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よ
り
深
く
潛
水
し
よ
り
自
由
に
游
泳
す
る
た
め
に

―
嚴
粲
詩
經
學
に
お
け
る
小
序
尊
重
の
意
義

　そ
の
二（

（
（

種
村
和
史

1　

問
題
設
定

孔
子
の
敎
え
を
受
け
て
子
夏
が
著
し
た
も
の
と
し
て
、
漢
唐
詩
經
學
に
お
い
て
絕
對
的
な
權
威
と
さ
れ
た
詩
序
に
對
し
て
は
、
宋
代

に
至
り
樣
々
な
面
か
ら
疑
義
が
起
こ
っ
た
。
一
般
的
に
は
、
鄭
樵
（
一
一
〇
四
～
一
一
六
二
）
の
說
を
承
け
朱
熹
（
一
一
三
〇
～
一
二

〇
〇
）
が
發
展
さ
せ
た
反
序
の
說
に
目
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
詩
序
を
尊
重
し
つ
つ
解
釋
を
行
う
尊
序
に
も
實
際
に
は
多
樣

な
展
開
が
あ
っ
た）

（
（

。

歐
陽
脩
（
一
〇
〇
七
～
一
〇
七
二
）
の
よ
う
に
、
小
序
は
由
來
正
し
い
も
の
で
は
あ
る
が
誤
り
も
ま
た
多
い
と
す
る
立
場
も
あ
れ
ば
、

王
安
石
（
一
〇
二
一
～
一
〇
八
六
）・
呂
祖
謙
（
一
一
三
七
～
一
一
八
一
）
の
ご
と
く
、
小
序
を
篤
信
す
る
立
場
も
あ
っ
た）

（
（

。
特
に
王

安
石
は
、
漢
唐
詩
經
學
の
認
識
よ
り
さ
ら
に
遡
り
、
小
序
が
孔
子
以
前
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
、
詩
篇
の
作
者
自
身
が
付
け
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た
と
考
え
て
い
た
可
能
性
が
高
い）

（
（

。

唐
・
成
伯
璵
（
生
卒
年
不
詳
）
の
說）

（
（

を
受
け
繼
ぎ
、
小
序
の
首
句
と
二
句
以
下
と
を
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
別
の
成
り
立
ち
を
持
つ
と
考

え
る
學
者
も
多
く
出
た
。
こ
れ
は
例
え
ば
、
衞
風
「
氓
」
の
小
序
、

氓
、
刺
時
也
。
宣
公
之
時
、
禮
義
消
亡
、
淫
風
大
行
。
男
女
無
別
、
遂
相
奔
誘
。
華
落
色
衰
、
復
相
棄
背
。
或
乃
困
而
自
悔
、

喪
其
妃
耦
。
故
序
其
事
以
風
焉
。
美
反
正
、
刺
淫
泆
也
。

で
言
え
ば
、
首
句
（「
首
序
」
と
稱
す
る
こ
と
も
あ
る
）
の
「
氓
、
刺
時
也
」
を
由
來
が
古
く
信
賴
性
も
高
い
と
す
る
一
方
で
、
第
二

句
以
下
の
「
宣
公
之
時
、
禮
義
消
亡
、
淫
風
大
行
…
…
」
の
部
分
（「
後
序
」
と
稱
す
る
こ
と
も
あ
る
）
は
後
の
學
者
の
敷
衍
で
あ
り
、

誤
り
を
含
み
依
據
し
難
い
場
合
も
多
い
と
、
兩
者
の
價
値
に
差
等
を
付
け
る
立
場
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
立
場
を
と
る
學
者
の
中
で
も
說
の
分
岐
が
見
ら
れ
る
。
成
伯
璵
は
小
序
首
句
を
子
夏
の
作
、
二
句
以
下
を
毛
亨
が
自

身
の
解
釋
に
よ
っ
て
敷
衍
し
た
も
の
と
考
え
た
が
、
蘇
轍
（
一
〇
三
九
～
一
一
一
二
）
は
首
句
を
孔
子
あ
る
い
は
彼
の
弟
子
の
作
、
二

句
以
下
を
毛
氏
の
學
を
繼
い
だ
學
者
達
が
自
己
の
見
識
で
付
け
た
說
を
後
漢
の
衞
宏
（
生
卒
年
不
詳
）
が
集
錄
し
た
も
の
と
考
え
た）

（
（

。

對
し
て
、
程
頤
（
一
〇
三
三
～
一
一
〇
七
）
は
、
采
詩
官
に
よ
り
收
集
さ
れ
た
詩
篇
に
込
め
ら
れ
た
爲
政
者
に
對
す
る
批
評
を
、
そ
れ

ら
の
整
理
保
管
の
任
に
當
た
っ
た
國
史
が
解
說
し
た
も
の
が
首
序
、
二
句
以
下
は
詩
經
を
解
釋
し
た
學
者
た
ち
に
よ
る
敷
衍
と
考
え
た）

（
（

。

首
序
の
み
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
孔
子
以
前
に
成
立
し
て
い
た
と
考
え
る
點
で
王
安
石
と
の
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
。

南
宋
・
嚴
粲
（
生
卒
年
不
詳
）
は
、
朱
熹
の
詩
經
學
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
つ
つ
も
獨
自
の
研
究
を
行
い
『
詩
緝
』
を
著
し
た
。

彼
は
程
頤
と
同
樣
、
首
序
を
國
史
の
、
後
序
を
後
の
學
者
の
作
と
す
る）

（
（

。
た
だ
し
彼
は
、
今
に
傳
わ
る
首
序
は
も
と
あ
っ
た
國
史
の
作
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より深く潛水しより自由に游泳するために

に
孔
子
が
「
春
秋
の
筆
法
」
を
用
い
て
手
を
加
え
た
も
の
と
考
え
た）

（
（

。
す
な
わ
ち
嚴
粲
は
、
朱
熹
に
よ
っ
て
由
來
も
正
し
か
ら
ず
、
依

據
す
る
に
足
ら
な
い
も
の
と
し
て
等
閒
視
に
附
さ
れ
た
小
序
に
對
し
て
、
そ
の
首
句
に
は
、
詩
篇
が
作
ら
れ
て
ほ
ど
近
く
作
詩
の
意
圖

を
正
し
く
知
り
得
た
國
史
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
い
う
情
報
の
正
確
性
と
、
詩
經
を
全
人
類
の
敎
化
に
資
す
る
經
典
と
し
て
編
纂
し
た

孔
子
に
よ
っ
て
付
與
さ
れ
た
道
德
的
正
統
性
と
い
う
二
重
の
正
し
さ
が
兼
ね
備
え
ら
れ
て
い
る
と
再
評
價
を
行
っ
た
の
で
あ
る）
（1
（

。

こ
の
よ
う
に
、
首
序
と
後
序
と
が
異
な
る
由
來
を
持
つ
と
考
え
る
尊
序
の
あ
り
方
は
多
樣
な
展
開
を
遂
げ
つ
つ
、
長
い
生
命
力
を
保

っ
た
。
例
え
ば
、
淸‧
戴
震
（
一
七
二
三
～
一
七
七
七
）
も
、
首
序
は
子
夏
以
來
の
師
承
に
よ
っ
て
傳
え
ら
れ
て
き
た
詩
篇
の
本
旨

を
毛
公
が
記
錄
し
た
も
の
で
、
後
序
は
毛
公
が
首
序
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
說
明
し
た
も
の
と
い
う
說
を
出
し
て
い
る）
（（
（

。

右
に
紹
介
し
た
諸
說
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
宋
代
に
お
け
る
尊
序
反
序
の
議
論
は
詩
序
の
成
立
過
程
を
い
か
に
考
え
る
か
と
い
う

問
題
を
廻
っ
て
行
わ
れ
た
。
從
來
の
詩
經
解
釋
學
史
研
究
も
そ
れ
を
踏
襲
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
小
序
の
成
立
に
つ
い
て

の
現
代
の
通
說
を
基
準
に
し
て
歷
代
の
學
者
の
認
識
を
衡
量
し
た
上
で
、
反
序
は
進
歩
的
、
尊
序
は
守
舊
的
と
評
價
す
る
こ
と
が
多
か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
尊
序
說
（
お
よ
び
反
序
說
）
が
詩
經
解
釋
學
史
上
に
果
た
し
た
役
割
を
知
る
た
め
は
、
そ
れ
ら
が
小
序
成
立
の
實
態
を
ど

れ
だ
け
正
し
く
捉
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
と
は
別
の
觀
點
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
小
序
を
尊
重
（
あ
る
い
は
無
視
）
す
る

こ
と
が
注
釋
者
を
ど
れ
だ
け
新
し
い
讀
解
、
ど
れ
だ
け
深
い
讀
解
に
導
い
た
か
と
い
う
視
點
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
小
序
に
從
っ

て
解
釋
す
る
（
あ
る
い
は
小
序
を
棄
て
て
解
釋
す
る
）
こ
と
で
、
注
釋
者
は
い
か
な
る
詩
世
界
を
描
き
出
し
た
か
、
そ
れ
が
詩
經
解
釋

學
史
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
か
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
反
序
說
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
尊
序
說
に
つ
い

て
こ
の
よ
う
な
觀
點
か
ら
考
察
す
る
姿
勢
は
從
來
の
研
究
に
は
乏
し
か
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

そ
も
そ
も
一
人
の
學
者
が
小
序
を
尊
ぶ
と
い
う
立
場
を
選
擇
し
た
時
に
、
彼
に
は
い
っ
た
い
ど
れ
ほ
ど
獨
自
の
詩
篇
解
釋
を
行
う
餘
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地
が
殘
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
小
序
に
則
っ
て
詩
篇
を
解
釋
す
る
行
爲
そ
れ
自
體
に
お
い
て
、
學

說
的
に
多
樣
化
し
發
展
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
論
點
が
ど
れ
ほ
ど
存
在
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
、
朱
熹
が
小
序
を
棄
て

讀
者
自
ら
熟
讀
玩
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
詩
篇
の
眞
の
意
味
に
到
達
で
き
る
と
主
張
し
、
そ
の
よ
う
な
解
釋
法
を
貫
い
て
『
詩
集
傳
』

と
い
う
優
れ
た
注
釋
書
を
世
に
問
う
て
後
、
小
序
に
從
う
と
い
う
學
的
態
度
は
な
お
も
そ
れ
に
太
刀
打
ち
で
き
る
力
を
持
っ
て
い
る
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
だ
が
、
實
際
に
は
朱
熹
以
後
も
尊
序
の
立
場
か
ら
詩
經
研
究
を
行
う
學
者
は
輩
出
し
續
け
た
。
こ
の
こ
と
の
意
味
を

考
え
る
た
め
に
は
、
右
に
述
べ
た
觀
點
か
ら
の
考
察
は
不
可
缺
で
あ
ろ
う
。

筆
者
は
こ
れ
ま
で
宋
代
の
詩
經
注
釋
書
を
讀
み
、
こ
の
時
代
、
詩
篇
に
詠
わ
れ
た
世
界
に
對
し
て
時
閒
や
場
所
、
詩
人
と
登
場
人
物

の
關
係
と
い
っ
た
點
に
お
い
て
重
層
的
な
構
造
を
見
出
す
解
釋
法
が
發
展
し
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た）
（1
（

。
そ
の
よ
う
な
解
釋
法
の

發
展
に
對
し
て
、
小
序
の
捉
え
方
が
何
ら
か
の
影
響
を
與
え
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
詩
篇
の
登
場
人
物
や
語
り

手
の
人
閒
像
の
捉
え
方
に
も
影
響
を
與
え
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
觀
點
か
ら
小
序
に
從
う
從
わ
な

い
こ
と
の
解
釋
學
的
意
義
を
考
え
て
み
た
い
。
中
で
も
、
朱
熹
詩
經
學
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
な
が
ら
尊
序
の
立
場
を
と
っ
て
獨
自

の
詩
經
解
釋
を
世
に
問
う
た
嚴
粲
は
興
味
深
い
對
象
で
あ
る
。
彼
が
朱
熹
と
い
か
に
異
な
る
次
元
の
解
釋
に
到
達
し
て
い
っ
た
か
、
ま

た
そ
の
こ
と
と
小
序
首
句
に
從
っ
た
こ
と
と
に
い
か
な
る
關
係
が
見
出
せ
る
か
を
檢
證
し
た
い
。
そ
の
上
で
よ
り
包
括
的
な
視
點
か
ら
、

嚴
粲
が
歷
代
詩
經
解
釋
學
の
い
か
な
る
解
釋
の
歷
史
を
承
け
て
、
い
か
に
し
て
小
序
に
基
づ
く
解
釋
を
發
展
さ
せ
た
か
を
考
え
て
み
た

い
。
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より深く潛水しより自由に游泳するために

（　

ポ
ス
ト
朱
熹
反
序
と
し
て
の
嚴
粲
の
尊
序

顏
淵
が
國
の
治
め
か
た
を
お
た
ず
ね
し
た
。
先
生
は
い
わ
れ
た
…
…
鄭
の
音
曲
を
や
め
て
口
上
手
な
も
の
を
退
け
る
。
鄭
の
音

曲
は
淫
ら
だ
し
、
口
上
手
な
も
の
は
危
險
だ
か
ら
（
顏
淵
問
爲
邦
。
子
曰
…
…
放
鄭
聲
、
遠
佞
人
。
鄭
聲
淫
、
佞
人
殆
）（『
論
語
』

「
衞
靈
公
」。
譯
文
は
金
谷
治
氏
譯
に
據
っ
た）
（1
（

）

考
察
に
先
だ
ち
、
孔
子
の
右
の
言
葉
に
對
す
る
朱
熹
と
嚴
粲
の
解
說
を
分
析
し
、
兩
者
の
詩
經
學
の
學
的
關
係
を
確
認
し
た
い
。

『
集
傳
』
鄭
風
末
尾
の
總
論
的
評
語
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

鄭
衞
の
樂
は
、
い
ず
れ
も
淫
聲
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
詩
經
に
基
づ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
衞
國
の
詩
（
邶
・
鄘
・
衞
）

は
三
十
九
首
あ
る
が
、
う
ち
淫
奔
詩
は
わ
ず
か
に
四
分
の
一
し
か
な
い
。
鄭
風
の
詩
は
二
十
一
首
あ
る
が
、
う
ち
淫
奔
詩
は
、
七

分
の
五
に
止
ま
ら
な
い
。
衞
詩
は
そ
れ
で
も
男
性
が
女
性
に
懸
想
し
た
詩
句
を
内
容
と
す
る
の
に
對
し
、
鄭
詩
は
す
べ
て
女
性
が

男
性
を
惑
わ
す
言
葉
ば
か
り
で
あ
る
。
衞
詩
の
作
者
は
な
お
そ
の
多
く
が
風
刺
や
說
諭
の
意
圖
を
込
め
て
い
る
が
、
鄭
詩
の
作
者

は
ま
っ
た
く
色
欲
に
溺
れ
て
恥
じ
た
り
悔
い
た
り
す
る
兆
し
も
見
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
鄭
聲
の
淫
ら
な
こ
と
は
衞
詩
よ
り

甚
だ
し
い
も
の
が
あ
る
。
故
に
孔
子
は
、
國
の
治
め
か
た
を
論
じ
て
は
、
た
だ
鄭
聲
の
み
を
擧
げ
て
戒
め
と
し
、
衞
詩
に
は
言
及

し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
重
大
な
方
を
取
り
上
げ
て
論
ず
る
と
い
う
姿
勢
で
あ
り
、
そ
の
敎
え
は
も
と
よ
り
秩
序
だ
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。「
詩
は
以
て
觀
る
べ
し
」（『
論
語
』「
陽
貨
」）
と
言
う
の
は
、
ま
こ
と
に
眞
實
で
あ
る
（
鄭
衞
之
樂
、
皆
爲
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淫
聲
。
然
以
詩
考
之
、
衞
詩
三
十
有
九
、
而
淫
奔
之
詩
才
四
之
一
。
鄭
詩
二
十
有
一
、
而
淫
奔
之
詩
已
不
翅
七
之
五
。
衞
猶
爲
男

悅
女
之
詞
、
而
鄭
皆
爲
女
惑
男
之
語
。
衞
人
猶
多
刺
譏
懲
創
之
意
、
而
鄭
人
幾
於
蕩
然
無
復
羞
愧
悔
悟
之
萌
。
是
則
鄭
聲
之
淫
、

有
甚
於
衞
矣
。
故
夫
子
論
爲
邦
、
獨
以
鄭
聲
爲
戒
、
而
不
及
衞
。
蓋
舉
重
而
言
、
固
自
有
次
第
也
。
詩
可
以
觀
、
豈
不
信
哉
）

一
方
、『
詩
緝
』
鄭
風
末
尾
の
總
論
的
評
語
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

鄭
衞
は
い
ず
れ
も
淫
聲
で
あ
る
の
に
、
孔
子
は
た
だ
鄭
の
み
を
ま
っ
先
に
取
り
上
げ
た
。
し
か
し
今
、
鄭
風
中
の
淫
詩
を
數
え

