
に
於
い
て
論
じ
る
。
「
楽
府
」
と
は
、
本
来
音
楽
を

司
る
官
署
の
呼
称
で
あ
っ
た
が
、
後
に
漢
代
の
民
間
歌
謡
や
文
人
の

模
擬
作
な
ど
の
呼
称
と
な
り
、
六
朝
期
を
経
て
、
一
つ
の
文
学
ジ
ャ

ン
ル
と
し
て
確
立
す
る
。

高
校
の
教
科
書
に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
李
白
「
子
夜
呉
歌
」
な
ど

は
「
楽
府
」
に
属
し
、
ま
た
李
白
は
楽
府
体
の
詩
を
得
意
と
し
た
と

さ
れ
る
。
飽
照
も
ま
た
、
楽
府
体
の
詩
を
得
意
と
し
、
更
に
彼
は
六

朝
期
の
楽
府
文
学
の
展
開
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
'
李
白
の
み
な

ら
ず
へ
唐
代
の
楽
府
文
学
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
六
朝
楽
府
文
学
の
展
開
に
於
け
る
飽
照
の
役
割
は
、
従
来
の
文

学
史
で
は
論
及
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
飽
照
の

文
学
が
「
俗
」
と
評
さ
れ
て
い
た
原
因
の
一
端
は
'
こ
の
楽
府
文
学

の
展
開
と
関
係
し
て
い
る
。

一
'
六
朝
期
に
お
け
る
抱
照
評
価
と
そ
の
問
題
点

先
に
飽
照
の
文
学
は
「
俗
」
　
に
属
す
と
述
べ
た
。
こ
の
こ
と
は
つ

と
に
指
摘
さ
れ
る
所
で
あ
り
'
近
年
塚
本
信
也
氏
が
、
飽
照
の
文
学

が
「
俗
」
に
属
し
、
そ
れ
は
当
時
に
お
い
て
批
判
痛
屈
さ
れ
る
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
資
料
を
整
理
さ
れ
て
い
る
(
2
)
。
故
に
詳
細

は
塚
本
論
文
に
譲
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
'
飽
照
の
文
学
が

「
俗
」
に
属
し
'
そ
れ
が
当
時
貴
族
文
学
と
対
置
さ
れ
る
へ
世
「
俗
」

に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
'
鍾
喋
『
詩
品
』
　
の
次
の
一
文
を

挙
げ
て
示
し
て
お
-
0
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『
詩
晶
』
下
品
・
謝
超
宗

か
つ

余
が
従
祖
の
正
員
　
嘗
て
云
ふ
、
大
明
泰
始
中
、
飽
休
の
美
文
へ

・

)

蝣

"

　

V

f

'

殊
に
巳
に
俗
を
動
か
す
。
(
余
従
祖
正
員
嘗
云
'
大
明
泰
始
中
へ

飽
休
美
文
、
殊
己
動
俗
。
)

文
中
の
　
「
従
祖
正
員
」
　
と
は
'
『
詩
品
』
　
の
作
者
鍾
喋
の
従
祖
鍾

憲
の
こ
と
で
あ
り
'
「
大
明
」
は
劉
宋
の
孝
武
帝
の
年
号
へ
　
「
泰
始
」

は
明
帝
の
年
号
で
'
劉
宋
王
朝
の
中
期
に
当
た
る
。
ま
た
「
飽
休
」

と
は
飽
照
と
湯
恵
休
の
こ
と
で
あ
り
'
湯
恵
休
は
も
と
僧
侶
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
文
才
を
孝
武
帝
に
認
め
ら
れ
て
'
還
俗
さ
せ
ら
れ
た
人

物
で
あ
る
。
こ
の
一
文
か
ら
飽
照
の
文
学
が
'
湯
恵
休
の
そ
れ
と
共

に
、
「
俗
」
受
け
す
る
性
格
を
持
ち
、
劉
宋
中
期
以
降
、
彼
ら
の
美

文
が
世
俗
に
も
て
は
や
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
「
俗
」
　
に
属
す
る
飽
照
・
湯
恵
休
の
作
品
は
'
当
時

の
貴
族
文
学
に
そ
ぐ
わ
ず
、
排
斥
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
。
貴

族
文
学
の
担
い
手
で
あ
り
、
謝
霊
運
と
共
に
劉
宋
文
壇
前
期
の
主
導

者
で
あ
っ
た
顔
延
之
は
'
飽
照
・
湯
恵
休
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に

手
厳
し
い
批
判
を
与
え
て
い
る
。

『
詩
晶
』
下
品
・
恵
休
上
人

羊
曜
堵
云
ふ
、
「
是
れ
顔
公
は
照
の
文
を
忌
み
へ
　
故
に
休
抱
の

論
を
立
つ
」
　
と
。
(
羊
曜
堵
云
'
是
顔
公
忌
照
之
文
へ
　
故
立
体
飽

之
論
。
)

「
羊
曜
堵
」
と
は
、
劉
宋
の
詩
人
謝
霊
運
の
四
友
に
数
え
ら
れ
る

半
時
之
の
こ
と
で
あ
り
'
「
顔
公
」
と
は
顔
延
之
の
こ
と
で
あ
る
。

顔
延
之
は
飽
照
の
文
章
を
忌
み
嫌
い
'
そ
れ
で
湯
恵
休
と
飽
照
の
文

章
に
対
す
る
論
を
立
て
た
の
だ
と
羊
埼
之
は
言
う
。
当
時
の
貴
族
文

学
を
代
表
す
る
顔
延
之
か
ら
す
れ
ば
'
「
俗
」
受
け
す
る
飽
照
・
湯

恵
休
の
作
品
が
排
斥
す
べ
き
存
在
だ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
測

さ
れ
る
。
ま
た
、
顔
延
之
が
こ
の
よ
う
な
発
言
を
し
た
背
景
に
は
、

当
時
の
文
壇
に
お
い
て
、
飽
照
・
湯
恵
休
が
台
頭
し
て
き
つ
つ
あ
っ

た
と
い
う
事
実
が
あ
っ
た
。
『
南
斉
書
』
　
文
学
伝
論
に
次
の
よ
う
に

言
う
。

『
南
斉
書
』
文
学
伝
論

な

ら

ぴ

　

　

　

　

　

　

お

の

お

の

　

　

ほ

し

い

ま

ま

顔
謝
　
迫
に
起
こ
り
、
乃
ち
各
　
奇
を
把
に
し
、
休
飽

X

　

　

　

　

　

　

　

<

!

