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詩
史
の
時
期
区
分
と
批
評
主
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文
芸
学
の
価
値
認
識
と
批
評
の
価
値
評
価
で
は
意
味
が
異
な
る
。
文
芸
史
的
意
義
を
主
な
対
象

と
す
る
広
義
の
美
的
価
値
認
識
に
対
し
て
、
文
芸
の
価
値
評
価
と
い
う
時
、
根
拠
の
明
示
さ
れ
た

批
判
ば
か
り
で
な
く
非
難
も
多
い
。
批
評
が
現
状
の
打
開
の
意
図
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

ろ
う
。
と
も
す
れ
ば
創
作
者
・
作
品
に
対
す
る
誹
謗
中
傷
に
陥
り
か
ね
な
い
の
を
回
避
す
る
こ
と

が
評
価
行
為
の
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
懸
念
さ
れ
る
の
は
、
対
象
と
な
る
作
品
の
提
示

す
る
問
題
提
起
自
体
の
重
要
性
に
つ
い
て
享
受
者
の
認
識
が
不
十
分
な
場
合
が
あ
り
、
作
品
の
達

成
の
結
果
・
影
響
の
み
が
要
求
さ
れ
る
弊
が
大
き
い
こ
と
で
あ
る
。
評
価
行
為
の
前
提
と
な
る
批

評
・
評
価
主
体
は
偏
在
的
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
意
味
は
軽
く
な
い
。 

一
方
で
詩
人
と
し
て
評
判
が
高
く
な
け
れ
ば
批
評
・
評
価
主
体
と
し
て
は
貶
め
ら
れ
る
こ
と
す

ら
あ
る
。
批
評
と
い
う
分
野
の
開
花
が
遅
れ
た
の
は
、
創
作
者
の
み
が
尊
重
さ
れ
、
し
ば
し
ば
批

評
が
創
作
に
依
存
、
従
属
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
詩
人
群
総
体
を

見
渡
す
位
置
に
あ
る
批
評
家
の
見
解
は
社
会
的
責
任
を
明
示
す
る
記
名
と
と
も
に
公
表
さ
れ
、
詩

作
へ
還
元
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
事
と
次
第
に
よ
っ
て
は
他
の
詩
人
や
政
治
家
に
よ
っ
て
危

害
が
加
え
ら
れ
か
ね
な
い
。
以
上
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
批
評
主
体
は
創
作
主
体
か
ら
独
立
し
て

い
る
。 

本
稿
で
は
批
評
を
め
ざ
し
た
三
詩
史
を
通
し
て
批
評
主
体
の
あ
り
方
、
文
芸
史
観
の
諸
類
型
の

意
味
を
考
察
・
展
望
し
た
い
。
大
江
匡
房
「
詩
境
記
」
に
劉
勰
『
文
心
雕

龍
（
１
）

』
、
鍾
嶸
『
詩

品
（
２
）

』

の
影
響
が
見
ら
れ

る
（
３
）

こ
と
か
ら
す
る
と
三
者
を
関
係
づ
け
る
の
は
容
認
さ
れ
よ
う
。 

  

一 

劉
勰
『
文
心
雕
龍
』
で
は
詩
人
が
政
治
区
分
と
し
て
の
時
代
ご
と
に
挙
げ
ら
れ
評
価
が
な
さ
れ

る
。
時
代
ご
と
の
評
価
相
互
の
連
続
性
に
つ
い
て
は
格
別
の
規
則
性
を
立
て
よ
う
と
は
し
て
い
な

い
。
ま
た
個
別
の
作
品
論
も
ま
だ
な
い
。
ま
た
、
著
者
の
前
代
以
降
に
な
る
と
評
価
は
曖
昧
に
な

り
、
当
代
の
評
価
に
至
っ
て
は
全
く
な
さ
れ
な
い
。
当
代
を
論
評
し
な
い
と
い
う
の
は
断
代
史
の

慣

行
（
４
）

で
あ
ろ
う
が
、
前
代
を
論
評
し
な
い
の
は
ど
う
考
え
る
べ
き
か
。
中
国
魏
晋
南
北
朝
の
少
な

か
ら
ぬ
詩
人
が
天
寿
を
全
う
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
政
治
的
事
情
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な

い
（
５
）

。

『
春
秋
公
羊
伝
』
の
厳
格
さ
の
反
映
と
い
う
説
も
あ

る
（
６
）

。
同
時
に
ま
だ
無
名
だ
っ
た
劉
勰
が
時
の

文
学
の
重
鎮
で
あ
る
沈
約
に
自
ら
関
わ
り
、
同
時
に
身
の
安
全
を
考
え
時
代
に
迎
合
・
韜
晦
し
た

と
い
う
憶
測
も
あ
ろ
う
。
劉
勰
の
体
系
的
文
章
論
に
お
け
る
史
的
展
望
の
中
で
は
当
代
に
近
づ
く

ほ
ど
評
価
が
高
く
な
る
傾
向
に
あ
る
。 

そ
の
包
括
的
記
述
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
文
心
雕
龍
』
で
は
陶
淵
明
が
選
か
ら
漏
れ
て
い
る
の
は
、

こ
の
時
代
「
文
章
」
と
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
「
桃
花
源
記
」
等
に
つ
い
て
評
価
か
ら
除
外
し