る
と
衞
風
よ
り
少
な
い
の
は
い
っ
た
い
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
今
見
ら
れ
る
『
詩
經
』
の
詩
篇
は
、
孔
子
が
世
の
人
々
の
戒
め
と
す

る
た
め
に
保
存
し
て
く
だ
さ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
孔
子
の
筆
に
よ
っ
て
削
ら
れ
た
詩
は
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
孔
子
が
「
鄭
聲
は

淫
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
は
そ
の
大
體
の
傾
向
を
擧
げ
て
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
の
『
詩
經
』
の
詩
篇
の
數
と
は
關
係
が
な

い
。
だ
か
ら
、
國
史
の
題
す
る
と
こ
ろ
〔
す
な
わ
ち
詩
序
〕
を
こ
と
ご
と
く
排
し
て
、
押
し
竝
べ
て
男
女
の
戀
愛
詩
だ
と
見
な
し

て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
『
論
語
』
の
「
鄭
聲
は
淫
な
り
」
の
說
に
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
必
要
は
な
い
（
鄭
衞
皆
淫
聲
、
孔
子
獨
先
於

鄭
。
今
鄭
之
淫
詩
顧
少
於
衞
何
也
。
詩
之
見
在
孔
子
所
存
以
爲
世
戒
也
。
聖
筆
所
刪
多
矣
。
言
鄭
聲
淫
者
舉
其
大
體
言
之
。
不
繫

今
詩
之
多
寡
。
不
必
盡
黜
國
史
所
題
、
例
目
之
爲
男
女
之
詩
、
以
求
合
於
鄭
聲
淫
之
說
也
）

孔
子
に
よ
っ
て
「
淫
」
と
評
さ
れ
た
「
鄭
聲
」
を
ど
う
捉
え
る
か
に
つ
い
て
、
朱
熹
と
嚴
粲
の
兩
說
は
相
反
す
る
結
論
に
達
し
つ
つ

も
、
論
證
の
過
程
で
興
味
深
い
關
係
性
を
示
し
て
い
る
。

朱
熹
は
、
孔
子
が
鄭
の
詩
を
淫
ら
な
る
こ
と
甚
だ
し
い
と
捉
え
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
の
說
の
主
要
な
根
據
と
し
て
、
詩
經
鄭
風
に
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より深く潛水しより自由に游泳するために

占
め
る
淫
奔
詩
の
割
合
が
衞
風
に
比
べ
て
三
倍
弱
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
擧
げ
る
。
こ
こ
か
ら
朱
熹
が
、
詩
經
の
詩
篇
數
を
そ
の
ま
ま

孔
子
當
時
に
存
在
し
た
詩
の
實
數
と
し
て
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
は
、
孔
子
の
詩
經
編
纂
と
は
當
時
殘
さ
れ
た
詩
篇
を
保
存

し
た
だ
け
で
そ
れ
ら
に
自
ら
手
を
加
え
は
し
な
か
っ
た
と
い
う
發
言
を
複
數
殘
し
て
い
る）
（1
（

が
、
こ
の
認
識
が
右
の
議
論
の
前
提
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
認
識
は
、『
毛
詩
正
義
』
の
說
を
繼
承
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
嚴
粲
は
朱
熹
と
反
對
に
、
鄭
風
に
お
け
る
淫
詩
の
割
合
は
衞
風
よ
り
少
な
い
と
考
え
る
。
そ
の
說
は
、
孔
子
の
言
う
「
鄭

聲
」
は
詩
經
鄭
風
の
詩
羣
と
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
て
い
る
。
嚴
粲
が
「『
鄭
聲
淫
な
り
』
と
言
ふ
は
其
の
大
體

を
舉
げ
て
之
を
言
へ
り
。
今
の
詩
の
多
寡
に
繫か

か
ら
ず
」
と
言
う
の
は
、
朱
熹
が
詩
經
鄭
風
の
詩
の
數
に
基
づ
い
て
孔
子
の
言
葉
を
解

釋
し
た
こ
と
に
對
す
る
反
對
意
見
と
捉
え
ら
れ
る
。
彼
は
、
確
か
に
孔
子
が
見
聞
し
た
鄭
の
う
た
に
は
淫
詩
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ

と
は
認
め
る
が
、『
詩
經
』
鄭
風
の
中
の
淫
詩
の
割
合
に
そ
れ
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
と
言
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
か
つ
て
鄭
國
に
存
在

し
て
い
た
淫
詩
は
、
そ
の
多
く
が
孔
子
に
よ
る
詩
經
編
纂
の
際
に
採
用
さ
れ
ず
棄
て
ら
れ
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
嚴
粲
は
詩
經
成
立
に
對
す
る
孔
子
の
關
與
度
に
つ
い
て
朱
熹
と
異
な
る
認
識
を
持
っ
て
い
て
、
現
在
の

詩
經
の
成
立
は
孔
子
の
積
極
的
な
編
集
の
手
を
經
て
成
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
孔
子
が
詩
經
を
編
纂
す
る
際
に
、
收
錄
候
補
と
し
て
當

時
存
在
し
て
い
た
多
く
の
詩
羣
に
對
し
て
自
身
の
價
値
判
斷
に
基
づ
き
嚴
正
な
取
捨
選
擇
を
行
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

『
史
記
』「
孔
子
世
家
」
や
歐
陽
脩
な
ど
の
說
を
受
け
繼
ぐ
も
の
で
あ
る）
（1
（

。

詩
經
編
纂
時
に
孔
子
が
ど
れ
だ
け
選
詩
の
大
鉈
を
振
る
っ
た
か
は
、
朱
熹
・
嚴
粲
兩
者
と
も
客
觀
的
な
根
據
を
示
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
の
で
、
い
ず
れ
が
正
し
く
い
ず
れ
が
誤
っ
て
い
る
か
を
判
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
が
、
嚴
粲
の
「『
鄭
聲
淫
な
り
』
と
言

ふ
は
…
…
今
の
詩
の
多
寡
に
繫
か
ら
ず
。
必
ず
し
も
、
例
と
し
て
之
を
目
し
て
男
女
の
詩
と
爲
し
、
以
て
『
鄭
聲
淫
な
り
』
の
說
に
合

す
る
を
求
め
ざ
る
也
」
と
い
う
指
摘
は
、
朱
熹
の
論
の
要
害
を
崩
す
に
足
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
こ
れ
は
、
鄭
風
の
七
分
の
五
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は
淫
詩
で
あ
る
と
す
る
朱
熹
の
計
算
の
も
と
と
な
る
淫
詩
の
實
數
と
は
、
煎
じ
詰
め
れ
ば
朱
熹
自
身
が
淫
詩
と
認
定
し
た
も
の
の
數
で

あ
り
、
し
か
も
、
彼
が
そ
れ
ら
を
淫
詩
と
解
釋
し
た
の
は
、『
論
語
』
の
「
鄭
聲
は
淫
な
り
」
の
言
葉
に
強
い
て
合
致
さ
せ
よ
う
と
し

た
結
果
に
す
ぎ
な
い
、
す
な
わ
ち
、
朱
熹
の
鄭
風
淫
詩
說
は
一
種
の
循
環
論
法
に
陷
っ
て
い
る
こ
と
を
暴
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
小

序
は
鄭
風
の
多
く
の
詩
が
淫
詩
で
あ
る
こ
と
を
捉
え
損
ね
て
い
る
か
ら
依
據
す
る
に
足
り
な
い
と
朱
熹
は
主
張
す
る
が
、
彼
が
、
嚴
粲

の
言
う
と
お
り
本
來
關
連
さ
せ
る
必
要
の
な
い
「
鄭
聲
は
淫
た
り
」
と
い
う
定
義
に
合
致
さ
せ
る
た
め

―
少
な
く
と
も
そ
の
強
い
影

響
下
に
あ
っ
て

―
詩
經
鄭
風
の
詩
羣
を
淫
詩
と
認
定
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
朱
熹
の
鄭
風
解
釋
と
小
序
批
判
と
は
誤
解
と
主

觀
の
狹
閒
で
堂
々
巡
り
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

嚴
粲
は
、
右
の
よ
う
に
朱
熹
反
序
說
を
批
判
し
、
小
序
（
た
だ
し
首
序
）
の
存
在
意
義
を
再
確
認
し
た
上
で
、
そ
れ
が
「
國
史
の
題

す
る
所
」、
す
な
わ
ち
采
詩
・
編
詩
段
階
で
國
史
に
よ
っ
て
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
作
詩
の
意
を
傳
え
て
い
る
か
ら
據
る
べ
き
で

あ
る
と
主
張
し
た
。「
鄭
衞
は
皆
な
淫
聲
な
り
」
と
い
う
書
き
出
し
が
朱
熹
の
書
き
出
し
と
酷
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
嚴
粲
の
議
論

が
朱
熹
の
說
に
照
準
を
合
わ
せ
て
な
さ
れ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
嚴
粲
の
尊
序
は
、
朱
熹
の
反
序
說
の
主
旨
を
咀
嚼
し
て
そ
れ
に
對
し

て
論
理
的
な
批
判
を
行
っ
た
結
果
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
彼
の
尊
序
說
は
ポ
ス
ト
朱
熹
反
序
說
と
い
う
性
格
が
強
い
。
つ
ま
り
、

嚴
粲
は
朱
熹
『
詩
集
傳
』
の
影
響
下
に
あ
っ
て
自
身
の
詩
經
學
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
そ
の
詩
序
認
識
に
も
朱
熹
の

後
繼
者
と
し
て
の
一
面
が
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
嚴
粲
が
小
序
尊
重
の
原
則
の
も
と
、
朱
熹
の
解
釋
に
示
さ
れ
た
論
點
を
ど
の
よ
う

に
咀
嚼
し
、
そ
れ
を
超
克
し
獨
自
の
解
釋
に
至
っ
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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より深く潛水しより自由に游泳するために

（　

配
慮
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
發
見

そ
れ
で
は
、
實
際
の
詩
篇
解
釋
に
お
け
る
嚴
粲
と
朱
熹
の
解
釋
の
關
係
を
檢
討
し
た
時
に
、
い
っ
た
い
何
が
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
こ
と
を
、
鄭
風
「
狡
童
」
の
詩
が
誰
を
刺
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
兩
者
の
議
論
を
比
較
し
な
が
ら
考
え
て

み
よ
う
。
本
詩
の
小
序
に
、

「
狡
童
」
は
、
忽
（
鄭
の
昭
公
の
名
）
を
刺
っ
た
詩
で
あ
る
。
賢
人
と
事
を
圖
る
こ
と
が
で
き
ず
、
權
力
を
握
っ
た
臣
下
が
好

き
勝
手
に
命
令
を
發
し
た
（
狡
童
刺
忽
也
。
不
能
與
賢
人
圖
事
。
權
臣
擅
命
也
）

と
言
う
。
本
詩
首
章
の
、

彼
狡
童
兮

不
與
我
言
兮

維
子
之
故

使
我
不
能
餐
兮

の
毛
傳
に
、「
昭
公
は
壯
狡
の
心
を
持
っ
て
い
た
（
昭
公
有
壯
狡
之
志
）」
と
言
い
、『
正
義
』
に
、
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忽
は
年
長
け
て
か
ら
も
壯
狡
の
心
を
抱
き
、
子
供
っ
ぽ
い
心
が
い
ま
だ
改
ま
ら
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
彼
を
「
狡
童
」
と
呼
ん
だ

の
で
あ
る
（
忽
雖
年
長
而
有
壯
狡
之
志
、
童
心
未
改
、
故
謂
之
爲
狡
童
）

と
言
う
の
は
、
小
序
の
說
に
據
っ
て
「
狡
童
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
刺
ら
れ
て
い
る
の
は
昭
公
で
あ
り
、
詩
人
が
自
分
の
主
君
で
あ
る
昭

公
を
刺
っ
て
い
る
と
解
釋
し
た
も
の
で
あ
る
。
朱
熹
は
、「
詩
序
辨
說
」
の
中
で
こ
の
よ
う
な
解
釋
を
批
判
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

昭
公
は
か
つ
て
鄭
國
の
君
主
で
あ
っ
た
が
、
不
幸
に
し
て
國
を
失
っ
た
。
民
に
讐
敵
の
ご
と
く
憎
ま
れ
る
ほ
ど
の
大
き
な
惡
事

を
し
で
か
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
、〔
小
序
が
言
う
よ
う
に
〕
彼
が
賢
人
と
事
を
圖
る
こ
と
が
で
き
ず
、
權
力
を
握
っ

た
臣
下
が
好
き
勝
手
に
命
令
を
發
し
て
い
る
と
い
う
の
だ
と
す
る
と
、
昭
公
は
な
お
國
君
の
地
位
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

詩
人
が
、
君
臣
の
分
を
忘
れ
て
に
わ
か
に
「
ず
る
賢
い
小こ

童
わ
つ
ぱ

」
と
主
君
を
扱
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
も
、
昭
公
の
人
と
な

り
は
懦
弱
で
、「
狡
（
ず
る
賢
い
）」
と
形
容
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
が
即
位
し
た
時
に
は
、
す
で
に
壯
年
で
あ
っ
た
の
で
、

「
童
」
と
稱
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、〔
昭
公
を
「
狡
童
」
と
名
づ
け
た
の
だ
と
し
た
ら
〕
名
づ
け
方
が
ま
っ
た
く
相

應
し
く
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、「
山
有
扶
蘇
」
の
詩
で
「
狡
童
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
者
を
、
そ
の
小
序
で
は
昭
公
の
お
氣

に
入
り
と
し
て
い
る
。
そ
れ
が
本
詩
で
は
昭
公
自
身
の
呼
び
名
に
替
わ
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
、
矛
盾
す
る
こ
と
甚
だ
し
く
、

詩
の
本
旨
に
外
れ
て
い
る
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
。
お
お
よ
そ
小
序
は
鄭
風
の
詩
篇
の
中
で
う
ま
く
解
釋
で
き
な
い
も
の
は
す
べ
て

忽
の
こ
と
と
し
て
濟
ま
せ
て
い
る
が
、
詩
句
の
意
味
を
取
り
損
な
う
と
、
義
理
を
害
す
る
こ
と
言
い
盡
く
せ
な
い
ほ
ど
に
な
っ
て

し
ま
う
。
そ
の
一
つ
目
は
、
昭
公
は
罪
無
く
し
て
誹
謗
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
二
つ
目
は
、
本
詩
の
作
者
は
淫
ら
で

戲
け
た
事
を
行
っ
た
と
い
う
實
際
の
罪
を
免
れ
る
代
わ
り
に
、
お
上
を
謗
り
天
理
に
叛
い
た
と
い
う
虛
構
の
罪
惡
の
濡
れ
衣
を
着
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より深く潛水しより自由に游泳するために

せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
三
つ
目
は
、
聖
人
の
述
作
の
意
圖
を
大
い
に
歪
曲
し
、
昭
公
が
正
し
い
道
を
守
っ
た
の
に
そ
れ
を
大

い
に
卑
し
め
、
詩
人
が
そ
の
主
君
に
無
禮
な
言
辭
を
發
し
た
の
に
そ
れ
に
深
く
贊
成
し
た
と
見
な
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
そ
の
過
失
は
小
さ
か
ら
ぬ
も
の
な
の
に
、
後
の
詩
經
を
解
釋
す
る
者
は
な
お
そ
の
よ
う
な
小
序
の
說
を
旨
と
し
て
、
議
論

が
精
密
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
害
惡
は
ま
す
ま
す
甚
だ
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
學
ぶ
者
は
こ
れ
を
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
昭

公
嘗
爲
鄭
國
之
君
、
而
不
幸
失
國
、
非
有
大
惡
使
其
民
疾
之
如
寇
讎
也
。
況
方
刺
其
不
能
與
賢
人
圖
事
、
權
臣
擅
命
、
則
是
公
猶

在
位
也
。
豈
可
忘
其
君
臣
之
分
而
遽
以
狡
童
目
之
邪
。
且
昭
公
之
爲
人
、
柔
懦
疏
闊
、
不
可
謂
狡
。
即
位
之
時
、
年
已
壯
大
、
不

可
謂
童
。
以
是
名
之
、
殊
不
相
似
。
而
序
於
山
有
扶
蘇
所
謂
狡
童
者
、
方
指
昭
公
之
所
美
、
至
於
此
篇
、
則
遂
移
以
指
公
之
身
焉
。

則
其
舛
又
甚
、
而
非
詩
之
本
旨
明
矣
。
大
抵
序
者
之
於
鄭
詩
、
凡
不
得
其
說
者
則
舉
而
歸
之
於
忽
、
文
義
一
失
、
而
其
害
於
義
理

有
不
可
勝
言
者
、
一
則
使
昭
公
無
辜
而
被
謗
。
二
則
使
詩
人
脫
其
淫
謔
之
實
罪
而
麗
於
訕
上
悖
理
之
虛
惡
。
三
則
厚
誣
聖
人
刪
述

之
意
、
以
爲
實
賤
昭
公
之
守
正
、
而
深
與
詩
人
之
無
禮
於
其
君
。
凡
此
皆
非
小
失
、
而
後
之
說
者
猶
或
主
之
、
其
論
愈
精
、
其
害