*

.

蝣

<

蝣

後
に
出
で
、
成
な
亦
た
世
に
標
づ
。
(
顔
謝
蛙
起
、
乃
各
担
奇
、

休
飽
後
出
、
成
亦
標
世
。
)

右
の
文
は
劉
宋
文
壇
の
趨
勢
に
つ
い
て
述
べ
た
1
文
で
あ
る
。
謝

霊
運
は
太
元
十
年
(
三
八
五
)
　
に
生
ま
れ
へ
　
元
素
十
年
(
四
三
三
)

に
卒
し
て
お
り
'
顔
延
之
は
大
元
九
年
　
(
三
八
四
)
　
に
生
ま
れ
、
孝

建
三
年
　
(
四
五
六
)
　
に
卒
し
て
い
る
。
早
命
の
人
物
が
多
い
六
朝
期

の
文
人
の
中
に
あ
っ
て
'
顔
延
之
は
珍
し
-
長
命
で
、
劉
宋
中
期
ま

で
世
に
留
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
両
人
の
活
躍
時
期
は
、
東

晋
末
か
ら
劉
宋
の
初
め
に
か
け
て
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
'
湯
恵

休
は
そ
の
生
卒
年
が
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
元
嘉
二
十
四
年
　
(
四
四

七
)
　
頃
へ
　
時
の
実
力
者
で
あ
っ
た
徐
湛
之
に
厚
遇
さ
れ
、
孝
武
帝
の

命
に
よ
り
還
俗
し
て
お
り
、
そ
の
活
躍
の
時
期
は
劉
宋
中
期
以
降
と
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考
え
ら
れ
る
。
飽
照
は
義
配
州
十
年
(
四
1
四
)
　
に
生
ま
れ
た
と
さ
れ
へ

泰
始
二
年
(
四
六
六
)
　
に
卒
し
て
お
り
、
謝
霊
運
や
顔
延
之
よ
り
は

後
輩
で
あ
る
。
ま
た
彼
の
事
跡
が
辿
れ
る
の
は
'
臨
川
王
劉
義
慶
の

国
侍
即
と
し
て
抜
擢
さ
れ
た
元
素
十
六
年
(
四
三
九
)
、
彼
が
二
十

六
歳
の
頃
で
あ
り
'
彼
が
活
躍
し
た
時
は
、
湯
恵
休
と
同
じ
く
劉
宋

中
期
以
降
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
へ
飽
照
・
湯
恵
休
は
'
謝
雲
運
・
顔
延
之
の
後
、
劉

宋
中
期
ご
ろ
か
ら
活
躍
し
始
め
へ
既
引
の
『
詩
晶
』
に
「
大
明
泰
始
中
へ

飽
休
の
美
文
、
殊
に
巳
に
俗
を
動
か
す
。
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
劉

宋
中
期
ご
ろ
か
ら
飽
照
・
湯
恵
休
の
作
品
は
世
に
も
て
は
や
さ
れ
始

め
た
の
で
あ
る
o
そ
し
て
、
そ
の
飽
照
・
湯
恵
休
の
台
頭
を
'
長
命

で
あ
っ
た
顔
延
之
は
実
際
に
目
の
辺
り
に
し
た
と
思
わ
れ
る
。
劉
宋

前
期
に
謝
霊
運
と
共
に
貴
族
文
学
を
担
っ
て
き
た
顔
延
之
は
、
「
俗
」

受
け
す
る
飽
照
・
湯
恵
休
ら
の
台
頭
を
、
黙
認
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

「
休
飽
之
論
」
を
立
て
へ
彼
ら
の
排
斥
を
計
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
飽
照
の
文
学
は
ど
の
点
が
「
俗
」
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
の

こ
と
を
考
え
る
上
で
従
来
問
題
と
さ
れ
て
き
た
の
が
'
次
の
顔
延
之

の
発
言
で
あ
る
。

『
南
史
』
改
延
之
伝

・

r

-

i

i

延
之
　
毎
に
湯
恵
休
の
詩
を
薄
ん
じ
、
人
に
謂
ひ
て
日
工
恵

「

・

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

c

-

t

　

ォ

"

休
の
制
作
り
L
は
、
委
巷
中
の
歌
謡
な
る
耳
、
方
当
に
後
生
を
誤

ま
つ
べ
L
と
。
(
延
之
毎
薄
湯
恵
休
詩
、
謂
人
目
、
恵
休
制
作
、

委
巷
中
歌
謡
耳
'
方
当
誤
後
生
。
)

顔
延
之
は
常
々
湯
恵
休
の
詩
を
軽
ん
じ
、
人
々
に
湯
恵
休
の
作
品

は
「
委
巷
中
の
歌
謡
」
で
あ
る
と
批
評
し
て
い
た
。
こ
の
「
委
巷
中

の
歌
謡
」
と
は
、
民
間
歌
謡
、
俗
謡
の
意
味
で
あ
り
'
こ
の
時
代
は

特
に
東
晋
の
頃
か
ら
文
人
の
好
尚
を
得
始
め
て
い
た
江
南
地
域
の
民

間
歌
謡
へ
す
な
わ
ち
南
朝
民
歌
の
こ
と
を
指
す
。
そ
し
て
へ
湯
恵
休

の
俗
謡
の
よ
う
な
作
品
が
も
て
は
や
さ
れ
れ
ば
'
き
っ
と
後
世
の
人
々

を
誤
っ
た
方
向
へ
と
導
-
で
あ
ろ
う
と
顔
延
之
は
言
う
の
で
あ
る
。

こ
の
顔
延
之
の
批
判
は
、
専
ら
湯
恵
休
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
湯
恵
休
と
飽
照
は
六
朝
期
に
お
い
て
「
休
飽
」
と
併