て
い
る
の
と
相
俟
っ
て
文
芸
概
念
の
時
代
的
制
約
を
示
す
も
の
で
あ
ろ

う
（
７
）

。
『
詩
品
』
に
お
け
る

陶
淵
明
の
価
値
評
価
の
意
義
に
つ
い
て
は
永
田
知

之
（
８
）

に
そ
の
系
譜
の
具
体
的
提
示
と
と
も
に
言

及
が
あ
る
。
劉
勰
『
文
心
雕
龍
』
に
や
や
遅
れ
て
登
場
し
た
鍾
嶸
『
詩
品
』
は
五
言
詩
の
史
的
展

開
に
つ
い
て
詩
人
の
系
譜
を
示
す
こ
と
で
諸
詩
人
の
評
価
を
大
胆
に
展
開
す
る
。
当
時
の
評
価
の

高
い
詩
人
を
暗
に
批
判
し
、
斉
、
梁
時
代
へ
の
反
発
・
忌
避
や
、
沈
約
「
宋
書
謝
霊
運
伝
論
」（
『
文

選
』
）
の
平
仄
の
形
式
主
義
へ
の
嫌
悪
（
『
詩
品
』
下
品
序
）
も
ま
た
窺
え
る
。 

い
ず
れ
に
し
て
も
そ
う
し
た
担
い
手
は
近
代
の
批
評
家
の
批
判
性
、
個
の
確
立
、
す
な
わ
ち
過

去
を
断
罪
し
、
現
代
的
課
題
の
萌
芽
を
過
去
と
の
断
絶
に
求
め
、
過
去
と
同
時
代
を
把
握
し
、
一

方
で
古
典
に
新
た
な
価
値
を
発
見
し
て
、
切
断
し
つ
つ
現
代
に
導
入
す
る
の
と
は
異
な
る
。
そ
う

し
た
内
省
、
断
絶
、
創
出
、
再
編
の
行
為
に
携
わ
る
批
評
主
体
は
一
個
人
と
し
て
自
ら
の
偏
在
性
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の
質
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
非
対
称
的
な
関
係
を
生
産
性
に
結
び
つ
け
る
に
は
そ
れ
し

か
な
い
。
階
層
的
貴
族
社
会
は
現
代
と
い
う
状
況
と
は
事
情
が
異
な
る
の
で
、
過
去
の
批
評
を
単

純
に
批
評
主
体
の
素
朴
さ
の
問
題
に
帰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
享
受
者
層
の
厚
さ
も
ま
た
異
な

っ
て
い
よ
う
。 

時
代
は
下
る
が
杜
甫
「
戯
為
六
絶
句

（

９

）

」
は
同
時
代
詩
人
を
痛
烈
に
批
判
す
る
。
杜
甫
は
「
風
騒

（
注 

『
詩
経
』
、『
楚
辞
』
）
」
以
降
、「
屈
宋
（
注 

屈
原
、
宋
玉
）
」
、
あ
る
い
は
「
漢
魏
」
に
及

ば
ず
と
も
せ
め
て
「
斉
梁
」
の
後
塵
を
拝
す
の
を
お
そ
れ
る
べ
き
は
ず
が
「
庾
信
」
や
そ
れ
に
続

く
「
楊
王
盧
駱
（
注 

楊
炯
、
王
勃
、
盧
照
隣
、
駱
賓
王
）
」
の
価
値
を
認
め
ず
あ
げ
つ
ら
い
、
あ

ざ
笑
う
「
軽
薄
」
な
者
た
ち
が
多
い
、
と
こ
の
詩
群
で
風
刺
す
る
。
こ
こ
に
は
尚
古
思
想
と
し
て

『
詩
経
』
へ
の
回
帰
志
向
も
あ
る
。
ま
た
「
戯
」
と
い
う
、
対
象
と
の
一
種
の
皮
肉
な
距
離
を
取

る
特
性
も
あ
る
。
批
評
主
体
と
し
て
の
鍾
嶸
『
詩
品
』
自
体
の
評
価
も
そ
う
し
た
後
世
の
批
評
を

視
野
に
入
れ
た
文
脈
の
中
で
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

詩
人
・
詩
作
の
価
値
評
価
は
現
代
の
文
芸
理
論
で
も
現
代
的
主
観
性
に
依
拠
す
る
点
が
多
い
と

し
て
慎
重
に
扱
わ
れ
て
い
る
問
題
で
あ
る
。
評
価
主
体
の
問
題
意
識
の
偏
差
、
内
容
美
や
表
現
美

へ
の
拘
泥
と
い
っ
た
、
何
に
こ
だ
わ
り
時
代
の
規
範
・
有
用
性
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
が
問
わ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
他
の
評
判
と
自
己
の
実
感
の
せ
め
ぎ
合
い
と
い
う
評
価
主
体
自
身
の
不
安
も
あ

る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
批
評
的
権
威
と
の
距
離
の
取
り
方
に
も
つ
な
が
る
。 

魏
晋
南
北
朝
と
い
う
政
治
的
に
剣
呑
な
時
代
に
あ
っ
て
一
寒
門
が
大
胆
に
同
時
代
人
と
も
い
え

る
著
名
詩
人
の
評
価
を
行
う
、
当
代
に
辛
辣
な
鍾
嶸
『
詩
品
』
は
批
評
が
独
立
し
て
い
る
と
い
う

意
味
で
特
筆
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。『
詩
品
』
は
詩
人
を
系
譜
論
的
に
認
識
す
る
。
そ
こ
に
は
時