愈
甚
。
學
者
不
可
以
不
察
也
）

朱
熹
の
二
つ
の
論
點
に
注
目
し
た
い
。
第
一
は
、
臣
下
た
る
も
の
が
主
君
の
こ
と
を
「
狡
童
（
ず
る
賢
い
小
童
）」
と
い
う
不
敬
き

わ
ま
り
な
い
呼
び
か
け
方
を
す
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
本
詩
の
二
首
前
に
置
か
れ
る
「
山
有
扶
蘇
」
と
の
關

係
で
あ
る
。「
山
有
扶
蘇
」
序
は
、

「
山
有
扶
蘇
」
は
、
忽
を
刺
っ
た
詩
で
あ
る
。
彼
が
寵
愛
し
た
者
は
立
派
な
人
閒
で
は
な
か
っ
た
（
山
有
扶
蘇
、
刺
忽
也
。

所
美
非
美
然
）
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と
言
い
、「
狡
童
」
と
同
じ
く
鄭
の
昭
公
を
刺
っ
た
詩
で
あ
る
と
す
る
が
、
こ
の
詩
の
卒
章
に
、

不
見
子
充　
　

子
充
を
見
ず

乃
見
狡
童　
　

乃
ち
狡
童
を
見
る

と
言
う
。
こ
の
「
狡
童
」
を
漢
唐
詩
經
學
の
解
釋
で
は
、
首
章
に
、

不
見
子
都　
　

子
都
を
見
ず

乃
見
狂
且　
　

乃
ち
狂
且
を
見
る

と
言
う
「
狂
且
」
と
と
も
に
、
い
ず
れ
も
昭
公
が
寵
愛
し
た
小
人
を
指
す
と
す
る
。
こ
の
說
に
對
し
て
朱
熹
は
、
同
じ
「
狡
童
」
の
語

が
「
山
有
扶
蘇
」
と
「
狡
童
」
の
二
詩
で
異
な
る
人
物
を
指
す
の
は
お
か
し
い
の
で
、
漢
唐
詩
經
學
の
解
釋
は
成
り
立
た
な
い
と
指
摘

し
た
。
そ
の
上
で
朱
熹
は
兩
詩
を
淫
詩
と
捉
え
て
新
た
な
解
釋
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
嚴
粲
は
『
詩
緝
』「
狡
童
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
狡
童
」
に
つ
い
て
、
あ
る
者
は
忽
を
指
す
と
し
、
あ
る
者
は
彼
の
臣
下
の
祭
仲
を
指
す
と
す
る
。『
春
秋
』
で
は
昭
公
の
こ
と

を
「
忽
」
と
書
し
て
い
る
の
は
、
聖
人
が
も
と
の
記
錄
に
手
を
入
れ
て
褒
貶
の
意
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
本
詩
の
首
序
が
「
忽
」

と
稱
し
て
い
る
の
も
、
や
は
り
國
史
が
題
し
た
も
と
の
序
に
聖
人
が
手
を
お
加
え
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
忽
は
世
子
の
身
分
か
ら
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鄭
の
國
君
に
就
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
當
時
の
國
人
が
詩
を
作
る
時
、
彼
を
「
狡
童
」
と
見
な
す
こ
と
な
ど
義
と
し
て
あ
り
得
な

い
…
…
「
山
有
扶
蘇
」
の
詩
に
據
れ
ば
、
忽
が
寵
愛
し
た
者
が
よ
ろ
し
か
ら
ぬ
者
ど
も
で
あ
っ
た
こ
と
を
刺
り
、「
乃
ち
狂
且
・

狡
童
を
見
る
」
と
言
う
の
は
、
忽
が
用
い
た
人
物
が
狂
で
な
け
れ
ば
狡
で
あ
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
考

え
て
、
こ
の
「
狡
童
」
の
詩
も
ま
さ
し
く
忽
が
用
い
た
人
物
を
指
し
て
い
る
。
聖
人
は
世
の
人
々
に
敎
え
を
垂
れ
る
た
め
に
詩
經

を
編
纂
し
た
。
ど
う
し
て
主
君
を
「
狡
童
」
と
み
な
し
た
詩
な
ど
を
採
用
す
る
は
ず
が
あ
ろ
う
か
（
狡
童
或
以
爲
指
忽
、
或
以
爲

指
祭
仲
。
春
秋
書
忽
、
乃
聖
人
筆
削
以
示
褒
貶
。
首
序
稱
忽
、
亦
國
史
所
題
、
經
聖
人
之
手
。
忽
以
世
子
爲
鄭
君
、
其
當
時
國
人

作
詩
、
義
不
得
目
爲
狡
童
也
…
…
今
考
山
有
扶
蘇
之
詩
、
刺
忽
所
美
非
美
、
乃
見
狂
且
狡
童
、
是
所
用
之
人
非
狂
即
狡
。
此
詩
正

指
忽
所
用
之
人
耳
。
聖
人
刪
詩
以
垂
世
敎
。
安
取
目
君
爲
狡
童
乎
）

嚴
粲
は
、
臣
下
が
主
君
を
「
狡
童
」
と
呼
ぶ
と
い
う
の
は
道
義
に
反
す
る
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
詩
が
孔
子
の
編
纂
し
た
詩
經
に
取

ら
れ
て
い
る
は
ず
が
な
い
と
言
う
。
ま
た
、「
山
有
扶
蘇
」
に
お
い
て
は
「
狡
童
」
の
語
に
よ
っ
て
昭
公
の
寵
愛
し
た
小
人
を
指
し
て

い
る
と
指
摘
す
る
。
こ
の
二
點
は
、
ま
さ
し
く
朱
熹
が
小
序
を
批
判
す
る
根
據
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
嚴
粲
の
立
論
が
朱
熹
の
說
を
參

照
し
て
な
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
か
ら
彼
は
朱
熹
と
は
異
な
る
結
論
を
引
き
出
す
。「
狡
童
」
の
詩
は
「
山
有
扶
蘇
」
で
歌
わ
れ
て
い
る
の
と
同
じ

昭
公
の
寵
愛
す
る
小
人
を
批
判
し
て
い
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
彼
は
朱
熹
と
同
樣
に
、
小
序
が
「『
狡
童
』
は
忽
を

刺
る
也
」
と
言
う
の
は
誤
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
嚴
粲
は
本
詩
の
小
序
は
正
し
い
と
考
え
る
。
そ
し
て
、

一
見
矛
盾
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
說
を
次
の
よ
う
に
說
明
す
る
。
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忽
が
寵
愛
し
た
の
は
、
よ
ろ
し
か
ら
ぬ
者
ど
も
で
あ
っ
た
。
ず
る
賢
い
小
童
を
賢
い
と
考
え
信
用
し
、
賢
人
と
事
を
圖
ろ
う
と

し
な
か
っ
た
の
で
、
賢
者
は
こ
れ
を
憂
え
た
の
で
あ
る
。
忽
を
名
指
し
し
た
く
な
か
っ
た
の
で
、
彼
が
用
い
た
者
を
指
し
て
刺
っ

た
の
で
あ
る
（
忽
所
美
非
美
、
以
狡
童
爲
賢
而
信
用
之
、
不
與
賢
人
圖
事
。
賢
者
憂
之
。
不
欲
斥
忽
而
斥
其
所
用
之
人
也
）（「
狡

童
」
首
章
、『
詩
緝
』）

詩
人
が
眞
に
刺
り
た
い
相
手
は
確
か
に
主
君
の
昭
公
な
の
だ
が
、
主
君
を
直
接
批
判
す
る
の
を
避
け
、
彼
の
取
り
卷
き
を
刺
る
こ
と

に
よ
っ
て
閒
接
的
に
昭
公
へ
の
批
判
の
氣
持
を
傳
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
言
う
。
つ
ま
り
嚴
粲
は
こ
の
詩
の
中
に
、
あ
か
ら
さ
ま

な
批
判
と
な
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
批
判
の
對
象
を
故
意
に
ず
ら
す
と
い
う
、
諷
刺
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
「
毛
詩
大
序
」
に
言
う
「
譎
諫
」
の
表
現
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う）
（1
（

。
こ
の
よ
う
に
、
嚴
粲
は
詩
人
の
諷
刺
の
レ
ト
リ
ッ
ク

を
發
見
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
朱
熹
が
小
序
お
よ
び
そ
れ
に
則
っ
た
漢
唐
詩
經
學
の
解
釋
に
對
し
て
行
っ
た

批
判
で
あ
る
。
彼
は
朱
熹
の
批
判
の
根
據
（
臣
下
が
主
君
を
「
狡
童
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
あ
り
得
な
い
・「
山
有
扶
蘇
」
と
「
狡
童
」
兩

詩
に
お
い
て
「
狡
童
」
の
語
が
指
し
て
い
る
も
の
は
一
致
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
を
受
容
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
逆
手
に
と
っ
て

小
序
を
擁
護
し
得
る
新
た
な
解
釋
に
到
達
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
朱
熹
の
小
序
批
判
の
論
點
を
吸
收
し
な
が
ら
小
序
に
從
う
と
い

う
、
一
見
相
矛
盾
す
る
二
種
類
の
研
究
態
度
を
兩
立
さ
せ
る
こ
と
を
通
し
て
、
嚴
粲
は
本
詩
の
言
辭
に
、
忠
義
の
詩
人
に
よ
る
主
君
へ

の
配
慮
を
保
持
し
つ
つ
諫
言
を
行
う
と
い
う
、「
譎
諫
」
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
朱
熹
の
後
に
出
て
、
そ
の
詩
經
學
に
多
く
を
學
び
な
が
ら
も
、
尊
序
の
立
場
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
獨
自
の
詩
經
解
釋
を

目
指
し
た
嚴
粲
の
詩
經
解
釋
學
史
上
の
立
ち
位
置
が
現
れ
て
い
る
。
小
序
に
從
う
と
い
う
枷
が
嚴
粲
を
新
た
な
詩
篇
解
釋
の
次
元
に
導

い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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より深く潛水しより自由に游泳するために

（　

同
情
に
基
づ
い
た
人
物
理
解

嚴
粲
の
尊
序
の
立
場
は
、
諫
言
の
相
手
に
對
す
る
詩
人
の
配
慮
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
讀
み
と
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
だ
け
で
は
な
い
。

嚴
粲
自
身
が
詩
中
の
登
場
人
物
に
向
け
る
視
線
の
性
質
に
對
し
て
も
彼
の
尊
序
の
立
場
が
影
響
を
與
え
、
朱
熹
の
そ
れ
と
は
異
な
る
も

の
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
例
も
あ
る
。
こ
れ
を
逆
に
言
え
ば
、
朱
熹
が
反
序
の
立
場
を
取
っ
た
こ
と
が
、

詩
中
の
登
場
人
物
に
對
す
る
朱
熹
の
視
線
の
質
を
左
右
し
、
彼
の
注
釋
か
ら
浮
か
び
上
が
る
登
場
人
物
の
人
閒
像
、
廣
い
言
い
方
を
す

れ
ば
朱
熹
の
人
閒
理
解
に
も
影
響
を
與
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

衞
風
「
氓
」
を
取
り
上
げ
る
。
本
詩
に
對
す
る
朱
熹
と
嚴
粲
の
解
釋
を
比
較
し
な
が
ら
、
兩
者
が
主
人
公
の
女
性
の
人
閒
像
を
ど
の

よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
を
見
て
い
き
た
い
。

［
小
序
］「
氓
」
は
時
世
を
刺
る
詩
で
あ
る
。
宣
公
の
時
、
禮
義
は
消
失
し
失
わ
れ
、
淫
亂
の
風
氣
が
大
い
に
蔓
延
し
、
男
女
は
區

別
な
く
、
と
う
と
う
互
い
に
誘
惑
し
出
奔
す
る
に
至
っ
た
。
花
が
散
り
落
ち
容
色
が
衰
え
る
と
、
ま
た
互
い
に
棄
て
去
り
裏
切
り

背
い
た
。
そ
の
中
に
あ
る
い
は
困
窮
し
自
ら
悔
い
、
そ
の
連
れ
合
い
を
失
っ
た
者
が
い
た
。
故
に
事
の
顚
末
を
述
べ
て
風
刺
し
た
。

正
し
い
道
に
立
ち
返
っ
た
こ
と
を
美
め
、
淫
泆
を
刺
る
の
で
あ
る
（
氓
、
刺
時
也
。
宣
公
之
時
、
禮
義
消
亡
、
淫
風
大
行
、
男
女

無
別
、
遂
相
奔
誘
。
華
落
色
衰
、
復
相
棄
背
。
或
乃
困
而
自
悔
喪
其
妃
耦
。
故
序
其
事
以
風
焉
。
美
反
正
、
刺
淫
泆
也
）

送
子
涉
淇　
　

子
を
送
る
に
淇
を
涉
る
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至
于
頓
丘　
　

頓
丘
に
至
る

匪
我
愆
期　
　

我　

期
を
愆す
ご

す
に
匪
ず

子
無
良
媒　
　

子　

良
媒
無
け
れ
ば
な
り

將
子
無
怒　
　

將ね
が

は
く
は
子
怒
る
こ
と
無
か
れ

秋
以
爲
期　
　

秋
以
て
期
と
爲
せ�

［
首
章
］

［
集
傳
］
本
詩
は
、
淫
婦
が
男
に
棄
て
ら
れ
て
事
の
顚
末
を
自
ら
敍
述
し
、
悔
い
か
つ
恨
む
思
い
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
も

そ
も
、
男
と
〔
驅
け
落
ち
の
〕
計
畫
を
し
て
お
き
な
が
ら
結
局
行
か
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、〔
男
が
よ
い
仲
人
を
立
て
る
こ
と

を
〕
し
な
か
っ
た
と
責
め
て
、
そ
の
た
め
に
〔
驅
け
落
ち
す
る
の
が
〕
難
し
か
っ
た
の
だ
と
〔
言
い
譯
〕
し
、
さ
ら
に
ま
た
男
と

約
束
し
て
、
そ
の
意
志
を
固
め
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
計
略
は
實
に
ず
る
賢
く
、
愚
か
な
よ
そ
者
の
男
を
手
玉
に
取
る
の

は
お
手
の
物
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
棄
て
ら
れ
る
の
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
（
此
淫
婦
爲
人
所
棄

而
自
敘
其
事
、
以
道
其
悔
恨
之
意
也
。
夫
既
與
之
謀
而
不
遂
往
、
又
責
所
無
以
難
其
事
、
再
爲
之
約
、
以
堅
其
志
、
此
其
計
亦
狡

矣
、
以
御
蚩
蚩
之
氓
、
宜
其
有
餘
、
而
不
免
於
見
棄
）

［
詩
緝
］
首
章
は
事
の
始
ま
り
を
述
べ
る
。
私
は
男
に
誘
惑
さ
れ
て
い
っ
し
ょ
に
驅
け
落
ち
す
る
こ
と
を
承
諾
し
た
…
…
自
分
は

は
じ
め
の
う
ち
は
躊
躇
っ
て
い
た
の
だ
が
、
男
に
迫
ら
れ
て
そ
れ
で
よ
う
や
く
承
諾
し
た
（
一
章
述
始
者
。
己
爲
男
子
所
誘
而
已

許
之
奔
也
…
…
言
己
初
爲
遲
疑
、
爲
男
子
所
迫
趣
、
乃
許
之
也
）
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主
人
公
の
女
性
は
「
氓
」、
す
な
わ
ち
よ
そ
者
の
男
性
、
と
約
束
し
な
が
ら
、
約
束
の
場
に
行
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、

あ
な
た
が
然
る
べ
き
仲
人
を
立
て
て
私
に
結
婚
を
申
し
込
ん
で
く
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
、
だ
か
ら
、
ど
う
ぞ
私
を
怒
ら
な
い
で
く
だ
さ

い
、
秋
に
は
い
っ
し
ょ
に
な
る
と
お
約
束
し
ま
し
ょ
う
、
と
歌
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
女
性
の
言
動
に
つ
い
て
朱
熹
は
、
自
分
が
約
束
を
破
っ
て
男
の
も
と
に
行
か
な
か
っ
た
の
に
も
關
わ
ら
ず
、
言
い
譯
を

し
て
男
が
よ
い
仲
人
を
立
て
て
こ
な
か
っ
た
せ
い
だ
と
相
手
の
責
任
に
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
秋
に
は
き
っ
と
い
っ
し
ょ
に
な
り
ま
し

ょ
う
と
言
っ
て
相
手
の
氣
を
引
い
て
、
相
手
の
自
分
に
對
す
る
執
着
を
よ
り
強
い
も
の
に
し
て
、
愛
情
を
さ
ら
に
燃
え
上
が
ら
せ
よ
う

と
し
て
い
る
。
女
性
が
手
練
手
管
を
使
っ
て
男
を
手
玉
に
取
ろ
う
と
し
て
い
る
と
捉
え
て
い
る
。

そ
れ
に
對
し
て
嚴
粲
は
、
男
を
自
分
の
意
の
ま
ま
に
操
ろ
う
と
計
略
を
巡
ら
す
狡
猾
な
女
の
姿
は
讀
み
と
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
驅
け