称
さ
れ
、
ま
た
「
休
飽
の
論
」
を
立
て
た
顔
延
之
は
両
者
を
同
1
祝

し
て
い
た
。
故
に
'
こ
の
批
判
は
飽
照
に
も
当
然
向
け
ら
れ
て
い
た

で
あ
ろ
う
.
現
存
す
る
揚
恵
休
の
詩
歌
は
楽
府
詩
の
み
'
そ
の
大
半

は
南
朝
民
歌
風
の
作
品
で
あ
り
'
彼
の
作
品
が
顔
延
之
に
「
委
巷
中

歌
謡
」
と
評
さ
れ
る
こ
と
は
了
解
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
へ
飽
照
の
場

合
は
こ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
飽
照
の
現
存
す
る
詩
は
約
二
百
首
、

そ
の
中
で
楽
府
詩
が
八
十
六
首
で
、
数
丑
か
ら
す
れ
ば
詩
の
方
が
多

い
。
し
か
し
、
南
斉
か
ら
梁
初
に
か
け
て
へ
沈
約
に
よ
っ
て
編
纂
さ

れ
た
『
宋
書
』
の
飽
照
伝
に
「
飽
照
　
字
は
明
遠
。
文
辞
は
鷹
逸
'

嘗
て
古
楽
府
を
為
る
に
'
文
は
甚
だ
遁
麗
な
り
0
」
と
あ
り
へ
　
飽
照

の
文
学
に
於
い
て
、
楽
府
詩
は
当
時
か
ら
特
別
視
さ
れ
て
い
た
。
そ

の
飽
照
の
現
存
す
る
楽
府
詩
八
十
六
首
の
中
で
、
南
朝
民
歌
風
の
作

品
は
「
呉
歌
」
三
首
「
採
菱
歌
」
七
首
「
幽
蘭
」
五
首
「
中
興
歌
」

十
首
で
あ
り
、
四
題
二
十
五
首
に
す
ぎ
な
い
。
も
し
か
す
る
と
、
本

来
は
も
っ
と
多
-
の
作
品
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
湯
恵
休
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の
現
存
す
る
楽
府
詩
が
、
南
朝
民
歌
風
の
作
品
ば
か
り
で
あ
る
の
に

比
べ
て
'
飽
照
の
楽
府
詩
は
そ
れ
と
性
格
を
異
に
す
る
。

ま
た
飽
照
の
楽
府
作
品
の
半
分
(
四
十
三
首
)
　
は
、
超
宋
・
郭
茂

偶
『
楽
府
詩
集
』
　
の
分
類
に
従
え
ば
、
伝
統
的
な
古
曲
に
属
す
る
相

和
歌
辞
や
漢
貌
西
晋
以
来
の
雑
曲
歌
辞
な
ど
で
あ
る
。
先
の
『
宋
書
』

飽
照
伝
に
「
古
楽
府
」
と
、
わ
ざ
わ
ざ
「
古
」
　
の
文
字
を
冠
し
て
い

る
こ
と
も
、
現
存
す
る
飽
照
の
楽
府
詩
の
傾
向
と
一
致
す
る
。
結
局

の
所
、
飽
照
の
作
品
を
'
湯
恵
休
の
作
品
と
同
じ
-
「
委
巷
中
の
歌

謡
」
と
見
な
す
こ
と
は
践
籍
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

従
来
の
飽
照
研
究
で
も
、
こ
の
点
が
疑
問
視
さ
れ
て
い
た
。
そ
し

て
、
こ
の
六
朝
期
の
飽
照
評
価
を
'
そ
の
当
時
の
時
代
状
況
に
即
し

て
解
釈
し
、
7
つ
の
明
確
な
答
え
を
出
さ
れ
た
の
が
'
曹
遺
衡
「
論

飽
照
詩
歌
幾
個
問
題
」
　
(
『
中
古
文
学
史
論
文
集
』
所
収
　
中
華
書
局

一
九
八
六
・
初
出
「
社
会
科
学
戦
線
」
一
九
八
一
年
二
期
一
九

八
一
)
　
で
あ
る
。

氏
は
右
に
挙
げ
た
飽
照
評
の
問
題
点
を
挙
げ
へ
六
朝
期
の
飽
照
評

に
は
'
そ
れ
な
り
の
背
景
が
あ
る
に
違
い
な
い
と
さ
れ
た
上
で
、
飽

照
の
楽
府
詩
が
北
朝
民
歌
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、

そ
れ
が
「
俗
」
と
評
価
さ
れ
た
原
因
で
は
な
い
か
と
結
論
づ
け
て
い

る
。
そ
し
て
、
更
に
塚
本
氏
は
、
こ
の
曹
説
を
踏
ま
え
て
、
人
物
評

価
の
側
面
か
ら
'
飽
照
の
「
俗
」
と
は
'
寒
人
で
あ
る
こ
と
へ
南
朝

民
歌
及
び
北
朝
民
歌
に
通
暁
し
て
い
る
こ
と
へ
北
朝
人
に
近
い
こ
と

が
重
層
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
(
ォ
)
-

両
氏
の
説
は
十
分
に
首
肯
で
き
る
も
の
で
あ
り
'
論
者
も
こ
れ
に

異
論
を
唱
え
る
つ
も
り
は
な
い
。
但
し
へ
飽
照
の
楽
府
詩
の
中
で
'

北
朝
民
歌
の
直
接
的
な
影
響
が
あ
る
と
指
摘
で
き
る
の
は
「
擬
行
路

難
」
十
八
首
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
と
先
の
南
朝
民
歌
風
の
作
品
二
十

五
首
以
外
に
、
伝
統
的
な
古
曲
を
主
題
に
す
る
楽
府
詩
四
十
三
首
が
'

現
存
す
る
飽
照
の
楽
府
詩
に
は
あ
る
。
そ
し
て
へ
　
『
宋
雷
』
　
に
指
摘

さ
れ
る
よ
う
に
'
六
朝
当
時
か
ら
、
飽
照
は
「
古
楽
府
」
す
な
わ
ち

古
曲
を
主
題
に
す
る
楽
府
詩
を
得
意
と
し
た
と
認
め
ら
れ
て
い
た
。

で
は
へ
　
こ
の
「
古
楽
府
」
は
当
時
の
貴
族
か
ら
'
ど
の
よ
う
に
見
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
も
楽
府
文
学
の
展
開
と
飽
照