間
の
中
で
の
連
続
と
変
遷
を
追
う
文
芸
史
の
萌
芽
が
窺
え
る
一
方
、
個
の
価
値
観
を
あ
ら
わ
に
し
、

古
代
に
厚
く
近
代
に
薄
い
こ
と
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
先
述
し
た
よ
う
に
梁
初
に
死
去
し
た

沈
約
の
詩
作
理
論
を
そ
の
没
後
す
ぐ
に
批
評
し
て
い
る
の
は
そ
の
顕
著
な
例
で
あ

る
（
１
０
）

。
そ
の
点

で
当
代
に
厚
い
『
玉
台
新
詠
集
』
と
は
相
容
れ
な
い
。
曹
丕
の
述
べ
る
「
文
人
相
軽
」
（
「
典
論
論

文
」
『
文
選

（
１
１
）

』
）
と
い
う
指
摘
は
政
治
的
な
意
味
も
含
め
て
、
詩
人
は
優
位
性
を
求
め
て
一
部
の
詩

人
を
嫌
悪
・
非
難
す
る
と
い
う
傾
向
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
は
『
詩
品
』
の
場
合
に
も
該
当
す
る
。 

そ
う
し
た
『
詩
品
』
の
批
評
の
位
置
づ
け
を
考
え
る
時
、
曹
丕
「
典
論
論
文
」
は
朋
友
に
面
す

る
よ
う
に
同
時
代
批
評
を
行
っ
て
い
る
が
、
遡
っ
て
曹
丕
が
権
力
者
と
な
り
う
る
ゆ
え
に
同
時
代

批
評
が
許
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
曹
丕
「
與
呉
質
書
」（
『
文
選
』
）
で
も
す
で
に

没
し
た
と
は
い
え
同
時
代
詩
人
の
批
評
を
行
っ
て
い
る
が
、
朋
友
と
い
う
関
係
は
す
で
に
失
わ
れ

て
い
る
。
ま
た
そ
の
弟
で
あ
る
曹
植
「
與
楊
徳
祖
書
」（
『
文
選
』
）
で
も
、
よ
り
優
れ
た
詩
句
を
追

求
し
て
や
ま
な
い
情
熱
が
そ
こ
で
は
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
彼
の
政
治
的
立
場
を
無
視
し

て
宣
言
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。 

魏
晋
南
北
朝
の
政
情
不
安
に
と
も
な
う
生
命
の
危
う
さ
は
近
代
以
降
の
一
部
の
国
家
・
地
域
・

時
期
と
は
様
相
が
か
な
り
異
な
る
こ
と
は
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
自
由
と
批
評
と
の
密

接
な
、
か
つ
均
衡
が
崩
れ
や
す
い
関
係
を
想
起
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
「
蓋
文
章
経
国
之
大
業
、

不
朽
之
盛
事
。
」
（
曹
丕
「
典
論
論
文
」
『
文
選
』
）
と
い
う
時
、
文
芸
の
批
評
は
否
応
な
く
政
治
的

批
評
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
批
評
に
朋
輩
は
い
な
い
。 

  

二 

批
評
主
体
の
独
立
性
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
そ
こ
で
は
詩
史
の
評
価
は
時
期
区
分
と
も
密
接
に

関
係
し
て
い
た
。
大
江
匡
房
「
詩
境
記
」
の
平
安
漢
文
学
史
の
時
期
区
分
は
以
下
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。 

我
朝
、
起
於
弘
仁
承
和
、
盛
於
貞
観
延
喜
、
中
興
於
承
平
天
暦
、
再
昌
於
長
保
寛
弘
。 

（
大
江
匡
房
「
詩
境
記
」
『
朝
野
群
載
』
） 

そ
の
史
観
と
の
比
較
と
し
て
以
下
い
く
つ
か
の
詩
史
を
提
示
す
る
。
近
世
の
林
鵞
峰
は
次
の
よ

う
に
日
本
古
代
詩
史
を
概
観
し
て
い
る
。 

本
朝
の
文
字
風
体
、
時
を
逐
う
て
変
替
。『
懐
風
』
は
其
古
詩
に
似
た
る
乎
。『
凌
雲
』『
経
国
』

は
唐
詩
を
学
ん
で
盛
美
也
。
延
喜
・
天
暦
の
際
、
格
調
整
斉
し
て
律
体
備
矣
。『
麗
藻
』
自
り

以
下
意
到
っ
て
句
到
ら
ず
、
其
既
に
衰
矣
。『
無
題
詩
』
自
り
以
後
、
官
家
文
字
無
し
。（
「
九

月
十
三
夜
月
を
翫
ぶ 

藤
原
忠
通

（
１
２
）

」 

「
聖
代
」
と
さ
れ
る
延
喜
・
天
暦
期
を
一
体
化
さ
せ
た
古
代
漢
文
学
史
観
を
提
示
し
て
い
る
が
、

そ
れ
以
外
に
は
政
治
的
区
分
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。
評
価
と
し
て
は
人
物
、
菅
原
道
真
の
存

在
が
大
き
い
の
か
も
し
れ
な
い

（
１
３
）

。
ま
た
詩
史
の
終
焉
も
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
外
的
影
響
を