落
ち
す
る
こ
と
に
後
ろ
め
た
さ
を
覺
え
な
が
ら
も
、
男
性
の
強
引
さ
に
屈
し
て
し
ま
っ
た
、
受
け
身
な
立
場
で
心
な
ら
ず
も
不
行
狀
を

働
く
こ
と
に
な
っ
た
、
あ
る
意
味
で
被
害
者
的
な
立
場
に
女
性
が
置
か
れ
て
い
る
と
捉
え
て
い
る
。

爾
卜
爾
筮　
　

爾
卜
し　

爾
筮
し

體
無
咎
言　
　

體
に
て
咎と
が

言ご
と

無
し

以
爾
車
來　
　

爾
が
車
を
以
て
來
れ

以
我
賄
遷　
　

我
が
賄た
か
らを

以
て
遷
さ
む�

［
第
二
章
］

［
集
傳
］
そ
こ
で
、〔
私
は
男
に
〕
彼
の
卜
筮
を
し
て
得
た
卦
の
文
句
を
聞
い
た
。
も
し
凶
兆
が
現
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
あ
な
た
は

車
を
操
っ
て
私
を
迎
え
に
來
な
さ
い
。
私
も
財
產
を
も
っ
て
あ
な
た
に
つ
い
て
い
き
ま
す
（
於
是
問
其
卜
筮
、
所
得
卦
兆
之
體
、
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若
無
凶
咎
之
言
、
則
以
爾
之
車
來
迎
、
當
以
我
之
賄
往
遷
也
）

［
詩
緝
］
第
二
章
で
は
、
自
分
が
男
に
誘
惑
さ
れ
て
と
う
と
う
出
奔
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
敍
述
す
る
…
…
あ
な
た
は
、
亀
の
甲

羅
や
筮
竹
に
よ
っ
て
私
た
ち
の
仲
を
占
っ
て
、
そ
の
卦
に
何
も
凶
兆
を
表
す
言
葉
は
出
な
か
っ
た
か
ら
、
私
が
あ
な
た
の
妻
に
な

る
の
が
い
い
の
だ
と
言
っ
た
…
…
男
が
卜
筮
に
か
こ
つ
け
て
迫
っ
た
の
で
、
私
は
と
う
と
う
全
財
產
を
空
に
し
て
男
に
つ
い
て
い

っ
た
と
言
う
（
二
章
述
己
爲
男
子
所
惑
而
遂
奔
之
也
…
…
爾
卜
之
於
龜
、
筮
之
於
蓍
、
其
兆
卦
之
體
、
皆
無
凶
咎
之
辭
、
言
與
我

宜
爲
室
家
爾
…
…
謂
男
子
假
卜
筮
以
要
、
己
遂
罄
其
資
以
從
之
也
）

朱
熹
の
解
釋
で
は
、
女
は
男
に
對
し
て
、
占
い
が
よ
け
れ
ば
財
產
を
も
っ
て
あ
な
た
に
つ
い
て
い
く
か
ら
、
占
い
の
結
果
を
敎
え
な

さ
い
と
言
っ
て
い
る
。
戀
心
に
驅
ら
れ
て
餘
事
を
忘
れ
て
男
の
後
を
つ
い
て
い
く
と
い
う
の
で
は
な
く
、
狀
況
判
斷
を
し
つ
つ
財
產
を

ち
ら
つ
か
せ
て
男
の
優
位
に
立
と
う
と
す
る
、
計
算
高
く
し
た
た
か
な
女
性
が
讀
み
取
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
嚴
粲
の
解
釋
で
は
男
は
占
い
を
し
て
い
い
卦
が
出
た
と
言
っ
て
女
に
驅
け
落
ち
を
強
く
迫
っ
た
の
で
、
女
は
斷
り
き
れ
ず
に

全
財
產
を
も
っ
て
男
に
從
っ
た
こ
と
に
な
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
男
性
の
口
車
に
乘
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
後
悔
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

や
は
り
強
引
な
男
に
屈
し
た
受
動
的
な
立
場
に
女
を
置
い
て
い
る
。

桑
之
未
落　
　

桑
の
未
だ
落
ち
ざ
る
と
き
に

其
葉
沃
若　
　

其
の
葉　

沃お
く
じ
や
く若た
り

于
嗟
鳩
兮　
　

于あ

あ嗟　

鳩
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無
食
桑
葚　
　

桑
の
葚み

を
食は

む
こ
と
無
か
れ

于
嗟
女
兮　
　

于あ

あ嗟　

女

無
與
士
耽　
　

士
と
耽ふ
け

る
こ
と
無
か
れ

士
之
耽
兮　
　

士
の
耽
る
を
ば

猶
可
說
也　
　

猶
ほ
說と

く
べ
き
な
り

女
之
耽
兮　
　

女
の
耽
る
を
ば

不
可
說
也　
　

說
く
べ
か
ら
ざ
る
な
り
也�

［
第
三
章
］

［
集
傳
］
婦
人
は
男
に
棄
て
ら
れ
て
か
ら
、
深
く
自
ら
恥
じ
か
つ
悔
い
る
言
葉
を
述
べ
る
（
婦
人
被
棄
之
後
、
深
自
愧
悔
之
辭
）

［
詩
緝
］
思
う
に
、
彼
女
が
驅
け
落
ち
を
し
て
し
ま
っ
た
後
、
ま
だ
二
人
の
閒
の
愛
情
が
冷
め
な
い
う
ち
に
、
す
ぐ
さ
ま
恥
じ
か

つ
悔
い
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
も
は
や
手
遲
れ
な
の
で
あ
る
（
蓋
言
其
既
奔
之
後
不
待
愛
弛
、
旋
既
愧
悔
、
已
無
及
也
）

朱
熹
は
、
女
性
が
年
老
い
て
容
貌
が
衰
え
て
棄
て
ら
れ
た
後
で
、
よ
う
や
く
後
悔
し
て
い
る
と
解
釋
す
る
の
に
對
し
、
嚴
粲
は
、
女

が
ま
だ
新
婚
氣
分
も
脱
け
ず
、
夫
の
愛
が
ま
だ
冷
め
て
い
な
い
の
に
、
す
で
に
自
分
が
不
道
德
な
行
爲
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
自

覺
し
て
い
る
と
す
る
。
朱
熹
の
よ
う
に
、
狀
況
が
一
變
し
て
か
ら
後
悔
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
か
ら
主
體
的
に
道
德
的
反
省
を
行
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

續
く
第
四
章
の
『
集
傳
』
で
は
、
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そ
こ
で
女
は
棄
て
ら
れ
て
、
ま
た
車
に
乘
っ
て
川
を
渡
っ
て
實
家
に
戾
っ
た
。
ま
た
、
過
ち
は
自
分
に
は
な
く
彼
に
あ
る
の
だ

と
言
う
（
於
是
見
棄
、
復
乘
車
而
度
水
以
歸
。
復
自
言
其
過
不
在
此
、
而
在
彼
也
）

と
、
棄
て
ら
れ
た
女
性
が
自
分
の
行
動
を
反
省
す
る
ど
こ
ろ
か
、
事
の
責
任
を
男
性
に
被
せ
て
自
分
は
無
實
だ
と
言
う
と
解
釋
す
る）
（1
（

。

第
三
章
で
「
自
ら
愧
ぢ
悔
」
い
て
い
る
と
言
い
な
が
ら
、
實
際
に
は
自
分
の
非
を
認
め
な
い
女
性
を
讀
み
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
前
稿）
（1
（

で
分
析
し
た
よ
う
に
、
第
五
章
の
『
集
傳
』
は
、
實
家
に
歸
っ
た
女
が
兄
弟
か
ら
嘲
笑
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ

れ
も
彼
女
の
し
で
か
し
た
こ
と
の
當
然
の
報
い
と
突
き
放
し
た
讀
解
を
す
る
の
に
對
し
て
、『
詩
緝
』
で
は
、
父
母
が
す
で
に
死
去
し

兄
弟
の
み
殘
る
實
家
に
足
ど
り
重
く
向
か
う
道
々
、
歸
っ
た
ら
兄
弟
か
ら
さ
ぞ
か
し
輕
蔑
の
目
で
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
恐
れ
か
つ
惱

む
女
の
胸
中
を
同
情
を
込
め
て
讀
み
と
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
集
傳
』
と
『
詩
緝
』
の
注
釋
か
ら
浮
か
び
上
が
る
「
氓
」
の
主
人
公
の
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
は
對
照
的
で
あ
る
。
そ

れ
は
取
り
も
直
さ
ず
、
注
釋
者
た
る
朱
熹
と
嚴
粲
の
兩
者
が
こ
の
女
性
に
對
し
て
對
照
的
な
ス
タ
ン
ス
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
表
す
。

『
集
傳
』
の
女
性
は
、
自
ら
主
導
的
に
不
道
德
な
行
爲
を
し
な
が
ら
、
一
旦
そ
れ
が
破
綻
す
る
と
罪
を
相
手
に
押
し
つ
け
自
分
の
無
辜

を
主
張
し
て
や
ま
な
い
。
そ
の
姿
は
讀
者
に
反
感
を
催
さ
せ
る
。
注
釋
を
通
し
て
そ
の
よ
う
な
女
性
像
を
讀
者
の
前
に
提
示
し
た
朱
熹

は
、
あ
た
か
も
裁
判
席
の
高
み
か
ら
女
性
を
見
下
ろ
し
、
主
人
公
の
不
道
德
性
を
指
彈
し
、
品
性
の
卑
し
さ
を
あ
げ
つ
ら
い
、
彼
女
の

不
幸
を
因
果
應
報
と
し
て
斷
罪
す
る
の
で
あ
る
。

一
方
『
詩
緝
』
の
女
性
は
、
男
の
口
車
に
乘
せ
ら
れ
て
結
果
的
に
不
道
德
な
行
爲
を
し
て
し
ま
っ
た
も
の
の
、
終
始
自
分
の
行
動
に

後
ろ
め
た
さ
を
感
じ
躊
躇
し
後
悔
し
て
い
る
。
夫
に
棄
て
ら
れ
た
後
も
ひ
た
す
ら
自
ら
を
恥
じ
か
つ
悔
い
て
お
り
、
む
し
ろ
讀
者
の
同

情
を
喚
起
さ
せ
る
。
注
釋
者
嚴
粲
も
朱
熹
と
は
逆
に
、
主
人
公
が
道
德
的
反
省
を
し
得
る
、
良
心
と
良
識
を
具
え
た
人
閒
で
あ
り
な
が
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ら
、
押
し
の
強
い
男
の
誘
惑
に
流
さ
れ
て
心
な
ら
ず
も
不
道
德
な
行
爲
を
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
、
む
し
ろ
男
性
の
強
引
さ
と
卑
劣
さ

に
よ
る
被
害
者
の
側
面
を
強
調
す
る
讀
み
取
り
を
し
て
い
る
。
心
の
弱
さ
を
抱
え
た
女
性
を
冷
た
く
突
き
放
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

悔
や
み
悲
し
む
彼
女
に
寄
り
添
い
つ
つ
そ
の
心
情
の
奧
深
く
ま
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
顯
著
で
あ
る
。

本
詩
の
ご
と
く
朱
熹
が
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
淫
詩
」
に
つ
い
て
、
主
人
公
の
女
性
に
對
す
る
讀
者
の
反
感
を
喚
起
す
る
の
を
狙
っ
て

解
釋
を
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
例
は
他
に
も
あ
る
。
例
と
し
て
鄭
風
「
狡
童
」
を
擧
げ
よ
う
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
朱
熹
は
「
狡

童
」
を
淫
詩
と
し
て
解
釋
す
る
が
、
そ
の
首
章
、

彼
狡
童
兮

不
與
我
言
兮

維
子
之
故

使
我
不
能
餐
兮

の
『
集
傳
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

こ
れ
も
ま
た
、
淫
蕩
な
女
が
棄
て
ら
れ
て
、
棄
て
た
男
に
戲
れ
て
言
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
私
を
好
い
て
く
れ
る
人
は
た
く
さ
ん

い
ま
す
、
あ
な
た
に
棄
て
ら
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
私
が
（
失
意
の
あ
ま
り
）
食
事
も
喉
に
通
ら
な
い
よ
う
に
な
る
な
ど
と
い
う

こ
と
が
あ
る
も
の
で
す
か
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
此
亦
淫
女
見
絕
而
戲
其
人
之
詞
。
言
悅
己
者
衆
、
子
雖
見
絕
、
未
至
於

使
我
不
能
餐
也
）
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こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
末
二
句
を
「
維
れ
子き
み

の
故
に
、
我
を
し
て
餐
す
る
能
は
ざ
ら
使
め
ん
や
」
と
、
反
語
と
し
て
解
釋
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。「
維
子
之
故
、
使
我
不
能
餐
兮
」
と
い
う
詩
句
自
體
に
は
、
こ
れ
を
反
語
と
し
て
讀
み
取
る
べ
き
と
の
言
語
的
標

識
は
な
い
。
實
際
、
漢
唐
詩
經
學
の
解
釋
以
來
、
本
句
は
反
語
と
し
て
で
は
な
く
通
常
の
平
敍
文
と
し
て
讀
み
取
ら
れ
て
き
た）
（1
（

。
そ
れ

を
あ
え
て
反
語
と
し
て
讀
み
解
い
た
と
こ
ろ
に
、
朱
熹
が
主
人
公
の
女
性
像
を
ど
の
よ
う
に
造
型
し
よ
う
と
し
た
か
、
そ
の
意
圖
を
窺

う
こ
と
が
で
き
る
。
本
句
を
平
敍
文
と
し
て
、「
あ
な
た
の
せ
い
で
、
私
は
食
事
も
喉
に
通
り
ま
せ
ん
」
と
解
釋
す
る
と
、
男
に
棄
て

ら
れ
た
女
性
の
哀
れ
さ
慘
め
さ
が
浮
か
び
上
が
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
こ
れ
を
讀
ん
だ
讀
者
は
女
性
に
對
し
て
同
情
心
を
起
こ

す
可
能
性
が
高
い
。
對
し
て
こ
れ
を
反
語
と
し
て
解
釋
す
れ
ば
、
ふ
し
だ
ら
な
戀
を
し
て
棄
て
ら
れ
た
と
い
う
の
に
、
歎
き
悲
し
む
で

も
な
く
、
か
と
い
っ
て
反
省
す
る
で
も
な
く
、
か
え
っ
て
男
に
對
し
て
捨
て
臺
詞
を
吐
い
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
讀
者
の
同
情
心
を
生

む
機
緣
は
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
朱
熹
は
讀
者
が
女
性
に
對
す
る
同
情
の
念
を
起
こ
す
こ
と
が
な
い
よ
う

に
、
あ
え
て
こ
の
二
句
を
反
語
と
し
て
解
釋
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
說
明
は
、「
氓
」
の
女
性
像
の
朱
熹
の
造
型
の
意
圖
に
も
當
て

嵌
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
を
言
い
換
え
れ
ば
、
朱
熹
は
詩
中
の
出
來
事
に
對
し
て
讀
者
が
一
樣
な
道
德
的
反
應
を
起
こ
す
こ
と
を
狙
っ
て
登
場
人
物
の
造

型
を
行
い
、
注
釋
を
通
じ
て
提
示
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
彼
が
反
序
の
立
場
を
と
っ
た
こ
と
か
ら
來
る
必
然
的
要
請
に

應
じ
た
も
の
で
あ
る
。
朱
熹
は
詩
篇
の
注
釋
か
ら
小
序
を
排
除
し
た
が
、
そ
の
一
方
で
『
詩
經
』
が
敎
化
の
た
め
の
存
在
で
あ
る
こ
と

を
認
め
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
詩
を
淫
詩
と
し
て
、
讀
ん
だ
人
閒
が
誰
で
も
道
德
的
な
不
快
感
を
催
す
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
想

定
し
た
。
し
た
が
っ
て
主
人
公
の
人
閒
像
を
分
析
す
る
時
、
こ
れ
で
も
か
こ
れ
で
も
か
と
い
う
よ
う
に
そ
の
不
道
德
性
を
際
立
た
せ
た

の
で
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
小
序
の
說
明
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
朱
熹
自
ら
が
詩
中
か
ら
直
接
に
道
德
的
敎
訓
を
讀
み
取

ろ
う
と
し
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
萬
人
が
共
通
に
自
分
自
身
の
力
で
そ
の
よ
う
な
道
德
的
敎
訓
を
讀
み
取
れ
る
は
ず
だ
と
考
え
た
こ
と
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より深く潛水しより自由に游泳するために

に
よ
り
、
登
場
人
物
の
人
柄
と
言
動
は
曖
昧
さ
の
な
い
明
瞭
な
道
德
性
あ
る
い
は
不
道
德
性
を
具
え
て
い
る
と
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た）
11
（

。
そ
の
た
め
に
朱
熹
は
、
極
め
て
嚴
し
い
評
價
に
基
づ
い
て
「
氓
」
と
「
狡
童
」
の
女
性
の
人
物
造
型
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