作
品
と
し
て
の
「
楽
府
」
は
、
漢
代
の
民
間
歌
謡
に
始
ま
り
'
後

漢
末
に
は
文
人
に
よ
っ
て
模
擬
作
が
制
作
さ
れ
始
め
、
三
国
貌
の
曹

操
が
積
極
的
に
、
楽
府
体
の
詩
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
に
よ
り
へ
文
人

の
手
に
委
ね
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

そ
の
楽
府
詩
へ
　
特
に
古
曲
を
主
題
と
す
る
擬
古
楽
府
の
特
色
と
し

て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
「
楽
府
題
」
で
あ
る
。
「
楽
府
題
」
と
は
楽
府

詩
の
題
名
の
こ
と
で
あ
る
が
、
通
常
の
詩
題
と
は
異
な
り
、
そ
れ
は

特
定
の
イ
メ
ー
ジ
を
詩
人
に
喚
起
す
る
。
例
え
ば
、
「
子
夜
呉
歌
」

は
、
「
子
夜
歌
」
と
い
う
男
性
に
対
す
る
女
性
の
愛
情
を
呼
ん
だ
民

間
歌
謡
か
ら
派
生
し
た
楽
府
題
で
あ
り
、
「
子
夜
歌
」
或
い
は
「
子

夜
○
○
歌
」
を
題
名
と
す
る
作
品
は
'
男
性
に
対
す
る
女
性
の
愛
情

を
詠
む
と
い
う
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
制
作
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
特
定

の
「
楽
府
題
」
は
特
定
の
イ
メ
ー
ジ
を
帯
び
、
ど
の
楽
府
題
を
選
ぶ
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か
に
よ
っ
て
、
そ
の
作
品
の
主
題
は
或
る
程
度
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
楽
府
題
の
用
い
方
は
、
李
自
ら
の
活
躍
し
た
唐
代
に

お
い
て
、
1
般
化
し
て
-
る
よ
う
に
な
る
が
、
少
な
-
と
も
三
国
時

代
に
は
そ
の
よ
う
な
楽
府
題
観
は
無
か
っ
た
。
三
国
時
代
に
は
曹
操
・

曹
K
-
1
　
曹
植
ら
が
擬
古
楽
府
を
制
作
し
て
い
る
が
'
彼
ら
の
作
品
は
'

唐
代
の
詩
人
の
よ
う
に
、
楽
府
題
の
イ
メ
ー
ジ
を
基
に
作
品
を
制
作

し
て
は
い
な
い
。
三
国
の
詩
人
は
'
楽
府
題
で
は
な
-
'
曲
調
即
ち

メ
ロ
デ
ィ
ー
に
即
し
て
'
新
た
な
歌
詞
を
制
作
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

楽
府
詩
が
本
来
民
間
の
歌
謡
で
あ
り
'
楽
曲
の
歌
詞
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
'
現
代
に
お
い
て
も
、

メ
ロ
デ
ィ
ー
を
基
に
も
　
替
え
歌
を
制
作
す
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
行
わ

れ
る
。
そ
し
て
'
攻
の
擬
古
楽
府
に
お
い
て
、
楽
府
の
題
名
と
は
、

曲
調
を
示
す
符
号
で
あ
り
、
唐
代
の
よ
う
に
何
ら
か
の
イ
メ
ー
ジ
を

想
起
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
へ
魂
か
ら
唐
に
か
け
て
'
即
ち
六
朝
の
時
代
に
お
い
て
、

曲
調
を
示
す
符
号
で
あ
っ
た
楽
府
題
は
'
擬
古
楽
府
制
作
の
拠
り
所

と
し
て
'
特
定
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
よ
う
に
変
化
す
る
。
こ
の

三
国
か
ら
唐
に
か
け
て
の
楽
府
文
学
と
楽
府
題
の
関
係
は
、
既
に
論

じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
(
4
)
、
こ
こ
で
は
そ
の
概
略
の
み
を
以
下
に

擢
歌
行
　
孔
宵
子
　
(
F
楽
府
詩
集
l
巻
四
十
)

述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

三
国
の
時
代
へ
　
曲
調
を
基
に
制
作
さ
れ
て
い
た
擬
古
楽
府
は
'

「
聞
-
歌
詞
」
　
か
ら
「
見
る
歌
詞
」
　
へ
と
変
わ
っ
て
ゆ
き
、
西
晋
・

陸
機
の
擬
古
楽
府
な
ど
は
、
既
に
曲
調
と
の
関
係
が
薄
れ
始
め
て
い

た
。
し
か
し
'
楽
府
制
作
と
曲
調
と
の
関
係
が
大
き
-
変
化
し
た
の

は
'
東
晋
の
楽
府
断
絶
の
時
代
で
あ
っ
た
。
西
晋
末
の
大
乱
と
'
異

民
族
に
拠
る
侵
攻
に
よ
り
へ
　
西
晋
王
朝
が
保
有
し
て
い
た
古
曲
や
宮

廷
音
楽
'
そ
れ
を
演
奏
す
る
楽
人
た
ち
は
、
或
い
は
北
方
の
地
に
散

り
散
り
と
な
り
へ
或
い
は
異
民
族
に
奪
わ
れ
て
'
江
南
に
建
国
さ
れ

た
東
晋
王
朝
に
は
、
古
曲
も
含
め
た
宮
廷
音
楽
が
伝
わ
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
曲
調
の
散
供
に
よ
っ
て
、
楽
府
制
作
と
曲
調
と
の
関
係
は
断
た

れ
、
楽
府
文
学
は
大
き
な
転
機
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
東
晋
末
、
劉
宋
の
開
祖
劉
裕
が
長
安
を
回
復
し
た
折
り