意
識
し
つ
つ
も
詩
の
自
律
的
「
変
替
」
に
重
き
を
置
い
た
作
品
中
心
の
詩
史
で
あ
ろ
う
。 

一
方
、
近
代
の
岡
田
正
之

（
１
４
）

は
平
安
漢
文
学
史
を
二
分
し
「
隆
盛
」
と
承
平
以
降
の
「
衰
頽
」
と
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す
る
。
ま
た
、
川
口
久

雄
（
１
５
）

は
平
安
後
期
成
立
の
「
詩
境
記
」
を
考
慮
し
つ
つ
も
便
宜
的
に
「
形

成
・
円
熟
、
中
興
・
分
化
、
斜
陽
・
解
体
」
、
「
形
成
・
中
興
・
斜
陽
」
の
三
区
分
と
す
る
。
そ
こ

で
は
批
評
の
現
在
は
対
象
か
ら
距
離
を
置
く
客
観
性
を
め
ざ
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
「
詩
境

記
」
と
異
な
り
大
江
匡
房
を
も
記
述
の
対
象
と
す
る
平
安
漢
文
学
史
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
記

述
主
体
の
位
置
は
後
代
で
あ
る
。
大
江
匡
房
は
「
斜
陽
」
期
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

以
上
の
三
著
い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
「
詩
境
記
」
は
衰
退
の
認
識
の
中
に
位
置
す
る
作
品
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
ま
た
、
そ
こ
で
は
古
典
中
国
文
学
史
に
は
言
及
す
る
が
本
朝
の
詩
人
の
名
も
作
品
の

具
体
的
評
価
も
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
「
詩
境
記
」
は
断
章
で
は
な
い
か
と
い
う

説
（
１
６
）

も
あ
る
。 

一
般
に
文
芸
史
の
類
型
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
唐
詩
の
区
分
で
あ
る
。「
初
盛
中

晩
（
１
７
）

」

は
起
源
に
で
は
な
い
が
前
半
に
評
価
の
頂
点
が
来
る
ほ
か
に
停
滞
期
を
有
し
、
そ
こ
か
ら
脱
出
す

る
模
索
の
時
期
が
あ
る
と
す
る
詩
史
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
つ
の
文
体
は
発
生
と
と
も
に
大
き
く

そ
の
可
能
性
を
開
花
さ
せ
、
す
ぐ
に
可
能
性
を
消
尽
さ
せ
消
滅
す
る
と
い
う
あ
り
方
を
取
る
だ
け

で
は
な
い
。
す
ぐ
に
消
滅
す
る
も
の
と
緩
や
か
に
退
行
す
る
も
の
も
あ
る
。
な
ぜ
可
能
性
が
全
面

的
に
開
花
し
、
そ
の
限
界
が
見
え
た
の
に
次
の
可
能
性
の
模
索
が
可
能
な
の
か
と
い
う
点
が
重
要

で
あ
ろ
う
。
岡
田
正
之
説
、
川
口
久
雄
説
に
は
こ
う
し
た
観
点
は
な
い
。 

始
め
、
中
間
、
終
わ
り
と
い
う
時
間
の
区
分
と
は
異
な
る
史
的
展
開
は
確
か
に
あ
る
。「
中
」
の

場
合
、
具
体
的
に
は
内
容
本
位
へ
の
変
革
、
修
辞
の
過
多
を
排
し
た
平
明
化
・
復
古
へ
の
方
向
性

の
転
換
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
修
辞
に
よ
る
固
定
的
認
識
の
流
動
化
も
視
野
に

入
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
文
体
の
構
成
的
可
塑
性
と
も
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う

（
１
８
）

。 

文
体
の
盛
衰
の
一
つ
の
類
型
の
把
握
も
一
方
に
あ
り
、
尚
古
思
想
を
伴
う
か
否
か
の
観
点
の
ほ

か
に
著
述
の
現
在
に
機
軸
を
置
い
た
価
値
評
価
と
な
っ
て
い
る
か
も
重
要
な
観
点
で
あ
る
。
批
評

の
現
在
的
視
座
が
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
否
か
は
批
評
主
体
の
偏
在
と
そ
こ
か
ら
の
詩
史
の

偏
差
を
明
示
す
る
。
大
江
匡
房
の
時
代
で
は
貴
族
の
生
命
に
危
害
が
及
ぶ
言
動
と
い
う
の
は
ほ
ぼ

考
え
に
く
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
平
安
時
代
の
特
徴
で
あ
り
、
先
述
し
た
中
国
魏
晋
南
北
朝
と
は
大

い
に
異
な
る
点
で
あ
る
。
平
和
を
尊
ぶ
時
代
の
批
評
が
緊
張
感
に
欠
け
て
い
る
と
裁
断
す
る
の
で

は
な
く
、
文
芸
が
い
た
ず
ら
に
政
治
的
批
評
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
の
難
を
か
ろ
う

じ
て
免
れ
た
時
期
の
批
評
が
「
詩
境
記
」
で
あ
る
。 

ま
た
、
勅
撰
三
詩
集
の
成
立
、
白
居
易
の
詩
集
の
影
響
を
顧
慮
し
つ
つ
、
嵯
峨
朝
か
ら
詩
史
を

述
べ
る
の
も
『
方
丈
記
』
同
様
、
平
安
京
の
始
発
を
規
定
す
る
共
通
認
識
が
こ
の
時
期
に
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。 