と
言
う
こ
と
は
、
嚴
粲
が
朱
熹
に
比
べ
て
よ
り
女
性
に
同
情
的
な
解
釋
を
行
っ
た
こ
と
も
、
彼
の
小
序
觀
に
そ
の
理
由
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
本
詩
小
序
の
首
句
に
、「
時
を
刺
る
也
」、
つ
ま
り
時
世
を
刺
っ
た
詩
で
あ
る
と
言
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
詩

緝
』
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
時
を
刺
る
」
と
い
う
か
ら
に
は
、
お
上
が
〔
人
々
を
不
道
德
に
〕
化
し
た
の
で
あ
る
。
男
女
の
結
び
つ
き
と
い
う
も
の
は
、

正
し
い
道
に
據
ら
な
け
れ
ば
長
續
き
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
後
悔
し
た
と
こ
ろ
で
取
り
返
し
は
つ
か
な
い
。
戒
め
る
所
以
で
あ

る
。「
美
」
め
た
詩
で
は
な
い）
1（
（

（
刺
時
則
上
所
化
也
。
男
女
之
合
、
不
以
正
則
不
可
以
久
。
雖
悔
何
及
。
所
以
戒
也
。
非
美
也
）

こ
こ
で
、「『
時
を
刺
る
』
と
は
則
ち
上
の
化
す
る
所
な
り
」
と
言
う
の
に
注
目
し
た
い
。
嚴
粲
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
敷
衍
す

れ
ば
、「
時
世
を
刺
る
と
い
う
の
は
、
お
上
が
淫
亂
で
あ
っ
た
の
で
下
々
の
者
ま
で
そ
れ
に
影
響
さ
れ
、
國
中
に
淫
亂
の
風
氣
が
滿
ち

た
、
そ
の
こ
と
を
刺
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
詩
で
責
任
を
問
わ
れ
て
い
る
の
は
あ
く
ま

で
爲
政
者
だ
と
嚴
粲
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
詩
中
に
歌
わ
れ
た
庶
民
階
級
の
女
性
は
眞
の
批
判
の
對
象
と
は
な
ら
な

い
。
女
性
は
お
上
が
釀
成
し
た
風
氣
に
毒
さ
れ
て
自
ら
も
不
品
行
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
受
動
的
な
存
在
、
あ
る
意
味
で
お
上
が
蔓
延
さ

せ
た
害
惡
の
被
害
者
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
女
性
の
切
な
さ
哀
れ
さ
が
鮮
明
に
描
か
れ
れ
ば
描
か
れ
る
ほ
ど
、
世
の
風

氣
に
翻
弄
さ
れ
る
人
閒
の
悲
し
さ
を
通
じ
て
、
小
序
が
說
明
す
る
本
詩
の
道
德
的
意
義

―
そ
の
よ
う
な
狀
況
に
彼
女
を
追
い
込
ん
だ
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お
上
の
罪
へ
の
批
判

―
が
よ
り
強
烈
に
傳
わ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
爲
政
者
の
道
德
的
な
反
省
を
促
す
と
い
う
目

的
も
よ
り
確
實
に
實
現
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
小
序
に
從
っ
て
解
釋
す
る
こ
と
で
求
め
ら
れ
る
女
性
像
は
、
先
に
見
て
き
た
嚴
粲
の
解
釋
が
描
き
出
す
女
性
像
と
合
致

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
嚴
粲
が
小
序
（
首
句
）
の
說
に
從
っ
た
こ
と
が
、
本
詩
に
お
い
て
彼
の
、
同
情
に
滿
ち
た
柔
ら

か
な
眼
差
し
で
主
人
公
の
女
性
を
見
つ
め
、
彼
女
の
心
情
に
分
け
入
っ
て
詩
句
を
解
釋
す
る
と
い
う
態
度
を
導
き
出
し
た
と
捉
え
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
尊
序
の
立
場
あ
っ
て
こ
そ
、
朱
熹
の
道
德
的
嚴
格
主
義
と
は
異
な
る
、
同
情
に
よ
る
解
釋
を
導
き
出
し
た
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、『
詩
經
』
が
道
德
の
書
で
あ
る
と
い
う
位
置
づ
け
が
い
さ
さ
か
も
搖
ら
い
で
い
な
い
狀
況

の
も
と
で
は
、
小
序
に
從
わ
な
い
よ
り
、
從
っ
た
方
が
よ
り
人
閒
の
弱
さ
、
哀
れ
さ
を
呑
み
込
み
な
が
ら
解
釋
す
る
自
由
度
を
上
げ
る

契
機
と
な
り
得
た
と
い
う
こ
と
を
、「
氓
」
の
詩
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

（　

對
話
の
發
見
―
嚴
粲
の
小
序
讀
解
に
お
け
る
技
術

―

と
こ
ろ
で
、「
狡
童
」
に
お
い
て
朱
熹
は
小
序
の
說
を
否
定
し
こ
の
詩
を
淫
詩
と
し
て
捉
え
た
。
反
序
の
態
度
が
斬
新
な
說
を
生
む

こ
と
に
繫
が
っ
て
い
る
。
一
方
、
尊
序
の
立
場
を
取
っ
た
嚴
粲
も
傳
統
的
な
解
釋
と
異
な
る
斬
新
な
解
釋
を
生
み
出
し
て
い
る
。
彼
は

小
序
の
說
を
ど
の
よ
う
に
用
い
な
が
ら
新
し
い
解
釋
に
辿
り
着
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
說
で
は
そ
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
一
端
を
考
察
し

た
い
。
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、
齊
風
「
鷄
鳴
」
で
あ
る
。
小
序
と
首
章
を
擧
げ
る
。

［
序
］「
鷄
鳴
」
は
、
賢
明
な
妃
を
思
っ
た
詩
で
あ
る
。
哀
公
は
荒
淫
で
政
治
に
怠
慢
で
あ
っ
た
の
で
、
故
に
正
し
い
道
を
完
成
で
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より深く潛水しより自由に游泳するために

き
る
よ
う
に
と
賢
妃
貞
女
が
朝
に
夕
に
愼
み
戒
め
た
こ
と
を
陳
べ
た
の
で
あ
る
（
鷄
鳴
、
思
賢
妃
也
。
哀
公
荒
淫
怠
慢
、
故
陳
賢

妃
貞
女
夙
夜
警
戒
相
成
之
道
焉
）

鷄
既
鳴
矣　
　

鷄　

既
に
鳴
き
ぬ

朝
既
盈
矣　
　

朝　

既
に
盈
ち
ぬ

［
傳
］
鷄
が
鳴
く
と
夫
人
が
起
床
し
、
朝
廷
に
臣
下
が
滿
ち
る
と
君
主
が
起
床
す
る
（
鷄
鳴
而
夫
人
作
、
朝
盈
而
君
作
）

匪
鷄
則
鳴　
　

鷄　

則
ち
鳴
く
に
匪
ず

蒼
蠅
之
聲　
　

蒼
蠅
の
聲
な
り

［
傳
］
蠅
の
羽
音
は
、
遠
く
で
鷄
が
鳴
く
聲
に
似
て
い
る
（
蒼
蠅
之
聲
、
有
似
遠
鷄
之
鳴
）

『
正
義
』
は
小
序
を
次
の
よ
う
に
解
說
す
る
。

彼
女
を
「
思
」
う
理
由
は
、
哀
公
が
女
色
に
溺
れ
き
り
、
政
務
に
怠
慢
だ
っ
た
の
が
、
内
に
愼
み
戒
め
る
よ
う
な
賢
明
な
妃
が

い
な
か
っ
た
た
め
だ
か
ら
で
あ
る
。
君
子
は
こ
の
有
樣
を
見
て
本
詩
を
作
っ
た
。
古
の
賢
明
で
貞
淑
な
妃
が
朝
な
夕
な
に
夫
に
警

告
し
訓
戒
し
て
、
正
し
い
道
を
完
成
さ
せ
た
こ
と
を
陳
述
し
た
の
で
あ
る
（
所
以
思
之
者
、
以
哀
公
荒
淫
女
色
、
怠
慢
朝
政
、
此

由
內
無
賢
妃
以
相
警
戒
故
也
。
君
子
見
其
如
此
、
故
作
此
詩
。
陳
古
之
賢
妃
貞
女
夙
夜
警
戒
於
夫
、
以
相
成
益
之
道
焉
）

小
序
の
記
述
に
は
、
二
つ
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
。
一
つ
は
首
序
に
言
う
「
賢
妃
を
思
う
」
と
い
う
要
素
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
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荒
淫
で
怠
慢
な
哀
公
を
刺
る
と
い
う
要
素
で
、
第
二
句
以
下
で
觸
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
相
異
な
る
要
素
と
詩
篇
に
表
現
さ
れ

た
内
容
と
の
關
係
に
つ
い
て
、『
正
義
』
は
「
陳
古
」
と
い
う
語
を
用
い
て
次
の
よ
う
に
說
明
し
て
い
る

―
詩
に
詠
わ
れ
て
い
る
の

は
古
の
治
ま
れ
る
御
世
の
賢
明
な
妃
の
う
る
わ
し
い
行
い
で
あ
っ
て
、
哀
公
へ
の
批
判
は
直
接
は
言
及
さ
れ
ず
、
詩
の
内
容
の
裏
に
隱

さ
れ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
詩
人
は
賢
妃
を
贊
美
し
つ
つ
現
今
の
妃
に
そ
の
よ
う
な
優
れ
た
婦
德
が
な
い
こ
と
を
暗
示
し
、
そ
の
た
め

に
哀
公
も
淫
亂
な
生
活
に
浸
り
き
っ
て
正
道
に
立
ち
歸
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
と
い
う
慨
歎
の
思
い
を
傳
え
て
い
る

―
。
こ
れ
は
、

「
陳
古
刺
今
（
あ
る
い
は
「
思
古
傷
今
」）」
說
と
呼
ば
れ
る
解
釋
法
で
、『
正
義
』
に
多
用
さ
れ
た）
11
（

。

『
正
義
』
の
解
釋
は
後
代
に
繼
承
さ
れ
た
。
蘇
轍
『
詩
集
傳
』（
以
下
、『
蘇
傳
』
と
略
稱
）
で
、
本
詩
に
對
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

夫
人
は
早
朝
に
起
床
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
氣
持
を
常
に
心
に
抱
い
て
い
た
の
で
、
蠅
の
飛
ぶ
音
を
聞
い
て
鷄
が
鳴
い

た
か
と
思
い
、
月
が
昇
っ
た
の
を
見
て
東
の
空
が
明
け
た
と
思
っ
た
の
で
あ
る）
11
（

（
夫
人
不
忘
夙
興
、
故
以
蠅
聲
爲
鷄
鳴
、
以
月
出

爲
東
方
之
明
）

蘇
轍
は
「
鷄
鳴
、
思
賢
妃
也
」
と
い
う
首
序
の
み
を
採
用
す
る
。
右
に
引
用
し
た
注
釋
で
も
陳
古
刺
今
の
作
と
明
示
は
し
て
い
な
い

の
で
、
一
見
『
正
義
』
と
說
を
異
に
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
彼
は
、
首
序
に
付
け
た
注
で
「
毛
詩
の
序
に
『
本
詩
は
哀
公

に
つ
い
て
の
詩
で
あ
る
（
毛
詩
之
敍
曰
哀
公
之
詩
也
）」
と
言
っ
て
小
序
第
二
句
の
内
容
を
取
り
込
ん
で
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
本
詩
は

表
現
さ
れ
た
内
容
と
し
て
は
賢
妃
の
行
い
に
對
す
る
贊
美
で
あ
る
が
、
實
際
は
暗
君
哀
公）
11
（

へ
の
批
判
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
、
す

な
わ
ち
陳
古
刺
今
の
詩
だ
と
捉
え
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、『
正
義
』
の
解
釋
を
踏
襲
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

小
序
の
多
く
を
無
根
の
說
と
排
し
た
朱
熹
も
、
本
詩
に
つ
い
て
は
、「
此
の
序　

之
を
得
た
り
（
此
序
得
之
）」（「
詩
序
辨
說
」）
と
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より深く潛水しより自由に游泳するために

言
い
、
ま
た
『
集
傳
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
解
釋
す
る
。

次
の
こ
と
を
詠
っ
て
い
る

―
古
の
賢
明
な
妃
が
主
君
の
寢
所
に
御
し
、
ま
さ
に
夜
が
あ
け
よ
う
と
す
る
時
に
は
、
必
ず
主
君

に
、「
鷄
が
す
で
に
鳴
き
ま
し
た
。
朝
ま
つ
り
ご
と
の
た
め
に
出
仕
し
た
臣
下
た
ち
も
す
で
に
宮
廷
に
滿
ち
て
お
り
ま
し
ょ
う
」

と
申
し
上
げ
て
、
主
君
が
早
く
起
床
し
て
、
政
務
を
執
る
よ
う
促
し
て
い
る
。
し
か
し
、
實
際
に
は
、
鷄
が
鳴
い
た
の
で
は
な
く
、

な
ん
と
蠅
の
羽
音
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
賢
明
な
妃
は
朝
早
く
起
床
す
る
時
い
つ
も
寢
過
ご
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
心
配

し
て
い
る
の
で
、
似
た
音
を
聞
く
と
そ
れ
を
本
物
と
思
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
心
に
恐
れ
戰
く
思
い
を
抱
き
、
逸
樂
に
溺
れ
な
い
よ

う
に
と
思
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
こ
う
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
故
に
詩
人
は
こ
の
こ
と
を
敍
述
し
て
美
め
た
の

で
あ
る
（
言
古
之
賢
妃
御
於
君
所
。
至
於
將
旦
之
時
、
必
告
君
曰
、
鷄
既
鳴
矣
、
會
朝
之
臣
既
已
盈
矣
。
欲
令
君
早
起
而
視
朝
也
。

然
其
實
非
鷄
之
鳴
也
、
乃
蒼
蠅
之
聲
也
。
蓋
賢
妃
當
夙
興
之
時
、
心
常
恐
晚
、
故
聞
其
似
者
而
以
爲
眞
。
非
其
心
存
警
畏
而
不
留

於
逸
欲
、
何
以
能
此
。
故
詩
人
敘
其
事
而
美
之
也
）（
首
章
『
集
傳
』）

朱
熹
は
、
基
本
的
に
は
陳
古
刺
今
說
に
反
對
し
た）
11
（

。
事
實
、「
詩
序
辨
說
」
で
先
に
引
用
し
た
句
に
續
け
て
、

し
か
し
、
哀
公
〔
に
詩
に
詠
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
荒
淫
怠
慢
の
行
い
が
あ
っ
た
か
否
か
〕
に
つ
い
て
は
實
證
で
き
る
史
料
が
な

い
。
あ
る
い
は
彼
の
諡
が
〔「
哀
」
と
い
う
〕
惡
い
文
字
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
解
釋
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
（
但

哀
公
未
有
所
考
、
豈
亦
以
諡
惡
而
得
之
歟
）
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と
、
本
詩
を
哀
公
に
繫
け
る
の
を
根
據
不
足
と
し
て
い
る
の
は
、
や
は
り
本
詩
を
陳
古
刺
今
の
詩
と
解
釋
す
る
こ
と
に
反
對
し
て
い
る

か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
彼
が
本
詩
を
「
古
の
賢
妃
の
…
…
す
る
を
言
」
う
詩
だ
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
本
詩
は
作
者
が
同
時
代
の
出
來
事
を
詠
っ
た
も
の
で
は
な
く
古
を
贊
美
し
た
も
の
だ
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ

ば
、
い
っ
た
い
作
者
は
な
ぜ
古
を
贊
美
し
た
の
か
、
作
詩
の
意
圖
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
大
序
に
「
王
道
衰
へ
、
禮
義
廢
れ
、
政

敎
失
は
れ
、
國
ご
と
に
政
を
異
に
し
、
家
ご
と
に
俗
を
殊
に
し
て
、
變
風
變
雅
作お
こ

る
（
至
于
王
道
衰
、
禮
義
廢
、
政
敎
失
、
國
異
政
、

家
殊
俗
、
而
變
風
變
雅
作
矣
）」
と
言
い
、
朱
熹
が
「
邶
風
か
ら
豳
風
ま
で
の
十
三
國
風
は
變
風
で
あ
る
（
邶
至
豳
十
三
國
爲
變
風
）」

（「
詩
傳
綱
領
」）
と
注
す
る
變
風
の
一
つ
で
あ
る
齊
風
に
、
本
詩
が
收
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
着
目
す
れ
ば
、
詩
本
文
の
古
の
贊
美

の
裏
に
現
今
の
狀
況
に
對
す
る
批
判
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う）
11
（