に
'
漢
攻
の
古
曲
が
江
南
に
も
た
ら
さ
れ
'
そ
れ
と
期
を
同
じ
-
し

て
'
擬
古
楽
府
が
再
び
文
壇
に
返
り
咲
-
。
し
か
し
'
楽
府
制
作
と

曲
調
と
の
関
係
は
既
に
断
た
れ
て
お
り
、
東
晋
末
か
ら
劉
宋
初
め
の

楽
府
詩
は
'
前
代
作
品
の
主
題
と
構
成
を
踏
襲
す
る
模
擬
詩
と
化
し

て
い
た
。
劉
宋
初
期
に
活
躍
し
た
孔
宵
子
「
擢
歌
行
」
な
ど
が
そ
う

で
あ
る
。

擢
歌
行
　
陸
機
(
5
)
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抗
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蓋
緊
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侠
飛
散
逸
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娼
娩
吐
措
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折
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緬
無
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流
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思

仰
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梁
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戒
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た
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羽
旗
を
樹
つ

あ

6
羽
旗
垂
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高
橋
　
飛
帆
を
抗
げ

お
ほ

羽
蓋
　
華
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を
磐
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欣
飛
　
逸
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激

娼
婦
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か

折
潤
し
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緬
か
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分

折
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緬
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a
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流
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欣
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有
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は
　
い
ぐ
る
み

仰
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瞭
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放
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飛
景

8
近
道
戯
中
波

僻
し
て
引
-
　
泉
に
沈
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し
糸

<

委
羽
は
通
渚
に
浸
ち

E
ォ

鮮
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低
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中
る
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1
投
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沈
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飛
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期
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孔
啓
子
は
、
西
晋
の
文
人
陸
機
の
同
題
作
品
を
模
擬
の
対
象
と
し

て
お
り
へ
両
者
の
作
品
は
「
上
巳
の
船
遊
び
の
楽
し
み
」
と
い
う
主

題
が
共
通
す
る
の
み
な
ら
ず
、
右
に
図
示
し
た
よ
う
に
構
成
も
共
通

す
る
。
例
え
ば
、
陸
機
が
第
九
・
十
句
に
「
名
誼
　
活
唱
を
激
し
く

L
へ
樺
人
　
擢
歌
を
縦
に
す
」
と
船
上
で
歌
の
上
手
な
女
性
が
美
し

い
歌
声
を
披
露
L
へ
舟
人
が
船
縁
を
叩
い
て
高
ら
か
に
歌
う
さ
ま
を

描
-
の
を
へ
孔
宵
子
も
同
じ
-
船
上
の
様
子
と
し
て
'
第
九
・
十
句

に
「
欣
飛
　
逸
轡
を
激
し
-
し
、
桐
娩
　
清
辞
を
吐
く
」
と
侠
飛
の

よ
う
な
勇
者
が
優
れ
た
歌
を
歌
い
'
桐
奴
の
よ
う
な
美
女
が
美
し
い

歌
を
披
露
す
る
と
し
て
い
る
。
両
者
で
素
材
の
配
列
が
多
少
異
な
っ

て
は
い
る
が
'
孔
智
子
の
作
品
は
、
陸
機
「
擢
歌
行
」
の
基
本
的
な

枠
組
み
を
基
に
、
そ
の
主
題
、
構
成
、
素
材
な
ど
を
用
い
、
如
何
に



表
現
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
作
品
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
劉
宋
中
期
に
な
る
と
'
擬
古
楽
府
に
変
化
が
起
こ
る
。

こ
の
時
期
の
擬
古
楽
府
は
'
前
代
作
品
の
主
題
や
構
成
を
踏
襲
せ
ず
、

比
較
的
自
由
に
制
作
さ
れ
始
め
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
へ
更
に
飽
照

の
擬
古
楽
府
に
は
、
楽
府
題
を
自
ら
設
定
し
、
そ
の
楽
府
題
の
イ
メ
ー

ジ
の
み
を
用
い
て
制
作
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
作
品
も
現
れ
る
。

代
出
自
蔚
北
門
行

-
　
羽
撒
起
辺
亭

-
　
煙
火
入
成
陽

3
　
徴
騎
屯
広
武

4
　
分
兵
救
朔
方

5
　
厳
秋
筋
竿
勤

6
　
虜
陣
精
且
彊

7
　
天
子
按
剣
怒

8
　
使
者
這
相
望

17 16 15 14 13 12 ll 10　9

雁
行
縁
石
径

魚
買
度
飛
梁

賄
鼓
流
漢
思

族
甲
被
胡
霜

疾
風
沖
塞
起

沙
磯
自
瓢
揚

馬
毛
縮
如
輯

角
弓
不
可
張

時
危
見
臣
節

飽
照
　
　
(
『
飽
参
軍
集
注
』
巻
三
)

羽
撤
　
辺
亭
に
起
こ
り

煙
火
　
成
陽
に
入
る

ォ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ー

1

1

'

ヽ

騎
を
徴
し
て
　
広
武
に
屯
し

兵
を
分
ち
て
　
朔
方
を
救
ふ

つ
よ

厳
秋
に
筋
と
竿
は
動
く

虜
陣
は
精
に
し
て
且
つ
彊
な
り

天
子
は
剣
を
按
じ
て
怒
り

使
者
は
遥
か
に
相
望
むJ・t

雁
行
し
て
　
石
径
に
縁
り

蝣
ォ
*

魚
質
し
て
　
飛
梁
を
度
る

笛
鼓
は
漢
思
を
流
し

こ
ほ
む

庄
甲
は
胡
霜
を
被
る

つ

疾
風
　
塞
を
沖
き
て
起
こ
り

お
の
づ

沙
砕
　
白
か
ら
訊
揚
す

馬
毛
　
縮
む
こ
と
蛸
の
如
-

角
弓
　
張
る
べ
か
ら
ず

あ
ら

時
　
危
ふ
-
し
て
　
臣
節
を
見
は
し

し

1
8
　
世
乱
識
忠
良
　
　
世
　
乱
れ
て
　
忠
良
を
識
る

1
9
　
投
躯
報
明
主
　
　
躯
を
投
じ
て
　
明
主
に
報
ひ

2
0
　
身
死
為
国
霧
　
　
身
　
死
し
て
は
国
務
と
為
ら
ん

こ
の
作
品
は
'
辺
境
の
危
急
に
向
か
う
兵
士
の
苦
難
と
そ
の
心
情

を
詠
ん
だ
作
品
で
あ
り
、
前
代
に
同
題
の
作
品
が
見
当
た
ら
ず
'
飽

照
か
ら
始
ま
る
楽
府
題
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
出
自
蔚
北
門
行
」
は
'