 
 

「
詩
境
記
」
は
本
朝
奈
良
時
代
以
前
が
除
外
さ
れ
た
、
価
値
評
価
に
基
づ
く
四
期
区
分
の
断
代

史
的
な
平
安
漢
文
学
史
と
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
記
述
主
体
で
あ
る
漢
学
者
大
江
匡
房
自
身
の

時
代
は
次
代
と
し
て
含
ま
れ
な
い
が
、
文
芸
史
と
批
評
主
体
を
分
離
す
る
と
、
空
白
期
を
含
め
こ

の
詩
史
は
漢
文
学
の
隆
盛
と
政
治
的
繁
栄
の
時
期
区
分
が
重
な
る
と
い
う
見
解
の
表
明
と
な
っ
て

い
る
。
一
方
で
そ
の
詩
風
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。 

異
論
は
あ
ろ
う
が
、
あ
え
て
時
期
区
分
を
意
味
づ
け
る
と
、
新
た
な
動
向
の
形
成
を
競
う
外
的

影
響
に
よ
る
「
起
」
、
修
辞
法
の
完
備
と
文
体
の
自
律
的
展
開
に
よ
り
日
本
漢
文
学
の
可
能
性
の
開

花
に
至
る
「
盛
」
、
停
滞
の
時
期
を
交
え
つ
つ
文
体
の
限
定
の
も
と
内
容
面
で
の
充
実
・
新
た
な
可

能
性
の
模
索
を
め
ざ
す
「
中
興
」
、
洗
練
・
艶
麗
を
庶
幾
し
つ
つ
、
政
治
的
成
熟
と
と
も
に
個
性
的

な
達
成
を
点
在
さ
せ
て
そ
こ
か
ら
集
成
へ
と
向
か
う
「
再
昌
」
、
と
い
う
類
型
を
こ
こ
で
は
措
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
。「
初
盛
中
晩
」
と
い
う
政
治
的
時
期
区
分
よ
り
も
「
晩
」
の
な
い
、
類
型
と
し

て
よ
り
複
雑
な
展
開
の
時
期
区
分
認
識
が
記
述
さ
れ
、
そ
の
文
芸
史
観
は
「
初
盛
中
晩
」
と
は
明

ら
か
に
意
味
が
異
な
っ
て
い
る
。
当
然
、
川
口
久
雄
の
想
定
す
る
類
型
で
あ
る
「
始
め
、
中
間
、

終
わ
り
」
と
理
解
で
き
る
「
形
成 

中
興 

斜
陽
」
い
う
時
期
区
分
は
よ
り
素
朴
な
時
間
観
念
と

見
な
さ
れ
る
。
た
だ
し
、「
中
間
」
の
多
様
化
は
時
期
区
分
の
意
味
を
変
容
さ
せ
る
。
詩
で
言
う
と

排
律
の
よ
う
な
構
成
と
な
り
、
自
由
領
域
の
長
さ
の
制
約
が
な
い
。
ち
な
み
に
「
詩
境
記
」
は
断

代
史
で
あ
る
が
ゆ
え
に
当
代
で
あ
る
院
政
期
の
評
価
は
な
い
し
、
当
代
が
「
再
昌
」
の
延
長
に
位

置
し
て
い
る
と
考
え
る
団
円
主
義
で
も
な
い
。
ま
た
、
批
評
主
体
は
こ
こ
で
は
詩
史
か
ら
一
応
独

立
し
て
い
る
。 

評
価
が
な
い
の
は
当
代
を
絶
対
化
す
る
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
林
鵞
峰
の
指
摘
の
よ
う
に
詩

史
の
質
的
断
絶
で
あ
り
、
古
典
憧
憬
・
尚
古
思
想
に
依
拠
し
、
批
評
・
評
価
主
体
が
衰
退
期
を
間

近
に
見
た
と
い
う
悲
観
的
認
識
に
よ
る
。
具
体
的
に
は
大
江
匡
房
「
暮
年

記
（
１
９
）

」
寛
治
以
降
の
件

で
あ
る
「
文
を
識
る
人
、
一
人
も
存
る
も
の
な
し
。
」
と
い
う
独
白
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
取
り

残
さ
れ
た
彼
の
孤
愁
は
隠
し
よ
う
も
な
い
。
当
代
を
漢
文
学
に
と
っ
て
の
末
世
と
は
認
識
す
る
一

方
で
自
身
の
才
質
・
力
量
に
つ
い
て
は
自
負
も
あ
る
。 

岡
田
正
之
は
「
詩
境
記
」
よ
り
も
具
体
的
な
大
江
匡
房
『
江
談
抄
』
を
「
我
が
邦
に
於
け
る
」
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 3 

「
始
め
て
純
然
た
る
文
史
の
趣
」
の
作
品
と
論
評
し
て
い

る
（
２
０
）

。『
江
談
抄
』
の
「
文
史
」
は
詩
句

の
日
中
比
較
を
含
め
て
詩
句
、
作
品
、
詩
人
の
批
評
か
ら
な
る
。
や
は
り
そ
れ
は
平
安
漢
文
学
の

衰
退
期
の
認
識
の
下
で
の
批
評
で
あ
り
、
し
か
も
自
ら
の
後
継
者
が
い
な
い
が
ゆ
え
に
生
じ
た
下

降
的
意
識
に
由
来
す
る
批
評
で
あ
る
。
た
だ
し
、
自
己
の
評
価
と
し
て
「
中

古
（
２
１
）

」
を
超
え
、
他

の
追
随
を
許
さ
な
い
と
い
う
矜
持
が
あ
る
。
完
結
し
た
平
安
詩
史
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
断
代
史