。
す
な
わ
ち
朱
熹
も
、『
正
義
』
の
枠

組
み
に
基
づ
い
て
本
詩
を
解
釋
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
先
入
主
を
排
し
て
自
分
自
身
の
目
で
熟
讀
玩
味
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
詩
の
眞
の
意
味
を
心
得
す
る
解
釋
法
を
標
榜
し
た
朱
熹
で
あ
る
が
、
實
際
に
は
解
釋
の
傳
統
の
中
に
し
っ
か
り
と
組
み
込
ま
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
詩
は
尊
序
・
反
序
と
い
う
立
場
の
違
い
を
超
え
て
、
傳
統
的
に
陳
古
刺
今
の
枠
組
み
の
中
で
解
釋
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
流
れ
を
見
る
と
、
蘇
轍
と
同
樣
に
小
序
首
句
を
尊
重
す
る
嚴
粲
も
、
當
然
本
詩
を
陳
古
刺
今
詩
と
捉
え
て
い
た
だ
ろ
う
と

豫
想
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、『
詩
緝
』
を
見
る
と
そ
う
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

本
詩
は
、
荒
淫
を
直
に
刺
っ
た
詩
で
あ
る
。
小
序
に
「
賢
妃
を
思
ふ
」
と
言
う
の
は
、
詩
人
の
言
外
の
意
で
あ
る
（
此
詩
直
刺

荒
淫
。
序
言
思
賢
妃
者
、
詩
人
言
外
之
意
也
）（「
鷄
鳴
」
小
序
『
詩
緝
』）
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より深く潛水しより自由に游泳するために

古
は
、
太
師
が
、「
鷄
が
鳴
き
ま
し
た
」
と
奏
上
す
れ
ば
君
主
は
起
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
今
鷄
は
す
で
に
鳴
い
た
。

朝
廷
は
す
で
に
參
集
し
た
者
た
ち
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
哀
公
は
、「
こ
れ
は
鷄
の
鳴
き
聲
で
は
な
い
。
蠅

の
羽
音
だ
」
と
言
う
。
鷄
の
鳴
き
聲
と
蠅
の
羽
音
は
似
て
な
ど
い
な
い
。〔
そ
れ
な
の
に
そ
の
よ
う
に
強
辯
す
る
と
こ
ろ
に
哀
公

の
〕
荒
淫
で
正
常
な
判
斷
力
を
失
っ
た
樣
子
が
現
れ
て
い
る
。
哀
公
に
は
〔
孟
子
の
い
わ
ゆ
る
〕「
夜
氣）
11
（

」
が
殘
っ
て
い
な
い
○

舊
說
で
は
、
古
の
賢
妃
が
そ
の
夫
に
早
く
起
き
る
よ
う
に
戒
め
、
誤
っ
て
蠅
の
羽
音
を
鷄
の
鳴
き
聲
だ
と
思
っ
た
と
言
う
。
し
か

し
、
蠅
と
い
う
の
は
天
が
明
る
く
な
り
か
け
な
い
と
飛
ん
で
羽
音
を
立
て
る
こ
と
は
な
い
。
鷄
が
鳴
く
の
は
夜
が
明
け
る
前
で
あ

り
、
そ
の
時
に
は
蠅
の
羽
音
は
聞
こ
え
な
い
の
で
あ
る
（
古
者
太
師
奏
鷄
鳴
則
君
當
起
。
今
鷄
已
鳴
矣
。
會
集
於
朝
中
者
已
盈
滿

矣
。
哀
公
乃
謂
此
非
鷄
之
鳴
、
是
蒼
蠅
之
聲
耳
。
鷄
鳴
與
蠅
聲
不
相
類
。
見
荒
淫
昏
亂
也
。
哀
公
無
夜
氣
之
存
矣
○
舊
說
以
爲
古

之
賢
妃
警
其
夫
欲
令
早
起
、
誤
以
蠅
聲
爲
鷄
聲
。
蠅
以
天
將
明
乃
飛
而
有
聲
。
鷄
未
明
之
前
、
無
蠅
聲
也
）（
同
、
首
章
『
詩
緝
』）

嚴
粲
は
本
詩
を
陳
古
刺
今
詩
と
と
ら
な
い
。
彼
は
、
本
詩
は
古
を
懷
古
し
た
も
の
で
は
な
く
、
哀
公
が
起
床
を
嫌
が
り
朝
政
を
顧
み

よ
う
と
し
な
い
樣
子
を
直
接
描
寫
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。『
正
義
』
以
來
の
解
釋
か
ら
大
き
く
方
向
轉
換
し
て
い
る
。
し
か
し

一
方
で
、
彼
は
「
古
の
賢
妃
を
思
ふ
」
と
い
う
首
序
は
誤
っ
て
い
る
と
は
考
え
な
い
。
と
す
る
と
、
詩
句
に
は
詠
わ
れ
な
い
「
古
」
の

要
素
は
ど
こ
に
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
嚴
粲
は
、
そ
れ
は
詩
の
「
言
外
」
に
詩
人
に
よ
っ
て
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
言
う）
11
（

。

『
正
義
』『
蘇
傳
』『
集
傳
』
が
、
本
詩
の
内
容
を
首
序
の
「
思
賢
妃
」
に
沿
っ
て
解
釋
し
、
後
序
の
「
哀
公
荒
淫
…
…
」
は
、
詩
句
の

裏
に
込
め
ら
れ
た
詩
人
の
意
圖
と
捉
え
た
の
と
對
照
的
に
、
嚴
粲
は
「
思
賢
妃
」
を
詩
句
の
表
面
に
は
詠
わ
れ
な
い
詩
人
の
言
外
の
意

を
指
摘
し
た
も
の
と
捉
え
、「
哀
公
荒
淫
…
…
」
と
い
う
後
序
を
詩
の
内
容
を
說
明
し
た
も
の
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
は
、「
言
外

之
意
」
と
い
う
考
え
方
を
用
い
て
、
小
序
に
從
い
つ
つ
古
說
よ
り
合
理
的
な
（
と
嚴
粲
が
考
え
る
）
解
釋
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。



72

本
詩
を
思
古
詩
と
と
っ
た
場
合
、
首
章
初
二
句
、

鷄
既
鳴
矣　
　

鷄　

既
に
鳴
き
ぬ

朝
既
盈
矣　
　

朝　

既
に
盈
ち
ぬ

は
古
の
賢
妃
が
夫
の
齊
公
に
對
し
て
語
り
か
け
た
言
葉
、
あ
る
い
は
自
分
に
言
い
聞
か
せ
た
言
葉
で
あ
る
の
に
對
し
、
續
く
二
句
、

匪
鷄
則
鳴　
　

鷄　

則
ち
鳴
く
に
匪
ず

蒼
蠅
之
聲　
　

蒼
蠅
の
聲
な
り

の
方
で
は
、
實
際
に
は
夜
は
明
け
て
い
な
い
の
に
賢
妃
が
錯
覺
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
、
詩
人
（
語
り
手
）
が
種
明
か
し
を
す
る
と
い

う
構
造
に
な
る
。
そ
れ
に
對
し
て
、
嚴
粲
の
解
釋
で
は
、
は
じ
め
の
二
句
が
太
師
か
ら
主
君
へ
の
奏
上
、
續
く
二
句
が
太
師
に
對
し
て

主
君
が
言
い
返
し
た
言
葉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
君
臣
の
會
話
を
描
寫
し
た
も
の
に
な
り
、
詩
全
體
の
躍
動
感
が
よ
り
強
ま
る）
11
（

。

さ
ら
に
、
嚴
粲
は
、
注
釋
の
中
で
「
鷄
の
鳴
き
聲
と
蠅
の
羽
音
は
似
て
い
な
い
」
と
「
蠅
が
飛
び
回
り
出
す
の
は
夜
が
明
け
か
か
っ

て
か
ら
で
、
鷄
の
鳴
く
夜
明
け
前
で
は
な
く
時
閒
的
に
ず
れ
て
い
る
」
と
い
う
二
點
か
ら
の
根
據
か
ら
、
二
つ
を
聞
き
閒
違
え
る
と
い

う
の
は
お
か
し
い
の
で
、
起
き
る
の
を
嫌
が
っ
た
哀
公
の
わ
ざ
と
ら
し
い
言
い
逃
れ
の
言
葉
と
と
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
、

日
常
的
經
驗
か
ら
舊
注
の
不
合
理
さ
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
點
は
、
嚴
粲
が
詩
經
解
釋
に
お
い
て
詩
的
生
動
感
と
自
身
の

生
活
實
感
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
を
表
す
。
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より深く潛水しより自由に游泳するために

本
例
で
は
、
反
序
を
旗
幟
に
揭
げ
た
朱
熹
の
解
釋
が
傳
統
的
解
釋
を
色
濃
く
繼
承
し
、
逆
に
尊
序
の
立
場
に
立
つ
嚴
粲
が
傳
統
的
な

解
釋
か
ら
轉
換
し
詩
と
し
て
の
生
彩
さ
を
追
求
し
た
獨
自
の
解
釋
を
提
示
し
て
い
る
。
尊
序
か
反
序
か
と
い
う
こ
と
で
個
別
の
詩
篇
の

解
釋
の
革
新
性
は
必
ず
し
も
說
明
で
き
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
表
す
と
同
時
に
、
嚴
粲
が
小
序
を
尊
重
し
つ
つ
も
、
そ
の
扱
い
を
工

夫
し
な
が
ら
よ
り
優
れ
た
（
と
彼
が
考
え
る
）
解
釋
を
追
求
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

『
朱
子
語
類
』
に
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
載
る
。

問
う
、「『
鷄
鳴
』
の
詩
序
は
と
り
た
て
て
問
題
は
な
さ
そ
う
で
す
が
、
詩
の
内
容
の
方
は
理
解
が
必
要
で
す
。『
鷄　

既
に
鳴

け
り
、
朝　

既
に
盈
ち
た
り
。
鷄　

則
ち
鳴
く
に
匪
ず
、
蒼
蠅
の
聲
な
り
』
を
舊
注
で
は
、
夫
人
が
蠅
の
音
を
鷄
の
鳴
き
聲
と
閒

違
え
た
の
は
、〔
彼
女
が
寢
過
ご
さ
な
い
よ
う
に
〕
と
愼
み
戒
め
た
た
め
で
、
主
君
に
聽
か
せ
て
そ
の
心
を
動
か
す
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
自
負
を
持
ち
、
そ
の
言
葉
に
は
誠
實
な
心
の
み
あ
る
、
と
解
釋
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
考
え
て
み
れ
ば
、
鷄
が
本
來

ま
だ
鳴
い
て
い
な
い
の
に
、
蠅
の
羽
音
に
か
こ
つ
け
て
夫
を
欺
こ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
の
で
は
、
あ
る
夜
は
偶
々
そ
う
い
う

〔
夫
人
が
實
際
に
聞
き
閒
違
え
て
夫
を
起
こ
そ
う
と
し
た
〕
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
夫
は
そ
れ
を
本
當
に
は
し
な
い
で

し
ょ
う
。
ま
し
て
や
別
の
夜
に
も
ま
た
そ
ん
な
口
實
を
繰
り
返
し
て
言
う
こ
と
な
ど
で
き
ま
し
ょ
う
か
」。
答
え
、「
そ
う
だ
」。

言
う
、「
も
し
か
し
た
ら
、
こ
と
に
か
こ
つ
け
て
起
き
出
そ
う
と
し
な
い
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
が

思
い
ま
す
に
、
こ
れ
は
問
答
の
言
葉
だ
と
思
う
の
で
す
が
」。
答
え
、「
そ
う
い
う
解
釋
も
通
る
」（
問
、「
鷄
鳴
詩
序
却
似
不
妨
、

詩
中
却
要
理
會
。
其
曰
『
鷄
既
鳴
矣
、
朝
既
盈
矣
。
匪
鷄
則
鳴
、
蒼
蠅
之
聲
』。
舊
注
謂
夫
人
以
蠅
聲
爲
鷄
聲
。
所
以
警
戒
。
所

恃
以
感
君
聽
者
、
言
有
誠
實
而
已
。
今
鷄
本
未
鳴
、
乃
借
蠅
聲
以
紿
之
。
一
夕
偶
然
、
其
君
尚
以
爲
非
信
。
它
夕
其
復
敢
言
乎
」。

「
是
」。
曰
、「
莫
是
要
作
推
託
不
肯
起
之
意
在
否
。
鄙
見
政
謂
是
酬
答
之
辭
」。
曰
、「
如
此
說
亦
可
」（
琮）
11
（

））（『
朱
子
語
類
』
卷
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八
一
、
詩
、
鷄
鳴
、
理
學
叢
書
本
第
六
册
二
一
一
〇
頁
）

こ
こ
で
朱
熹
の
弟
子
呉
琮
が
舊
注
に
反
對
し
て
（
と
言
う
こ
と
は
、
朱
熹
『
詩
集
傳
』
の
解
釋
に
對
し
て
も
懷
疑
的
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
る）
1（
（

）
朱
熹
に
述
べ
た
解
釋
は
『
詩
緝
』
の
解
釋
と
よ
く
似
て
い
る
が
、
そ
れ
を
朱
熹
は
否
定
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
朱

熹
は
自
分
が
立
て
た
說
が
あ
る
特
定
の
立
場
か
ら
の
解
釋
で
あ
り
、
別
の
觀
點
に
立
て
ば
異
な
る
解
釋
も
成
立
し
得
る
と
考
え
て
い
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
呉
琮
の
正
面
切
っ
て
の
疑
義
と
そ
れ
に
對
す
る
朱
熹
の
あ
る
種
の

逡
巡
が
感
じ
ら
れ
る
答
え
か
ら
、
嚴
粲
が
小
序
の
解
釋
の
可
能
性
へ
の
模
索
に
基
づ
い
て
提
示
し
た
解
釋
が
孤
立
的
な
も
の
で
は
な
く
、

當
時
の
人
々
に
お
け
る
詩
經
の
讀
み
方
の
一
つ
の
あ
り
方
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（　

語
り
手
と
登
場
人
物
の
捉
え
方
に
關
す
る
解
釋
の
展
開

前
節
で
、
小
序
に
懷
疑
的
な
態
度
を
と
る
朱
熹
が
實
際
に
は
傳
統
的
解
釋
の
流
れ
を
汲
ん
だ
詩
篇
解
釋
を
行
っ
て
い
た
の
に
對
し
、

嚴
粲
は
小
序
に
從
い
な
が
ら
も
か
え
っ
て
傳
統
的
解
釋
の
枷
か
ら
脱
し
た
斬
新
な
解
釋
を
行
う
道
を
模
索
し
て
い
た
樣
子
を
見
た
。
本

節
で
は
さ
ら
に
視
野
を
擴
げ
、
漢
唐
詩
經
學
―
宋
代
詩
經
學
の
流
れ
に
身
を
置
い
た
嚴
粲
が
、
詩
篇
解
釋
に
お
け
る
難
題
に
ど
の
よ
う

に
取
り
組
ん
だ
か
、
彼
の
解
釋
が
先
儒
の
說
を
ど
の
よ
う
に
受
け
繼
ぎ
、
ま
た
獨
自
の
展
開
を
果
た
し
て
成
っ
た
か
を
考
察
し
た
い
。

そ
れ
を
通
じ
て
、
尊
序
の
立
場
に
立
つ
嚴
粲
の
解
釋
が
詩
經
解
釋
學
史
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
確
認
し
た
い
。

す
な
わ
ち
、
小
序
に
從
っ
て
解
釋
す
る
と
い
う
行
爲
に
い
っ
た
い
ど
れ
ほ
ど
說
の
多
樣
化
、
說
の
發
展
性
を
期
待
で
き
る
も
の
な
の
か
、

反
序
說
が
確
立
し
た
後
に
も
な
お
尊
序
說
は
そ
れ
に
對
抗
し
つ
つ
存
在
し
續
け
ら
れ
る
だ
け
の
可
能
性
を
有
し
て
い
た
の
か
を
檢
證
し
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より深く潛水しより自由に游泳するために

て
み
た
い
。
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
召
南
「
野
有
死
麕
」
で
あ
る
。
本
詩
小
序
お
よ
び
本
詩
の
首
章
と
卒
章
を
揭
げ
る
。

［
小
序
］「
野
有
死
麕
」
は
、
禮
を
無
視
す
る
行
い
を
惡
ん
だ
詩
で
あ
る
。
天
下
は
大
い
に
亂
れ
、
暴
力
に
も
の
言
わ
せ
て
互
い
に

言
う
こ
と
を
聞
か
せ
よ
う
と
し
、
と
う
と
う
淫
亂
な
風
氣
を
釀
成
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
文
王
の
德
化
を
被
っ
て
、
亂
世
に
身

を
置
き
な
が
ら
、
な
お
禮
を
無
視
す
る
行
い
を
惡
む
の
で
あ
る
（
野
有
死
麕
、
惡
無
禮
也
。
天
下
大
亂
、
強
暴
相
陵
、
遂
成
淫
風
。

被
文
王
之
化
、
遂
當
亂
世
、
猶
惡
無
禮
也
）

野
有
死
麕　
　

�

野
に
死
せ
る
麕
ノ
ロ
ジ
カ

有
り

白
茅
包
之　
　

�

白
茅
も
て
之
を
包
ま
ん

有
女
懷
春　
　

�

女
有
り　

春
を
懷
ふ

吉
士
誘
之　
　

�

吉
士　

之
を
誘さ
そ

は
ん
（
あ
る
い
は
「
之
を
誘み
ち
びか
ん
」）�

［
首
章
］

［
傳
］「
誘
」
と
は
、
導
く
こ
と
で
あ
る
（
誘
、
道
也
）

［
箋
］
貞
淑
な
女
性
が
い
て
、
仲
春
に
禮
儀
を
守
っ
て
男
と
出
會
い
、
吉
士
は
仲
人
を
立
て
て
し
か
る
べ
き
手
續
き
を
踏
ん
で
婚