曹
植
「
艶
歌
行
」
の
冒
頭
の
一
句
を
切
り
取
っ
て
題
名
と
し
て
い
る
。

そ
の
曹
植
「
艶
歌
行
」
の
冒
頭
は
、
「
前
の
北
門
自
り
出
で
'
遥

か
に
望
む
　
胡
地
の
桑
。
(
出
自
荊
北
門
へ
　
遥
望
胡
地
桑
。
)
」
か
ら

始
ま
り
へ
女
性
が
辺
境
に
い
る
男
性
を
思
っ
て
'
北
方
の
地
域
を
眺

め
み
て
い
る
情
景
を
描
い
た
作
品
で
あ
り
'
直
接
的
に
戟
事
を
描
い

た
作
品
で
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
曹
植
「
艶
歌
行
」
の
冒
頭
の

句
を
題
名
と
し
た
飽
照
「
代
出
自
蔚
北
門
行
」
は
全
節
戟
事
を
歌
っ

て
お
り
へ
逆
に
女
性
の
姿
は
全
-
登
場
し
な
い
。
こ
の
作
品
な
ど
は
'

飽
照
が
題
名
に
よ
っ
て
へ
辺
境
の
前
の
地
か
ら
の
出
陣
、
そ
し
て
北

方
地
域
の
戦
争
を
連
想
し
た
結
果
生
ま
れ
た
作
品
で
あ
ろ
う
。

こ
の
「
代
出
自
蔚
北
門
行
」
の
よ
う
に
'
飽
照
は
楽
府
題
の
み
の

イ
メ
ー
ジ
を
用
い
て
擬
古
楽
府
を
制
作
し
て
い
る
。
そ
れ
は
飽
照
の

擬
古
楽
府
四
十
三
首
に
ほ
ぼ
共
通
し
た
特
徴
で
あ
る
。
そ
し
て
へ
　
こ

の
「
代
出
自
蔚
北
門
行
」
の
よ
う
に
'
前
代
の
作
品
の
冒
頭
の
句
を

題
名
に
し
、
そ
の
題
名
と
し
た
句
を
基
に
新
た
な
擬
古
楽
府
を
創
作

す
る
こ
と
は
、
飽
照
よ
り
後
に
は
し
ば
し
ば
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
が
'
西
晋
以
前
の
楽
府
詩
に
は
、
曲
調
や
古
曲
の
歌
辞
か

ら
離
れ
て
'
楽
府
題
の
み
を
基
に
す
る
手
法
を
用
い
た
擬
古
楽
府
は
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見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
楽
府
題
の
イ
メ
ー
ジ
を
基
に
制

作
す
る
唐
代
の
楽
府
制
作
は
'
飽
照
の
擬
古
楽
府
に
始
ま
る
の
で
あ
る
。

三
、
貴
族
か
ら
寒
門
へ
　
～
楽
府
文
学
の
担
い
手
の
変
化
～

さ
て
'
前
節
に
述
べ
た
東
晋
末
・
劉
宋
初
期
と
劉
宋
中
期
の
擬
古

楽
府
の
変
化
の
原
因
は
'
幾
つ
か
考
え
ら
れ
る
(
6
)
。
た
だ
、
こ
の

変
化
は
単
な
る
時
代
的
変
遷
で
は
な
く
楽
府
文
学
の
担
い
手
が
変

化
し
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
。
そ
の
担
い
手
の
変
化
と
は
、
貴
族

か
ら
寒
士
・
寒
人
へ
の
変
化
で
あ
る
。

東
晋
末
・
劉
宋
初
の
擬
古
楽
府
作
家
は
、
「
謝
霊
辺
・
謝
恵
達
・

顔
延
之
・
孔
欣
・
苛
瀬
・
衰
淑
」
で
あ
る
o
　
こ
の
中
で
苛
瀬
・
孔
欣

を
除
-
、
文
人
た
ち
は
'
い
ず
れ
も
貴
族
で
あ
り
、
先
に
飽
照
と
湯

恵
休
を
批
判
し
た
顔
延
之
も
名
を
列
ね
て
い
る
。
数
が
少
な
い
の
で
'

こ
れ
だ
け
で
は
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
言
え
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ

と
劉
宋
中
期
以
降
の
擬
古
楽
府
作
家
を
比
較
す
る
と
そ
の
差
が
少
し

は
っ
き
り
と
し
て
く
る
。

劉
宋
中
期
の
擬
古
楽
府
作
家
は
「
飽
照
・
湯
恵
休
・
呉
遥
遠
・
衰

伯
文
・
劉
錬
・
劉
義
恭
・
庚
徴
之
」
で
あ
る
o
飽
照
・
湯
恵
休
が
寒

門
出
身
で
あ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
呉
遥
遠
は
明
帝
に
見
出
さ
れ

て
仕
官
し
た
寒
士
で
あ
り
、
衰
伯
文
は
r
阿
容
j
経
籍
志
に
「
宋
中

書
郎
衰
伯
文
集
十
1
巻
」
と
あ
る
の
が
'
彼
の
経
歴
を
知
る
こ
と
の

で
き
る
唯
1
の
資
料
で
あ
り
、
ま
た
中
喜
郎
が
寒
門
出
身
者
の
就
-

官
職
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
彼
も
間
違
い
な
-
寒
士
だ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
劉
鉾
・
劉
義
恭
は
共
に
皇
族
で
あ
る
が
、
劉
宋
の
皇

族
は
貴
族
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
劉
宋
の
開
祖
劉
裕
は
も
と
軍
人
で

あ
り
'
劉
氏
は
当
時
の
貴
族
か
ら
見
れ
ば
、
か
な
り
卑
し
い
氏
族
で

あ
っ
た
。

残
る
庚
微
之
は
庚
姓
で
あ
り
'
御
史
中
丞
を
務
め
た
こ
と
も
あ
る

人
物
で
、
こ
の
中
で
唯
1
の
貴
族
と
言
え
る
が
'
東
晋
末
・
劉
宋
初

の
楽
府
作
家
に
は
貴
族
が
多
い
こ
と
と
比
べ
る
と
'
劉
宋
中
期
以
降

の
擬
古
楽
府
の
担
い
手
は
、
貴
族
か
ら
寒
士
・
寒
人
へ
と
変
化
し
て

い
る
と
言
え
よ
う
。

ま
た
擬
古
楽
府
の
内
容
か
ら
見
て
も
へ
　
こ
の
二
つ
の
時
期
の
変
化

は
'
貴
族
か
ら
寒
士
・
寒
人
へ
の
変
化
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