で
な
く
と
も
内
容
的
に
記
述
主
体
に
責
め
は
及
ば
な
い
。
衰
退
期
で
あ
り
な
が
ら
も
平
安
貴
族
に

と
っ
て
の
「
楽
土
」
に
彼
は
生
き
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
実
際
の
詩
史
の
批
評
主
体
と
し
て
は
孤

高
で
は
あ
っ
て
も
自
由
の
身
で
あ
っ
た
。 

大
江
匡
房
「
詩
境
記
」
は
時
期
的
に
は
保
元
・
平
治
の
乱
の
前
夜
に
位
置
し
て
い
る
。
自
己
の

立
場
を
平
安
京
の
盛
衰
と
一
体
化
す
る
自

恃
（
２
２
）

は
、
し
か
し
、
主
体
の
生
命
が
脅
か
さ
れ
る
危
険

性
の
あ
る
危
機
に
お
け
る
詩
史
認
識
と
は
次
元
を
異
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
に
は
「
洛
陽

田
楽
記
」「
狐
媚
記
」「
遊
女
記
」「
傀
儡
子
記
」
と
い
っ
た
「
記
」
を
通
し
た
、
新
た
な
時
代
を
予

感
す
る
市
井
へ
の
ま
な
ざ
し
が
萌
芽
的
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。 

  

結
語 

文
芸
史
の
変
遷
の
類
型
（
収
斂
進
化
の
よ
う
な
法
則
性
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
評
価
の
比
較

の
基
準
と
し
て
の
類
型
）
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
検
討
し
た
価
値
意
識
に
よ
る
時
期
区
分
に
つ
い
て

確
認
す
る
。
林
鵞
峰
説
を
市
川
寛
斎
説
と
同
様
と
見
な
す
と 

 

隆
盛 

衰
頽 

（
岡
田
正
之
説
） 

 

形
成 

中
興 

斜
陽 

（
川
口
久
雄
説
） 

 

初 

盛 

中 

晩 

（
市
川
寛
斎
説
） 

 

起 

盛 

中
興 

再
昌 

（
大
江
匡
房
説
） 

と
な
ろ
う
。「
初
盛
中
晩
」
に
は
「
中
」
の
意
義
的
変
容
に
特
徴
が
あ
り
、
多
様
な
価
値
論
が
導
入

さ
れ
る
。「
起 

盛 

中
興 

再
昌
」
に
は
終
焉
の
意
味
づ
け
の
変
化
と
記
述
主
体
の
独
立
が
あ
り
、

記
述
主
体
の
文
芸
史
へ
の
始
中
終
の
埋
め
込
み
と
重
層
的
な
文
芸
史
的
展
望
も
可
能
と
な
る
。 

一
般
に
詩
史
の
記
述
主
体
は
そ
の
位
置
が
見
え
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
や
す
い
場
合
と
断
代
史
の

よ
う
に
安
全
が
保
障
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
対
象
に
当
て
は
め
る
べ
き
類
型
化
さ
れ
た
上
述

の
四
史
観
の
選
択
基
準
の
妥
当
性
の
判
断
は
作
品
の
価
値
認
識
と
記
述
主
体
の
視
座
と
の
相
関
に

お
い
て
し
か
な
い
。
断
代
史
の
記
述
主
体
は
そ
の
時
、
次
の
時
代
の
価
値
基
準
を
通
し
て
見
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
が
、
一
方
で
批
評
を
示
す
こ
と
は
ほ
ぼ
で
き
な
い
。 

劉
勰
『
文
心
雕
龍
』
、
鍾
嶸
『
詩
品
』
が
当
代
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
と
同
時
に
、
先
述
の
指

摘
の
よ
う
に
同
時
代
の
『
文
選
』
で
は
選
集
時
の
作
品
を
優
遇
し
て
い
る
こ
と
も
時
代
ご
と
の
作

品
数
か
ら
判
明
し
て
い
る
。
古
典
中
国
文
学
の
時
代
的
変
遷
と
い
う
観
点
は
古
典
中
国
文
学
史
の

一
認
識
で
あ
る
。 

し
か
し
、
文
芸
史
に
と
っ
て
発
展
や
進
化
と
い
っ
た
史
観
自
体
が
認
定
を
留
保
さ
れ
、
そ
の
妥

当
性
を
問
わ
れ
て
い
る
問
題
で
あ
り
、
西
洋
近
代
史
的
進
歩
史
観
と
同
様
、
一
概
に
は
採
用
で
き

な
い
。
近
代
に
お
い
て
魯
迅
は
詩
史
に
対
し
て
小
説
史
を
対
置
し
記
述
す
る
こ
と
で
詩
史
に
偏
重

し
た
一
面
的
な
文
芸
史
観
を
批
判
し

た
（
２
３
）

。
歴
史
的
に
発
生
す
る
文
体
ご
と
の
盛
衰
、
文
体
相
互

の
影
響
と
混
融
を
考
慮
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。 

文
芸
史
の
記
述
主
体
が
文
芸
史
に
お
い
て
占
め
る
位
置
を
文
芸
史
の
末
尾
に
置
く
の
か
、
時
代

と
の
距
離
を
大
き
く
と
っ
て
現
代
と
い
う
視
座
か
ら
批
判
的
に
論
述
す
る
の
か
で
は
意
味
を
異
に

す
る
と
先
述
し
た
が
、
拙
稿
「
平
安
文
芸
史
新

攷
（
２
４
）

」
で
試
み
た
時
期
区
分
に
つ
い
て
も
記
述
主

体
の
現
在
の
立
場
に
よ
っ
て
大
き
く
意
味
を
変
え
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
問