儀
を
實
現
さ
せ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
。
當
時
禮
が
無
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
憎
ん
で
こ
の
よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
（
有
貞
女

思
仲
春
以
禮
與
男
會
、
吉
士
使
媒
人
道
成
之
。
疾
時
無
禮
而
言
然
）

舒
而
脫
脫
兮　
　

舒
お
も
む
ろに
し
て
脫た
い
た
い脫
た
れ

無
感
我
帨
兮　
　

我
が
帨せ
い

を
感う
ご

か
す
無
か
れ
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無
使
尨
也
吠　
　

尨い
ぬ

を
し
て
吠
え
使
む
る
無
か
れ�

［
卒
章
］

小
序
は
本
詩
を
、
男
性
が
禮
に
外
れ
た
や
り
か
た
で
女
性
に
無
理
や
り
結
婚
を
迫
っ
て
い
る
の
を
惡
ん
で
詠
っ
た
詩
だ
と
す
る
。
こ

こ
で
、
小
序
が
「
禮
無
き
を
惡
む
」
と
言
う
そ
の
主
體
は
誰
な
の
か
と
い
う
疑
問
が
湧
く
。
結
婚
を
無
理
強
い
さ
れ
て
い
る
女
子
が
惡

ん
で
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
詩
中
に
詠
わ
れ
て
い
る
事
件
を
見
聞
し
た
者
が
惡
ん
で
い
る
樣
子
を
詩
人
が
敍
述
し
た
も
の
か
、
そ
れ
と

も
詩
人
自
身
が
惡
ん
で
い
る
の
か

―
こ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
、
本
詩
の
語
り
手
は
誰
な
の
か
と
い
う
問
題
に
直
結
す
る
、
換
言
す
れ

ば
、
詩
人
は
詩
中
に
詠
わ
れ
る
事
件
に
對
し
て
ど
う
い
う
立
場
で
臨
ん
で
い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
も
直
結
す
る

―
。
こ
れ
に
關
連

し
て
、
首
章
に
「
吉
士
」、
す
な
わ
ち
「
め
で
た
い
お
の
こ
」
と
い
う
言
葉
が
現
れ
る
が
、
こ
れ
を
い
か
に
解
釋
す
る
か
と
い
う
こ
と

も
問
題
と
な
る
。
こ
う
し
た
問
題
に
、
歷
代
の
注
釋
者
は
い
か
な
る
答
え
を
提
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
嚴
粲
は
彼
以
前

の
注
釋
者
の
說
を
ど
の
よ
う
に
繼
承
し
つ
つ
彼
自
身
の
解
答
を
提
出
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

①

　『正
義
』
の
解
釋

本
詩
小
序
に
つ
い
て
、『
正
義
』
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
野
有
死
麕
」
の
作
者
は
、
禮
を
無
視
す
る
の
を
惡
む
こ
と
を
言
う
…
…
文
王
の
敎
化
を
被
り
、
亂
世
に
身
を
置
い
て
い
る
け

れ
ど
も
、
そ
の
貞
女
は
な
お
男
が
禮
を
無
視
す
る
の
を
惡
む
の
で
あ
る
。
本
詩
三
章
は
み
な
禮
を
無
視
す
る
の
を
惡
む
言
葉
で
あ

る
（
作
野
有
死
麕
詩
者
、
言
惡
無
禮
…
…
被
文
王
之
化
、
雖
當
亂
世
、
其
貞
女
猶
惡
其
無
禮
。
經
三
章
皆
惡
無
禮
之
辭
也
）
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より深く潛水しより自由に游泳するために

疏
家
は
「
其
の
貞
女　

猶
ほ
其
の
禮
無
き
を
惡
む
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
、「
惡
む
」
の
は
詩
中
の
女
性
で
あ
る
と
と
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
首
章
『
正
義
』
に
、

ま
た
、
こ
の
吉
士
に
、
ま
ず
仲
人
を
立
て
て
し
か
る
べ
き
手
續
を
き
ち
ん
と
踏
ん
で
婚
儀
を
成
就
さ
せ
て
ほ
し
い
、
媒
酌
人
も

な
く
自
分
勝
手
に
結
婚
話
を
進
め
な
い
で
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
又
欲
令
此
吉
士
、
先
使
媒
人
導
成
之
、
不
欲
無
媒

妁
而
自
行
也
）

こ
の
時
に
陳
述
し
て
い
る
の
は
、
す
べ
て
女
性
が
こ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
…
…
實
際
、
ノ
ロ
ジ
カ
の

肉
を
包
む
と
い
う
の
も
や
は
り
女
性
が
思
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
此
時
所
陳
、
皆
是
女
之
所
欲
…
…
其
實
裹
束
麕
肉
亦
是
女
之

所
思
）

と
言
い
、
卒
章
『
正
義
』
に
、

こ
れ
は
禮
を
守
っ
て
自
分
の
も
と
に
や
っ
て
き
て
ほ
し
い
と
貞
淑
な
女
性
が
願
い
、
男
が
脅
し
を
か
け
る
よ
う
に
し
て
結
婚
を

迫
る
の
を
惡
ん
で
い
る
の
で
あ
る
…
…
禮
を
守
っ
て
來
て
さ
え
く
れ
れ
ば
、
私
は
あ
な
た
に
從
う
の
に
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る

（
此
貞
女
思
以
禮
來
、
惡
其
劫
脅
…
…
但
以
禮
來
、
我
則
從
之
）

と
言
う
よ
う
に
、
詩
篇
の
内
容
す
べ
て
が
女
性
が
心
の
内
に
思
っ
た
り
、
實
際
に
口
に
す
る
言
葉
で
あ
る
と
と
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
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も
裏
付
け
ら
れ
る
。

し
か
し
そ
れ
で
は
、
疏
家
が
詩
中
の
女
性
が
す
な
わ
ち
本
詩
の
作
者
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
と
言
え
ば
、
一
概
に
は
そ
う
と
は
言

い
切
れ
な
い
。
小
序
『
正
義
』
の
「『
野
有
死
麕
』
の
詩
を
作
る
者
は
、
禮
無
き
を
惡
む
を
言
ふ

0

0

」

―
本
詩
の
作
者
は
、
禮
を
無
視

す
る
の
を
〔
主
人
公
の
女
性
が
〕
惡
ん
で
い
る
こ
と
を
詠
っ
て
い
る

―
と
い
う
表
現
を
見
る
と
、
疏
家
は
本
詩
の
作
者
を
詩
中
の
女

性
と
別
人
格
と
捉
え
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
本
詩
首
章
に
對
す
る
鄭
玄
の
解
釋
に
つ
い
て
『
正
義
』
は
、

〔
詩
に
「
女
有
り　

春
を
懷
ふ
」
と
〕「
春
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
婚
儀
が
實
現
す
る
時
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
、

「
吉
士　

之
を
誘
ふ
」
と
い
う
の
は
納
采
の
儀
に
先
立
つ
時
の
こ
と
で
あ
り
、
春
よ
り
前
の
こ
と
で
あ
る
〔
か
ら
、
前
後
の
句
で

時
閒
が
逆
轉
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
〕。
し
か
し
、
婚
儀
の
時
の
方
が
重
要
で
あ
る
の
で
、
ま
ず
「
春
を
懷
ふ
」
方
を
先
に
言
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
み
な
女
が
願
う
こ
と
で
あ
る
の
で
、
考
え
て
み
る
と
「
女
有
り　

春

を
懷
ふ
」
の
句
は
、
本
來
な
ら
章
の
初
句
に
す
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
婚
禮
と
い
う
も
の
は
男
女
の
交
わ
り
を
主
と
す

る
も
の
で
、
春
は
男
女
が
結
婚
す
る
時
な
の
で
、「
女
懷
ふ
」
を
「
春
」
に
配
し
、「
春
」
が
女
が
思
う
主
要
な
事
柄
で
あ
る
こ
と

を
表
し
た
の
で
あ
る
。
實
際
に
は
ノ
ロ
ジ
カ
の
肉
を
包
む
こ
と
も
女
が
思
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
の
で
、
だ
か
ら
鄭
箋
が
、
貞
女

の
思
い
は
、
白
い
チ
ガ
ヤ
で
死
ん
だ
ノ
ロ
ジ
カ
の
肉
を
包
む
こ
と
で
禮
に
從
っ
て
や
っ
て
く
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
と
言
っ
て
い

る
の
は
正
し
い
（
言
春
、
據
成
昏
之
時
。
吉
士
誘
之
、
乃
於
納
采
之
先
、
在
春
前
矣
。
但
以
昏
時
爲
重
、
故
先
言
懷
春
也
。
此
詩

所
陳
、
皆
是
女
之
所
欲
、
計
有
女
懷
春
之
文
、
應
最
在
上
。
但
昏
禮
主
於
交
接
、
春
是
合
昏
之
時
、
故
以
女
懷
配
春
爲
句
、
見
春

是
所
思
之
主
。
其
實
裹
束
麕
肉
亦
是
女
之
所
思
、
故
箋
云
貞
女
之
情
、
欲
令
以
白
茅
裹
束
死
麕
肉
爲
禮
而
來
、
是
也
）
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より深く潛水しより自由に游泳するために

と
言
う
。
こ
こ
で
疏
家
は
、
本
章
の
詩
句
の
竝
び
方
が
出
來
事
の
前
後
關
係
と
齟
齬
し
て
い
る
こ
と
を
問
題
に
し
、
そ
の
理
由
を
分
析

し
て
い
る
。
こ
れ
も
本
詩
は
詩
中
の
女
性
が
自
分
の
思
い
を
そ
の
ま
ま
表
現
し
て
作
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
第
三
者
の
詩
人
が
女
性
の

思
い
を
素
材
に
し
て
構
成
し
て
作
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
と
捉
え
て
い
た
、
す
な
わ
ち
作
者
（
あ
る
い
は
詩
の
語
り
手
）
と
詩
中
の
女

性
は
別
人
格
で
あ
る
と
疏
家
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
表
す
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る）
11
（

。

こ
の
よ
う
に
、
疏
家
が
詩
中
の
女
性
と
作
者
と
の
關
係
を
ど
う
捉
え
て
い
る
の
か
は
わ
か
り
に
く
い
。
こ
れ
は
、
作
者
の
詩
世
界
へ

の
關
わ
り
方
に
つ
い
て
の
疏
家
の
認
識
が
曖
昧
で
あ
っ
た
こ
と
を
表
す
。
疏
家
は
「
有
女
懷
春
、
吉
士
誘
之
」
に
つ
い
て
こ
そ
詩
句
の

作
成
者
と
い
う
人
格
を
想
定
し
て
論
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
鄭
箋
の
解
釋
を
敷
衍
す
る
と
い
う
動
機
に
發
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を

除
い
て
は
、
本
詩
を
貞
淑
な
女
性
の
思
い
と
言
葉
と
を
あ
る
が
ま
ま
に
述
べ
た
も
の
と
捉
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
疏
家

は
詩
中
の
人
物
と
は
別
人
格
の
作
者
を
想
定
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
作
者
を
十
全
な
意
味
で
の
詩
の
語
り
手
と
し
て
認
識
し
て
は

い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。『
正
義
』
の
言
う
詩
人
は
、
言
う
な
ら
ば
事
實
に
基
づ
い
た
情
報
を
透
明
に
、
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
の
よ
う

に
傳
え
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
實
際
に
は
、
詩
中
の
主
人
公
で
あ
る
女
性
こ
そ
が
語
り
手
と
し
て
の
役
割
を
擔
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
疏

家
は
、
詩
人
と
主
人
公
と
の
關
係
を
、
詩
人
＝
形
式
的
語
り
手
―
女
性
＝
實
質
的
語
り
手
と
し
て
捉
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る）
11
（

。

こ
の
認
識
が
「
吉
士
」
の
解
釋
に
も
影
響
し
て
い
る
。
首
章
『
正
義
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
吉
士
」
と
い
う
の
は
、「
よ
き
お
の
こ
」
の
意
味
で
あ
る
。
本
詩
は
女
性
が
男
性
を
呼
ぶ
と
い
う
情
景
を
表
現
し
て
い
る
の
で
、

ゆ
え
に
「
よ
き
お
の
こ
」
と
い
う
言
い
方
で
男
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
吉
士
者
善
士
也
、
述
女
稱
男
之
意
、
故
以
善
士
言
之
）

疏
家
は
、「
吉
士
」
の
「
吉
」
が
男
の
德
性
を
客
觀
的
に
表
現
し
た
も
の
で
は
な
く
、
語
り
か
け
る
相
手
に
親
し
み
を
見
せ
つ
つ
美
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化
し
て
呼
び
か
け
る
た
め
に
付
け
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
、
本
詩
の
實
質
的
な
語
り
手
が
女
性
で
あ
る
と
考
え
た
こ
と
に
よ

る
。
彼
女
が
自
分
に
結
婚
を
迫
る
男
に
對
し
て
心
に
願
っ
た
、
あ
る
い
は
口
で
傳
え
た
内
容
が
あ
り
の
ま
ま
に
表
現
さ
れ
て
い
る
、
す

な
わ
ち
心
理
的
あ
る
い
は
言
語
的
に
相
手
に
向
か
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
發
せ
ら
れ
た
も
の
を
、
そ
の
ま
ま
記
述
し
た
と

考
え
た
の
で
あ
る
。

②

　歐
陽
脩
の
解
釋

殷
の
紂
王
の
時
、
男
女
が
淫
奔
な
行
い
を
す
る
こ
と
が
世
の
風
俗
と
な
っ
た
。
た
だ
、
周
の
國
人
で
文
王
の
德
化
を
被
っ
た
者

だ
け
は
廉
恥
の
心
を
知
り
、
世
の
人
々
の
禮
を
無
視
し
た
行
い
を
惡
む
こ
と
が
で
き
た
。
故
に
男
女
が
互
い
に
誘
惑
し
合
っ
て
淫

亂
な
行
い
を
す
る
樣
を
見
て
、
こ
れ
を
惡
ん
で
言
っ
た
。
…
…
い
っ
た
い
結
婚
に
あ
こ
が
れ
る
彼
の
女
を
、
吉
士
が
と
う
と
う
誘

惑
し
て
禮
に
悖
っ
た
行
い
で
汚
す
に
至
っ
た
の
を
な
ん
と
し
よ
う
。
吉
士
で
す
ら
こ
の
よ
う
な
始
末
な
の
だ
か
ら
、
暴
力
に
も
の

言
わ
せ
る
男
の
振
る
舞
い
に
至
っ
て
は
言
わ
ず
も
が
な
で
あ
る
。
…
…
本
詩
卒
章
で
は
つ
い
に
彼
ら
の
淫
奔
な
振
る
舞
い
を
詠
っ

て
、「
お
前
は
急
い
で
走
る
な
。
私
の
手
拭
い
を
搖
ら
す
な
。
私
の
犬
を
驚
か
し
て
吠
え
さ
せ
る
な
」
と
言
う
。
彼
の
男
が
走
っ

た
か
ら
と
言
っ
て
必
ず
し
も
「
私
の
手
拭
い
を
搖
ら
す
」
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
彼
を
惡
ん
で
遠
く
に
追
い
拂
い
た

い
と
い
う
氣
持
を
詠
っ
た
の
だ
ろ
う
（
紂
時
男
女
淫
奔
以
成
風
俗
。
惟
周
人
被
文
王
之
化
者
能
知
廉
恥
而
惡
其
無
禮
。
故
見
其
男

女
之
相
誘
而
淫
亂
者
惡
之
曰
…
…
奈
何
彼
女
懷
春
、
吉
士
遂
誘
而
汚
以
非
禮
。
吉
士
猶
然
。
強
暴
之
男
可
知
矣
。
…
…
其
卒
章
遂

道
其
淫
奔
之
狀
曰
、
汝
無
疾
走
、
無
動
我
佩
、
無
驚
我
狗
吠
。
彼
奔
未
必
能
動
我
佩
、
蓋
惡
而
遠
却
之
之
辭
）（『
詩
本
義
』「
野

有
死
麕
」
本
義
）
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より深く潛水しより自由に游泳するために

歐
陽
脩
は
本
詩
を
詩
人
が
、
不
道
德
な
戀
愛
に
耽
る
男
女
を
見
て
批
判
し
た
も
の
と
解
釋
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
禮
無
き
を
惡
む
」

主
體
は
語
り
手
で
あ
る
詩
人
で
あ
る
。
詩
人
は
、
一
組
の
淫
亂
な
男
女
の
振
る
舞
い
を
自
ら
目
の
當
た
り
に
し
苦
々
し
く
思
い
な
が
ら
、