先
の
孔
智
子
「
擢
歌
行
」
の
よ
う
に
'
菓
晋
末
・
劉
宋
初
の
擬
古
楽

府
は
、
旧
歌
辞
の
主
題
・
構
成
・
素
材
を
踏
襲
し
、
そ
の
字
句
を
練

り
へ
表
現
を
磨
-
模
擬
詩
的
作
品
で
あ
っ
た
(
ヱ
。
そ
れ
は
'
西
晋

の
陸
機
・
播
岳
に
よ
る
修
辞
主
義
の
文
学
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
り
'

当
時
の
貴
族
文
学
が
目
指
し
た
方
向
性
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
擬
古
楽

府
の
大
半
は
陸
機
を
模
擬
の
対
象
と
し
て
い
る
が
'
そ
れ
も
こ
れ
と

無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
即
ち
へ
主
な
担
い
手
が
貴
族
で
あ
っ
た
東

晋
末
・
劉
宋
初
の
模
擬
詩
的
楽
府
詩
は
、
修
辞
を
重
ん
じ
る
貴
族
文

学
の
性
格
と
合
致
す
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
劉
宋
中
期
以
降
の
楽
府
詩
は
旧
歌
辞
か
ら
離
れ
よ
う
と
し
へ

特
に
楽
府
題
の
イ
メ
ー
ジ
を
基
に
す
る
飽
照
の
楽
府
詩
の
中
に
は
'

平
易
な
表
現
を
用
い
る
作
品
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
東
晋
末
・
劉

宋
初
の
模
擬
詩
的
楽
府
詩
と
は
異
な
っ
た
方
向
へ
と
向
か
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
劉
宋
の
当
時
に
お
い
て
は
、
旧
歌
辞
を
踏
襲
す
る
擬
古
楽
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府
が
貴
族
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
作
品
で
あ
り
、
旧
歌
辞
か
ら
離
れ
る

劉
宋
中
期
の
楽
府
へ
更
に
楽
府
題
を
基
に
制
作
し
た
飽
照
の
楽
府
詩

は
'
貴
族
か
ら
は
排
斥
さ
れ
る
べ
き
「
俗
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
劉
宋
文
増
に
お
け
る
楽
府
文
学
の
趨
勢
を
追
っ
て
み

れ
ば
、
顔
延
之
の
言
葉
も
'
飽
照
と
湯
恵
休
の
文
学
を
同
列
に
扱
う

六
朝
期
の
論
評
も
自
然
に
了
解
で
き
よ
う
。
現
在
か
ら
見
れ
ば
、
伝

統
的
な
古
曲
を
主
題
と
す
る
飽
照
の
楽
府
四
十
三
首
は
、
民
間
歌
謡

と
は
異
な
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
当
時
の
貴
族
か
ら
す
れ
ば
'
湯
恵

休
の
南
朝
民
歌
風
の
作
品
と
共
に
も
　
「
俗
」
と
し
て
排
斥
さ
れ
る
も

の
だ
っ
た
の
で
あ
る
(
8
)
0

そ
し
て
そ
の
後
へ
前
代
作
品
か
ら
離
れ
、
楽
府
題
を
基
に
し
た
比

較
的
自
由
な
新
た
な
擬
古
楽
府
制
作
は
'
南
斉
の
詩
人
で
あ
る
沈
約

や
謝
跳
ら
数
名
の
文
人
が
'
文
学
サ
ロ
ン
な
ど
に
お
け
る
集
団
の
文

学
遊
戯
と
し
て
用
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
1
般
的
な
楽
府
詩
の
制
作

方
法
と
な
っ
て
い
-
。
梁
・
陳
の
時
代
に
は
'
文
人
集
団
の
文
学
遊

戯
と
し
て
'
多
-
の
文
人
が
、
楽
府
題
を
基
に
し
た
擬
古
楽
府
を
制

作
し
'
唐
代
の
楽
府
詩
を
導
-
0

し
か
し
、
沈
約
や
謝
跳
ら
が
'
集
団
の
文
学
遊
戯
と
し
て
採
用
す

る
ま
で
、
楽
府
題
を
基
に
す
る
制
作
方
法
は
、
擬
古
楽
府
の
制
作
方

法
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
南
斉
か
ら
梁
初
に
か
け
て
の
擬
古

楽
府
を
見
る
と
'
そ
れ
ら
は
末
だ
東
晋
末
・
劉
宋
初
期
の
そ
れ
と
同

じ
-
、
旧
歌
辞
の
主
塩
と
構
成
へ
及
び
素
材
を
も
踏
襲
す
る
模
擬
詩

的
楽
府
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
'
劉
宋
中
期
の
寒
門
出
身
者
飽
照
に

ょ
っ
て
、
見
出
さ
れ
た
楽
府
題
を
基
に
す
る
比
較
的
自
由
な
制
作
方

法
は
'
す
ぐ
に
は
定
着
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
楽
府
題

を
基
に
す
る
飽
照
ら
の
擬
古
楽
府
が
'
「
俗
」
と
し
て
貴
族
文
学
に

排
斥
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
'
間
接
的
に
証
明
し
て
い
る
。

劉
宋
中
期
以
降
、
寒
門
出
身
者
の
飽
照
・
湯
恵
休
ら
の
文
学
は
'

世
俗
に
歓
迎
さ
れ
た
と
は
い
え
、
や
は
り
当
時
の
文
学
に
お
い
て
正

統
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
は
'
謝
雲
運
や
顔
延
之
ら
貴
族
た
ち
の
文

学
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
「
俗
」
と
さ
れ
る
飽
照
ら
の
擬
古
楽
府