い
の
場
と
し
て
拙
稿
「
一
般
文
芸
学
の
可
能

性
（
２
５
）

」
で
言
及
し
た
が
、
記
述
主
体
の
偏
差
の
定
位

は
不
可
欠
で
あ
る
。 

 

以
上
で
取
り
上
げ
た
詩
史
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
情
勢
に
よ
っ
て
言
及
の
範
囲
を
規
制
さ
れ
て
き

た
。
そ
れ
ゆ
え
国
や
地
域
、
民
族
、
時
代
等
を
越
境
し
た
時
、
以
上
の
よ
う
な
指
摘
自
体
が
批
評

家
の
み
な
ら
ず
文
芸
史
記
述
の
主
体
の
政
治
的
・
身
体
的
危
険
性
を
い
つ
で
も
伴
い
か
ね
な
い
こ

と
を
失
念
し
て
は
な
ら
な
い
。
政
治
と
文
芸
と
の
距
離
が
近
づ
く
ほ
ど
相
互
の
影
響
と
軋
轢
は
大

き
く
な
る
。 

  

注 

 
 

（
１
）
一
海
知
義
・
興
膳
宏
訳 

世
界
古
典
文
学
全
集
『
陶
淵
明 

文
心
雕
龍
』
筑
摩
書
房 

昭
和
４
３
・
１
２ 

戸
田
浩
暁 

新
釈
漢
文
大
系
『
文
心
雕
龍
』
上
下 

明
治
書
院 

昭

和
４
９
・
１
１
、
５
３
・
６ 

 
 

（
２
）
興
膳
宏
『
合
璧 

詩
品 

書
品
』
研
文
出
版 

平
成
２
３
・
８

 

 

詩 

史 

の 

時 

期 

区 

分 

と 

批 

評 

主 

体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四 



 

 2 

 
 

（
３
）
後
藤
昭
雄
「
大
江
匡
房
「
詩
境
記
」
考
」『
平
安
朝
漢
文
学
史
論
考
』
勉
誠
出
版 

平

成
２
４
・
４ 

に
指
摘
が
あ
る
。
な
お
、
「
詩
境
記
」
（
『
朝
野
群
載
』
）
の
本
文
は
同
論

文
に
拠
っ
た
。 

 
 

（
４
）
興
膳
宏
「
文
選
総
説
」
興
膳
宏
・
川
合
康
三 

鑑
賞
中
国
の
古
典
『
文
選
』
角
川
書

店 
昭
和
６
３
・
１
２ 

１
４
ペ
ー
ジ 

で
は
生
存
者
を
批
評
し
な
い
と
指
摘
さ
れ
て

い
る
。 

 
 

（
５
）
目
加
田
誠
「
文
心
雕
龍
」
『
文
学
芸
術
論
集
』
平
凡
社 

昭
和
４
９
・
６ 

 
 

（
６
）
（
１
）
興
膳
宏
解
説
参
照
。
（
５
）
目
加
田
誠
注
も
同
じ
見
解
。 

 
 

（
７
）
（
１
）
興
膳
宏
解
説
、
（
４
）
所
収
一
海
知
義
「
『
文
選
』
と
陶
淵
明
」
参
照
。 

 
 

（
８
）
永
田
知
之
『
理
論
と
批
評 

古
典
中
国
の
文
学
思
潮
』
臨
川
書
店 

令
和
元
・
６ 

 
 

（
９
）
下
定
雅
弘
・
松
原
朗
編
『
杜
甫
全
詩
訳
注
』
二 

講
談
社 

平
成
２
８
・
７ 

唐
以

前
の
文
学
論
に
つ
い
て
は
川
合
康
三
「
唐
代
に
お
け
る
文
学
史
的
思
考
（
上
）
」
『
京
都

大
學
文
學
部
研
究
紀
要
』
３
７ 

平
成
１
０
・
３ 

参
照
。 

 
 

（
１
０
）（
２
）
興
膳
宏
『
詩
品
』
解
題
１
７
ペ
ー
ジ
『
詩
品
』
２
２
３
ペ
ー
ジ
「
下
品
」
解

説
参
照
。 

 
 

（
１
１
）
内
田
泉
之
助
他 

新
釈
漢
文
大
系
『
文
選
』
明
治
書
院 

昭
和
３
８
・
１
０
～
平

成
１
３
・
１ 

小
尾
郊
一
・
花
房
英
樹 

全
釈
漢
文
大
系
『
文
選
』
一
～
七 

集
英
社 

昭
和
４
９
・
６
～
昭
和
５
１
・
１
０ 

引
用
は
後
者
に
拠
っ
た
。
な
お
、（
４
）
興
膳
宏

「
典
論
論
文
」
解
説
も
参
照
。 

 
 

