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（
報
告
要
約
）
平
安
朝
漢
詩
に
お
け
る
表
現
と
批
評
の
連
関

宋

晗

平
安
朝
漢
文
学
研
究
で
は
、
平
安
朝
漢
文
学
に
お
け
る
六
朝
・
唐
文
学
の
受

容
と
変
容
の
実
態
が
、
核
心
的
な
問
題
と
し
て
究
明
さ
れ
て
き
た
。
究
明
す
る

た
め
の
分
析
の
手
法
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
菅
原
道
真
の
あ
る
律
詩
の
一
聯
に

白
居
易
の
措
辞
が
襲
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
厳
密
に
確
定
す
る
と
い
う
よ
う

な
、
テ
ク
ス
ト
間
の
異
同
を
精
査
す
る
出
典
研
究
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
。
そ

（
一
）

う
い
っ
た
視
座
の
も
と
に
積
み
上
げ
ら
れ
た
研
究
の
成
果
を
ふ
ま
え
、
本
報
告

で
は
批
評
に
目
を
向
け
、
そ
れ
が
平
安
朝
漢
文
学
の
表
現
の
発
達
に
作
用
し
て

い
た
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
た
。

本
報
告
で
言
う
批
評
は
、
職
業
と
し
て
の
批
評
家
が
執
筆
し
た
、
そ
れ
自
体

で
美
的
に
鑑
賞
で
き
る
文
芸
批
評
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
根
源
と
し
て

古
代
か
ら
普
遍
的
に
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
作
ら
れ
た
一
つ
一
の
作
品
の
出

来
栄
え
を
味
読
し
、
何
ら
か
の
基
準
の
も
と
に
作
品
間
の
優
劣
を
判
定
す
る
批

評
行
為
を
指
す
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
批
評
は
、
平
安
朝
の
文
献
の
端

々
に
見
て
取
れ
る
。
『
江
談
抄
』
巻
四
所
載
の
菅
原
道
真
と
三
善
清
行
に
ま
つ

わ
る
逸
話
を
例
挙
し
よ
う
（
紙
幅
の
都
合
上
、
便
宜
的
に
書
き
下
し
文
の
み
を

掲
げ
る
）
。

酈
県
の
村
閭
は
皆
潤
屋

陶
家
の
児
子
は
垂
堂
せ
ず菊

は
一
叢
の
金
を
散
ず

善
相
公
初
め
は
「
酈
県
の
村
閭
は
皆
富
貨
」
に
作
る
と
云
々
。
心
に
褒
誉

有
る
べ
き
の
由
存
り
。
而
し
て
菅
家
只
紀
納
言
の
「
廉
士
が
路
の
裏
に
」

よ
し

あ

た
だ

の
句
を
美
め
て
、
此
の
詩
に
感
ぜ
ら
れ
ず
。
宴
罷
ん
で
退
出
す
る
時
、
相

ほ

公

鬱
結
を
散
か
ず
、
建
春
門
に
於
い
て
菅
家
に
尋
ね
ら
る
。
仰
せ
て
云

わ
く
、
「
「
富
貨
の
字
」
恨
む
ら
く
は
潤
屋
に
作
ら
ざ
る
こ
と
を
」
。
相
公

改
作
す
と
云
々
。

天
皇
が
催
す
公
的
な
行
事
の
重
陽
宴
に
参
席
す
る
こ
と
と
な
っ
た
三
善
清
行

は
、
そ
の
場
で
披
露
す
る
予
定
の
自
作
「
菊
は
一
叢
の
金
を
散
ず
」
（
事
前
に

与
え
ら
れ
た
題
）
の
出
来
に
自
信
が
あ
り
、
詩
壇
の
第
一
人
者
で
あ
る
菅
原
道

真
に
賞
讃
さ
れ
る
こ
と
を
ひ
そ
か
に
期
待
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
道
真
は
紀
長

谷
雄
（
「
紀
納
言
」
。
道
真
の
愛
弟
子
）
の
作
の
み
を
褒
め
、
清
行
の
作
に
感

心
し
な
か
っ
た
。
宴
の
後
、
納
得
が
い
か
な
い
清
行
は
道
真
を
つ
か
ま
え
て
理

由
を
問
い
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、
推
敲
の
指
摘
を
受
け
、
そ
の
通
り
に
改
作
し
た

と
言
う
。
清
行
の
七
律
は
、
こ
の
逸
話
の
懸
案
と
な
っ
た
一
聯
の
み
が
推
敲
後

の
形
で
『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
上
・
秋
に
抄
録
さ
れ
て
今
に
伝
わ
る
。
佳
句
の
誕

生
秘
話
と
も
見
な
せ
る
こ
の
逸
話
が
事
実
で
あ
っ
た
か
は
詳
ら
か
に
で
き
な
い

が
、
し
か
し
平
安
末
期
の
儒
者
・
大
江
匡
房
の
談
論
の
筆
録
と
い
う
形
式
で
『
江

談
抄
』
に
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
話
の
筋
書
き
は
同
時
代
の
詩
壇
の

雰
囲
気
を
集
約
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
逸
話
か
ら
了
解
さ
れ
る
こ
と
を

二
点
に
分
け
て
提
示
し
た
い
。
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一
、
儒
者
の
文
名
に
関
わ
る
漢
詩
は
、
元
首
で
あ
る
天
皇
が
在
席
す
る
公

的
な
宴
で
披
露
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
。

二
、
公
宴
の
場
で
披
露
さ
れ
た
詩
の
質
は
、
権
威
の
批
評
吟
味
に
よ
っ
て

決
定
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
。

道
真
に
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
清
行
が
憤
懣
を
抱
い
た
の
は
、
単
に
作