は
'
な
か
な
か
貴
族
た
ち
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
が
'
鬼
只
族
た
ち
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
に
は
き
っ
か
け
が
必
要
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
の
が
沈
約
・
謝
跳
ら

で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
'
貴
族
文
学
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
楽
府

題
を
基
に
す
る
制
作
方
法
を
'
一
つ
の
「
遊
び
」
と
し
て
貴
族
文
学

の
中
に
取
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
へ
　
「
遊
び
」
と
し
て
'
貴

族
文
学
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
楽
府
題
を
基
に
す
る
制
作
方
法
は
、
楽

府
文
学
の
性
格
を
方
向
づ
け
、
唐
代
に
至
っ
て
李
白
の
よ
う
な
楽
府

作
家
を
生
み
'
更
に
そ
の
反
動
と
し
て
'
楽
府
題
の
拘
束
か
ら
離
れ

よ
う
と
し
た
元
棋
・
自
居
易
ら
の
新
楽
府
運
動
を
導
く
の
で
あ
る
。

四
'
ま
と
め

六
朝
期
に
お
い
て
'
飽
照
の
文
学
は
「
俗
」
と
評
さ
れ
る
。
そ
の

理
由
は
塚
本
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
複
数
の
要
因
が
重
層
的
に
構

成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
の
1
つ
と
し
て
、

本
稿
で
指
摘
し
た
六
朝
当
時
に
於
け
る
楽
府
文
学
の
趨
勢
と
の
関
係

が
挙
げ
ら
れ
る
O
貴
族
に
よ
る
文
学
が
'
六
朝
文
字
、
特
に
詩
を
語

39



る
上
で
は
注
目
を
浴
び
て
き
た
が
へ
　
そ
の
背
後
に
は
下
層
階
級
に
よ

る
文
学
が
あ
り
'
飽
照
の
擬
古
楽
府
も
ま
た
、
貴
族
か
ら
「
俗
」
と

排
斥
さ
れ
る
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

[
付
記
]

本
研
究
の
前
提
と
な
る
六
朝
楽
府
文
学
の
展
開
に
関
す
る
私
見
は
、

広
島
大
学
漢
文
研
究
会
に
於
い
て
へ
森
野
繁
夫
先
生
、
長
谷
川
滋
成

先
生
の
指
導
の
下
、
諸
先
班
方
と
共
に
行
っ
た
『
李
白
楽
府
詩
研
究
』

を
基
に
考
察
を
進
め
た
も
の
で
あ
る
。

(注)
(
-
)
飽
照
も
出
自
が
寒
微
で
あ
っ
た
為
に
へ
　
『
宋
雷
』
及
び
『
南

史
』
　
で
は
'
彼
の
伝
記
は
皇
族
の
臨
川
王
義
慶
の
伝
記
の
後

に
附
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
簡
潔
な
記
述
が
有
る
だ
け
で
'

そ
の
た
め
飽
照
の
生
涯
に
は
不
明
な
点
が
多
い
。

(
2
)
塚
本
信
也
「
飽
照
の
楽
府
に
つ
い
て
-
周
縁
者
の
悲
哀
-
」

(
『
集
刊
東
洋
学
』
七
十
1
　
1
九
九
四
)
0

(
3
)
　
塚
本
氏
前
掲
論
文
。

(
4
)
拙
稿
「
六
朝
楽
府
文
学
の
展
開
と
楽
府
題
」
　
(
『
日
本
中
国
学

会
報
』
四
十
九
集
一
九
九
七
)
・
同
『
梁
陳
の
文
学
集
団
と

楽
府
題
』
　
(
『
中
国
中
世
文
学
研
究
』
三
十
二
号
一
九
九
七
)
0

(
5
)
陸
機
「
擢
歌
行
」
　
(
r
楽
府
詩
集
]
巻
四
十
)
　
の
書
き
下
し
文

「
-
遅
遅
た
り
　
暮
春
の
日
へ
　
2
天
気
　
柔
か
に
し
て
且
つ
嘉

し
。
3
元
吉
　
初
巳
に
降
り
へ
　
4
椀
を
濯
ひ
て
黄
河
に
遊
ぶ
。

5
龍
舟
　
露
首
を
浮
べ
、
6
羽
旗
　
藻
花
を
垂
る
0
7
風
に
乗

り
て
　
飛
景
を
宣
L
へ
　
8
迫
遺
し
て
　
中
波
に
戯
る
。
9
名
詣

清
唱
を
激
し
-
L
へ
　
1
0
樺
人
　
擢
歌
を
縦
に
す
。
1
1
給
を
投

じ
て
　
洪
川
に
沈
め
へ
　
1
2
敵
を
飛
ば
し
て
　
紫
霞
に
入
る
。
」

(
6
)
拙
稿
「
六
朝
楽
府
文
学
の
展
開
と
楽
府
題
」
参
照
。

(
7
)
飽
照
・
湯
恵
休
を
批
判
し
た
顔
延
之
に
は
「
従
軍
行
」
「
挽

歌
」
の
二
首
の
擬
古
楽
府
が
現
存
す
る
。
そ
の
二
首
は
い
ず
れ

も
孔
宵
子
と
同
じ
-
陸
機
の
楽
府
を
模
擬
し
た
模
擬
詩
的
楽
府

詩
で
あ
る
。
ま
た
『
楽
府
詩
集
』
は
、
顔
延
之
「
秋
胡
行
」
も

楽
府
詩
と
す
る
が
'
こ
れ
は
『
文
選
』
　
で
は
詠
史
の
部
に
配
さ

れ
て
お
り
へ
本
来
楽
府
詩
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

(
8
)
但
し
、
飽
照
の
擬
古
楽
府
四
十
三
百
に
は
'
「
代
陸
平
原
君

子
有
所
思
行
」
の
よ
う
に
'
陸
機
の
作
品
の
構
成
・
主
題
・
素

材
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
作
品
も
あ
る
。
そ
れ
は
'
冒
頭
に
述

べ
た
よ
う
に
'
飽
照
の
文
学
が
貴
族
文
学
と
「
俗
」
と
さ
れ
る

文
学
の
狭
間
に
位
置
す
る
か
ら
で
あ
る
。

(
広
島
大
学
大
学
院
)

'蝣{(.