（
１
２
）
林
鵞
峰 

小
島
憲
之
校
注 

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
本
朝
一
人
一
首
』
岩
波
書

店 

平
成
６
・
２ 

 
 

（
１
３
）『
江
談
抄
』
で
は
菅
原
道
真
、
白
居
易
の
評
価
は
群
を
抜
い
て
い
る
。
後
藤
昭
雄
・

池
上
洵
一
・
山
根
對
助
校
注
『
江
談
抄 

中
外
抄 

富
家
語
』
岩
波
書
店 

平
成
９
・

６ 

１
７
９
ペ
ー
ジ 

１
８
０
ペ
ー
ジ
参
照
。 

 
 

（
１
４
）
岡
田
正
之
『
日
本
漢
文
学
史
』
増
補
版 

吉
川
弘
文
館 

昭
和
２
９
・
１
２ 

 
 

（
１
５
）
川
口
久
雄
『
平
安
朝
の
漢
文
学
』
吉
川
弘
文
館 

昭
和
５
６
・
１
１ 

 
 

（
１
６
）
（
３
）
参
照
。 

 
 

（
１
７
）
市
川
寛
斎
編 

後
藤
昭
雄
解
説
『
日
本
詩
紀
』
凡
例 

吉
川
弘
文
館 

平
成
１
２
・

３ 

「
初
盛
中
晩
」
の
唐
詩
四
変
説
は
厳
羽
『
滄
浪
詩
話
』
の
「
唐
初
体
、
盛
唐
体
、

大
歴
体
、
元
和
体
、
晩
唐
体
」
に
由
来
す
る
も
の
と
さ
れ
、
詩
体
を
も
と
に
時
期
区
分

さ
れ
る
。
（
９
）
川
合
康
三
論
文
、
厳
羽
『
滄
浪
詩
話
』
（
荒
井
健
・
興
膳
宏 

中
国
文

明
選
『
文
学
論
集
』
朝
日
新
聞
社 

昭
和
４
７
・
５ 

解
題
の
年
表
）
参
照
。
な
お
、

断
代
史
と
も
や
や
異
な
る
「
文
体
三
変
」
に
つ
い
て
は
（
３
）
後
藤
昭
雄
２
７
３
ペ
ー

ジ
参
照
。 

 
 

（
１
８
）『
文
選
』
で
は
文
体
の
時
代
ご
と
の
作
品
選
択
数
に
よ
っ
て
文
体
の
選
抜
の
盛
衰
が

客
観
化
で
き
る
可
能
性
を
興
膳
宏
は
指
摘
す
る
（
（
４
）
興
膳
宏
「
文
選
総
説
」
２
６
ぺ

ー
ジ
「
文
選
序
」
解
説
４
０
ペ
ー
ジ
）
。
そ
れ
は
詩
と
賦
の
時
代
的
増
減
の
数
値
と
い
う

形
式
的
な
側
面
か
ら
で
あ
る
が
ゆ
え
に
撰
集
の
文
芸
史
的
認
識
を
可
能
に
す
る
揺
る
が

ぬ
一
つ
の
観
点
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
 

（
１
９
）
大
曾
根
章
介
他
校
注 

日
本
思
想
大
系
『
古
代
政
治
社
会
思
想
』
岩
波
書
店 

昭

和
５
４
・
３ 

 
 

（
２
０
）「
詩
境
記
」
と
の
共
通
点
に
つ
い
て
は
同
一
素
材
が
あ
る
こ
と
は
（
１
３
）
１
９
９

ペ
ー
ジ
参
照
。 

 
 

（
２
１
）『
江
談
抄
』
は
中
古
を
評
価
基
準
と
す
る
（
４
６
ペ
ー
ジ 

２
１
１
ペ
ー
ジ
）
。「
中

古
」
の
示
す
時
期
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
分
明
で
は
な
い
が
後
藤
昭
雄
等
は
一
条
朝
を

指
す
と
推
測
し
て
い
る
。
江
談
抄
研
究
会
編
『
古
本
系
江
談
抄
注
解
』
補
訂
版 

武
蔵

野
書
院 

平
成
５
・
５
参
照
。 

 
 

（
２
２
）
（
１
４
）
岡
田
正
之
２
１
９
ペ
ー
ジ
参
照
。 

 
 

（
２
３
）
魯
迅 

丸
尾
常
喜
訳
注
『
中
国
小
説
の
歴
史
的
変
遷
』
凱
風
社 

昭
和
６
２
・
７ 

な
お
、
同
等
の
分
量
の
詩
史
と
し
て
高
橋
和
巳
「
中
国
詩
史
梗
概
」
高
木
正
一
他
『
漢

詩
鑑
賞
入
門
』
創
元
社 

昭
和
３
７
・
３ 

が
あ
る
。 

 
 

（
２
４
）
渡
辺
仁
史
『
文
芸
史
の
可
能
性
』
新
典
社 

平
成
２
４
・
８ 

 
 

（
２
５
）
渡
辺
仁
史
「
一
般
文
芸
学
の
可
能
性
」『
一
関
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
紀
要
』
第

５
４
号 

令
和
元
・
１
２ 

 

（
二
〇
二
〇
年
十
一
月
十
七
日
受
理
） 

 

 

一 

関 

高 

専 

研 

究 

紀 

要 

 

第 

五 

五 

号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五 