品
の
質
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
天
皇
が
在
席
す
る
場
で

称
揚
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
面
子
を
失
し
か
ね
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
批
評
の
空
間
が
、
個
々
の
漢

詩
の
質
、
ひ
い
て
は
漢
詩
の
作
り
手
の
評
判
を
決
定
づ
け
て
い
た
。
平
安
朝
の

儒
者
は
、
公
共
の
場
で
の
名
声
を
勝
ち
取
る
た
め
に
詩
文
の
表
現
を
磨
い
て
い

た
の
で
あ
る
。

以
上
の
二
点
を
ふ
ま
え
て
導
か
れ
る
の
は
、
公
宴
中
心
の
批
評
が
平
安
朝
漢

詩
の
表
現
の
発
達
に
方
向
を
与
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
菅

原
道
真
に
賞
讃
さ
れ
た
紀
長
谷
雄
の
「
菊
は
一
叢
の
金
を
散
ず
」
の
佳
句
に
目

を
向
け
て
み
よ
う
（
逸
文
は
『
本
朝
文
粋
』
巻
八
に
収
録
さ
れ
た
紀
長
谷
雄
「
延

喜
以
後
詩
序
」
よ
り
掲
出
）
。

廉
士
路
中
疑
不
拾

廉
士
は
路
中
に
疑
い
て
拾
わ
ず

道
家
煙
裏
誤
応
焼

道
家
は
煙
の
裏
に
誤
り
て
応
に
焼
く
べ
し

菊
の
花
を
黄
金
だ
と
思
っ
た
廉
士
は
紛
失
物
だ
と
思
っ
て
拾
わ
ず
、
道
士
は

練
丹
の
材
料
だ
と
勘
違
い
し
て
焼
い
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ
の
一
聯
は
、
事
前

に
指
定
さ
れ
た
題
を
美
的
に
敷
衍
し
た
も
の
で
あ
る
。
題
に
示
さ
れ
た
菊
の
花

＝
黄
金
と
い
う
見
立
て
に
、
さ
ら
に
黄
金
＝
練
丹
と
い
う
見
立
て
を
重
ね
た
機

智
的
な
発
想
が
菅
原
道
真
に
注
目
さ
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
菅

原
道
真
の
漢
詩
に
つ
い
て
は
、
奇
抜
な
見
立
て
や
、
題
意
に
関
す
る
仮
構
的
理

屈
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
重
要
な
表
現
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
よ
う
な
道
真
の
嗜
好
が
長
谷
雄
の
佳
句
の
喧
伝
に
貢
献
し
た
と
い

（
二
）

う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
重
要
な
の
は
、
九
世
紀
末
十
世
紀
初
頭
に
活
躍
し
た
道

真
の
嗜
好
が
彼
個
人
の
美
意
識
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
平
安
朝
漢
詩
全
般
に
看

取
さ
れ
る
傾
向
で
も
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
そ
の
一
々
を
紹
介
す
る
ゆ
と
り
は
な

い
が
、
つ
と
に
小
西
甚
一
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
平
安
朝
漢
詩
の
理
知
的
傾

向
は
九
世
紀
初
頭
か
ら
顕
著
に
看
取
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
本
発
表
の
趣
旨

（
三
）

に
よ
せ
て
言
う
な
ら
ば
、
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
年
ご
と
の
折
節
に
催
さ
れ
る
公

的
集
団
的
な
宴
に
お
い
て
、
競
い
合
う
儒
者
同
士
の
相
互
批
評
、
さ
ら
に
は
一

般
貴
族
の
広
範
な
享
受
に
よ
っ
て
、
平
安
朝
漢
詩
の
理
知
的
傾
向
が
次
第
に
明

確
化
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

平
安
朝
漢
文
学
研
究
は
、
平
安
朝
漢
文
学
の
性
質
上
、
ど
う
し
て
も
中
国
文

学
と
の
比
較
を
前
提
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
、
一
旦
そ
う
い
っ
た
Ａ

対
Ｂ
と
い
う
二
項
対
立
の
図
式
か
ら
離
れ
て
、
平
安
朝
漢
詩
を
作
る
主
体
で
あ

る
儒
者
が
い
か
な
る
批
評
空
間
の
中
で
詩
想
を
練
っ
て
い
た
の
か
に
目
を
向
け

る
こ
と
で
、
新
た
な
地
平
が
開
け
て
く
る
よ
う
に
思
う
。

（
一
）
平
安
朝
漢
文
学
研
究
に
共
有
さ
れ
て
い
る
問
題
意
識
や
分
析
の
手
法
を
包
括
的

に
整
理
し
、
展
望
を
示
し
た
論
考
と
し
て
、
渡
辺
秀
夫
『
平
安
朝
文
学
と
漢
文
世

界
』
（
勉
誠
社
、
一
九
九
一
年
）
お
よ
び
三
木
雅
博
『
平
安
詩
歌
の
展
開
と
中
国
文

学
』
（
和
泉
書
院
、
一
九
九
九
年
）
の
序
論
が
参
考
に
な
る
。

（
二
）
藤
原
克
己
「
比
喩
と
理
知
」
（
『
菅
原
道
真
と
平
安
朝
漢
文
学
』
東
京
大
学
出
版

会
、
二
〇
〇
一
年
／
初
出
一
九
九
三
年
）
。

（
三
）
小
西
甚
一
「
古
今
集
的
表
現
の
成
立
」
（
『
日
本
学
士
院
紀
要
』
第
七
巻
三
号
、

一
九
四
九
年
）
。