そ
れ
を
天
下
に
瀰
漫
し
た
淫
ら
な
風
俗
の
具
體
例
と
し
て
描
寫
し
た
こ
と
に
な
る
。
卒
章
に
至
っ
て
は
、
詩
人
は
冷
靜
な
觀
察
者
の
立

場
に
甘
ん
ず
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
詩
の
前
面
に
顏
を
現
し
、
嫌
惡
の
思
い
を
込
め
つ
つ
、「
汚
ら
わ
し
い
男
よ
、
私
の
側
に
近
づ

く
な
」
と
言
い
放
つ
の
で
あ
る
。

『
正
義
』
と
比
べ
る
と
、
歐
陽
脩
の
解
釋
で
は
、
詩
人
の
作
者
と
し
て
の
自
立
性
が
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
詩
人
は
事
件

の
語
り
手
と
し
て
詩
篇
の
敍
述
を
支
配
し
、
ま
た
事
件
に
對
す
る
批
評
者
と
し
て
確
固
た
る
存
在
感
を
示
し
て
い
る
。
彼
の
理
解
に
據

れ
ば
、
詩
人
は
外
部
か
ら
の
觀
察
者
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
詩
中
の
出
來
事
の
一
部
始
終
を
批
評
を
交
え
つ
つ
詠
い
、
最
後
に
は
抑
え
き

れ
ず
に
自
己
の
感
情
を
前
面
に
出
し
て
い
る
。
詩
の
内
容
に
作
者
の
思
惟
と
感
情
が
浸
潤
し
て
い
る
。

歐
陽
脩
は
「
吉
士
」
の
語
に
つ
い
て
、
禮
を
無
視
し
て
女
性
を
誘
惑
す
る
男
性
と
解
釋
す
る
。
た
だ
し
、
あ
る
程
度
の
敎
養
と
理
性

と
を
備
え
た
人
閒
と
し
て
捉
え
、
凶
暴
な
男
と
對
比
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
「
吉
士
」
で
す
ら
も
世
の
風
氣
に
影
響
さ
れ
て
淫
亂

な
行
爲
に
手
を
染
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
風
俗
が
い
か
に
惡
化
し
て
い
る
か
を
強
く
訴
え
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

『
正
義
』
で
は
、
主
人
公
の
女
性
は
無
禮
な
男
性
を
道
德
的
に
指
彈
し
詩
人
に
勝
る
存
在
感
を
示
し
て
い
た
が
、
歐
陽
脩
の
解
釋
に

お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
存
在
感
は
な
く
、
單
な
る
批
評
の
對
象
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
歐
陽
脩
の
解
釋
で
は
、
誘
惑
さ
れ
る
女

も
誘
惑
す
る
男
と
と
も
に
淫
ら
な
風
氣
を
具
現
す
る
者
と
し
て
、
道
德
的
な
詩
人
に
よ
る
觀
察
批
判
の
對
象
に
化
し
て
い
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、
男
女
い
ず
れ
も
世
の
風
氣
の
堕
落
を
指
彈
す
る
た
め
の
サ
ン
プ
ル
と
し
て
、
言
わ
ば
道
具
的
な
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、『
正
義
』
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
女
性
の
心
理
に
對
す
る
關
心
は
歐
陽
脩
に
は
見
ら
れ
な
い
。
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③

　呂
祖
謙
の
解
釋

本
詩
三
章
は
、
い
ず
れ
も
貞
淑
な
女
性
が
禮
を
無
視
す
る
男
の
振
る
舞
い
を
惡
み
、
こ
れ
を
拒
否
し
た
こ
と
を
詠
う
。
そ
の
言

葉
遣
い
は
、
は
じ
め
の
う
ち
は
穩
や
か
で
あ
る
が
、
後
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
切
實
さ
を
增
し
て
い
く
。
首
章
で
、「
女
有
り　

春

を
懷
ふ
、
吉
士
之
を
誘い
ざ
なへ
」
と
言
う
の
は
、
結
婚
に
あ
こ
が
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
吉
士
が
禮
に
基
づ
い
て
私
を
正

し
い
婚
禮
の
道
に
導
い
て
く
れ
る
ま
で
き
っ
と
待
つ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
無
禮
な
男
を
拒
絕
し
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
言

葉
遣
い
に
は
ま
だ
遠
慮
が
あ
る
。
二
章
で
「
女
有
り　

玉
の
如
し
」
と
言
う
の
は
、
自
分
が
貞
潔
で
あ
り
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と

を
正
面
か
ら
言
っ
て
い
て
、
言
葉
遣
い
が
次
第
に
切
迫
感
を
增
し
て
い
る
。
そ
の
卒
章
に
至
っ
て
、
男
が
自
分
の
も
と
に
侵
入
し

よ
う
と
す
る
仕
方
が
程
度
を
增
し
て
い
く
の
に
比
例
し
て
、
拒
絕
の
度
合
い
も
ま
す
ま
す
強
く
な
っ
て
い
る
（
此
詩
三
章
、
皆
言

貞
女
惡
無
禮
而
拒
之
。
其
辭
初
猶
緩
而
後
益
切
。
曰
、
有
女
懷
春
、
吉
士
誘
之
。
言
非
不
懷
婚
姻
、
必
待
吉
士
以
禮
道
之
。
雖
拒

無
禮
、
其
辭
猶
巽
也
。
曰
有
女
如
玉
、
則
正
言
其
貞
潔
不
可
犯
矣
、
其
辭
漸
切
也
。
至
於
其
末
見
侵
益
迫
、
拒
之
益
切
矣
）（『
呂

氏
家
塾
讀
詩
記
』
本
詩
注
）

呂
祖
謙
は
、「
禮
無
き
を
惡
む
」
の
は
女
性
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
卒
章
で
も
、
女
性
が
そ
の
よ
う
な
無
禮
な
男
は
私
の
目
の
前

に
近
づ
い
て
は
い
け
な
い
と
拒
絕
し
た
と
解
釋
す
る
。
さ
ら
に
呂
祖
謙
は
、
宋
代
詩
經
學
で
發
達
し
た
漸
層
法）
11
（

に
よ
る
解
釋
を
行
い
、

無
禮
な
男
の
誘
い
を
女
が
拒
む
態
度
が
章
を
追
っ
て
甚
だ
し
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
本
詩
は
終
始
當
事

者
で
あ
る
女
性
が
語
り
手
と
な
っ
て
敍
述
が
行
わ
れ
て
お
り
、
女
性
の
毅
然
と
し
た
態
度
と
感
情
の
昂
ぶ
り
が
全
篇
を
覆
っ
て
い
る
と
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より深く潛水しより自由に游泳するために

捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。「
此
の
詩
三
章
、
皆
な
貞
女
無
禮
を
惡
み
て
之
を
拒
め
る
を
言
ふ
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
呂
祖
謙
も
疏
家
と

同
樣
、
主
人
公
と
は
異
な
る
作
者
を
想
定
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
存
在
感
は
『
正
義
』
に
も
ま
し
て
薄
い
。
當
然
な
が

ら
、
歐
陽
脩
が
言
う
よ
う
に
敍
述
の
中
に
第
三
者
の
批
評
的
な
視
點
が
混
じ
り
込
ん
で
い
る
と
は
考
え
な
い
。

呂
祖
謙
は
、
歐
陽
脩
の
「
吉
士
誘
之
」
の
解
釋
を
批
判
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

歐
陽
脩
氏
は
、
首
章
の
「
誘
」
の
語
を
「
誘
惑
す
る
」
意
に
誤
っ
て
解
釋
し
、
こ
の
女
が
結
婚
に
あ
こ
が
れ
て
い
る
の
に
つ
け

こ
ん
で
、
吉
士
が
と
う
と
う
誘
惑
し
て
禮
に
外
れ
た
や
り
方
で
汚
し
た
と
解
釋
し
た
。
こ
れ
は
、
本
詩
が
禮
を
無
視
し
た
振
る
舞

い
を
惡
ん
で
歌
わ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
の
に
、
女
を
誘
惑
す
る
汚
ら
わ
し
い
行
爲
を
し
た
も
の
を
な
お
「
吉
士
」
と
呼
ぶ
は
ず
な

ど
あ
り
得
な
い
こ
と
を
ま
っ
た
く
理
解
し
て
い
な
い
（
歐
陽
氏
誤
以
誘
爲
挑
誘
之
誘
、
遂
謂
彼
女
懷
春
、
吉
士
遂
誘
而
汚
以
非
禮
。

殊
不
知
是
詩
方
惡
無
禮
、
豈
有
爲
挑
誘
之
汚
行
而
尚
名
之
吉
士
者
乎
）

歐
陽
脩
は
、「
誘
」
を
「
正
し
い
禮
に
據
っ
て
女
を
導
く
」
と
解
釋
す
る
傳
箋
正
義
に
異
說
を
立
て
、「
誘
惑
す
る
」
と
解
釋
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
解
釋
で
は
「
立
派
な
お
の
こ
が
女
性
を
誘
惑
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
矛
盾
が
生
じ
て
し
ま
う
と
、
呂
祖
謙
は
指
摘

す
る
。
詩
人
（
あ
る
い
は
語
り
手
で
あ
る
女
性
）
が
禮
に
外
れ
た
行
い
を
す
る
不
道
德
な
男
を
「
吉
士
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
あ
り
得
な
い

の
で
、
歐
陽
脩
の
解
釋
は
誤
っ
て
い
る
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
詩
經
の
措
辭
は
道
德
に
叶
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
と
信
賴
し
、
そ
の

信
賴
に
基
づ
い
て
歐
陽
脩
の
說
を
不
合
理
と
し
て
斥
け
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
儒
學
者
と
し
て
、
經
典
た
る
詩
經
を
解
釋
す
る
と
い
う

ス
タ
ン
ス
を
強
く
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
上
で
彼
は
、「
吉
士
」
と
は
禮
義
を
辨
え
た
人
閒
を
指
し
て
言
っ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
た
だ
し
實
在
の
人
物
で
は
な
く
、
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「
春
を
懷
う
女
」、
つ
ま
り
結
婚
に
あ
こ
が
れ
る
女
性
が
、
自
分
の
目
の
前
に
禮
儀
正
し
い
う
る
わ
し
い
お
の
こ
が
現
れ
求
婚
し
て
く
れ

た
ら
い
い
の
に
と
思
い
願
っ
て
い
る
、
だ
が
實
際
に
求
婚
し
て
く
る
の
は
無
禮
な
男
だ
、
と
自
分
の
理
想
と
現
實
と
の
乖
離
を
際
立
た

せ
て
い
る
と
捉
え
る
。
す
な
わ
ち
、
女
性
が
現
實
に
遭
遇
し
た
こ
と
と
そ
れ
に
觸
發
さ
れ
て
思
っ
た
こ
と
と
が
入
り
交
じ
っ
て
い
る
と
、

本
章
の
構
造
を
捉
え
る
の
で
あ
る
。

彼
の
說
は
、「
吉
士
」
が
語
り
手
で
は
な
く
詩
中
の
女
性
が
發
し
た
言
葉
で
あ
る
と
捉
え
る
點
で
漢
唐
詩
經
學
の
解
釋
と
共
通
性
が

あ
る
。
し
か
し
、『
正
義
』
が
「
吉
士
」
を
、
主
人
公
の
女
性
が
求
婚
者
の
男
性
に
直
接
呼
び
か
け
た
言
葉
で
あ
り
、
親
密
な
關
係
で

あ
る
か
ら
褒
め
言
葉
を
使
っ
た
と
す
る
の
に
對
し
て
、
呂
祖
謙
は
女
性
が
想
像
し
あ
こ
が
れ
る
理
想
の
戀
愛
對
象
と
す
る
點
で
相
違
し

て
い
る
。
こ
れ
は
、
呂
祖
謙
が
本
詩
に
描
か
れ
る
主
た
る
内
容
は
淑
德
溢
れ
る
女
性
の
心
理
で
あ
る
と
把
握
し
た
こ
と
か
ら
自
然
に
導

き
出
さ
れ
た
解
釋
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
れ
は
現
實
の
敍
述
の
中
に
女
性
の
思
念
が
入
り
交
じ
っ

て
い
る
と
い
う
認
識
で
あ
り
、
詩
篇
の
構
造
を
重
層
的
に
捉
え
て
い
る
と
い
う
點
で
、
宋
代
詩
經
學
の
共
通
の
傾
向
を
踏
襲
し
た
も
の

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る）
11
（

。

④

　朱
熹
の
解
釋

朱
熹
は
言
う
ま
で
も
な
く
反
序
の
立
場
に
立
つ
學
者
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
物
を
『
正
義
』
―
歐
陽
脩
―
呂
祖
謙
と
い
う
小
序
に

基
づ
く
解
釋
の
流
れ
に
續
け
て
考
察
す
る
の
は
、
違
和
感
を
與
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
彼
は
本
詩
に
つ
い
て
は
「
此
の
序　

之
を
得
た
り
」（「
詩
序
辨
說
」）
と
言
う
よ
う
に
、
小
序
の
說
が
正
し
い
と
い
う
認
識
の
も
と
に
解
釋
を
し
て
い
る
。
本
詩
『
集
傳
』

に
次
の
よ
う
に
言
う
。
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南
國
は
文
王
の
敎
化
を
被
り
、
自
ら
の
貞
潔
を
守
り
、
強
引
で
暴
力
的
な
振
る
舞
い
を
す
る
者
に
汚
さ
れ
た
り
し
な
い
女
性
が

い
た
。
故
に
詩
人
は
、
自
分
が
目
に
し
た
〔
野
原
で
死
ん
だ
獐
ノ
ロ
ジ
カを
白
い
茅
で
包
ん
で
守
る
〕
光
景
に
因
ん
で
、
こ
の
〔
女
性
が
我

が
身
を
汚
さ
れ
な
い
よ
う
に
固
く
操
を
守
る
〕
こ
と
を
興
し
て
美
め
稱
え
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
本
章
を
賦
で
あ
る
と
す
る
說

も
あ
る
。
美
し
い
お
の
こ
が
白
い
茅
で
死
ん
だ
鹿
を
包
ん
で
、
結
婚
に
あ
こ
が
れ
る
女
性
を
誘
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
南
國
被
文

王
之
化
、
女
子
有
貞
潔
自
守
、
不
爲
強
暴
所
汚
者
。
故
詩
人
因
所
見
、
以
興
其
事
而
美
之
。
或
曰
賦
也
。
言
美
士
以
白
茅
包
死
麕

而
誘
懷
春
之
女
也
）�

［
首
章
］

本
章
は
、（
首
章
と
二
章
で
男
が
貞
淑
な
女
性
を
誘
惑
す
る
の
を
承
け
て
）
女
性
が
そ
れ
を
撥
ね
付
け
る
言
葉
を
述
べ
て
い
る
。

「
ひ
と
ま
ず
ゆ
っ
く
り
と
來
て
く
だ
さ
い
。
私
の
手
拭
い
を
搖
ら
さ
な
い
で
、
私
の
犬
を
驚
か
せ
な
い
で
」
と
言
っ
て
、
自
分
に

手
出
し
を
し
て
は
い
け
な
い
と
極
端
な
言
い
方
で
相
手
の
男
に
傳
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
女
の
凜
然
と
し
て
犯
す
べ
か
ら
ざ
る

意
志
が
、
よ
く
表
さ
れ
て
い
る
（
此
章
乃
述
女
子
拒
之
之
辭
。
言
姑
徐
徐
而
來
、
毋
動
我
之
帨
、
毋
驚
我
之
犬
、
以
甚
言
其
不
能

相
及
也
。
其
凜
然
不
可
犯
之
意
、
蓋
可
見
矣
）�

［
卒
章
］

朱
熹
は
本
詩
を
、
詩
人
が
目
の
前
で
繰
り
廣
げ
ら
れ
る
光
景

―
男
が
禮
に
外
れ
た
や
り
方
で
女
性
に
迫
る
が
、
女
性
が
そ
れ
を
毅

然
と
撥
ね
付
け
る
樣

―
を
詠
っ
た
詩
と
解
釋
す
る
。『
正
義
』・
呂
祖
謙
と
同
樣
に
、
朱
熹
は
拒
絕
す
る
の
は
女
性
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
朱
熹
は
『
正
義
』・
呂
祖
謙
と
は
異
な
り
、「
詩
人
見
る
所
に
因
り
て
、
以
て
其
の
事
を
興
し
て
之
を
美
す
」

と
言
う
よ
う
に
、
詩
人
が
詩
世
界
の
外
部
に
立
っ
て
歌
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
詩
が
詩
人
の

創
作
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る）
11
（

。
こ
の
よ
う
な
解
釋
は
、
歐
陽
脩
の
解
釋
を
繼
承
し
た
も
の
と
位
置
付
け
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ら
れ
る
。

呂
祖
謙
は
主
人
公
の
女
性
の
心
理
お
よ
び
そ
の
變
化
を
本
詩
の
主
要
な
内
容
と
捉
え
た
が
、
朱
熹
は
全
篇
詩
人
が
實
見
し
た
、
あ
る

一
時
の
出
來
事
を
あ
る
が
ま
ま
に
歌
っ
た
も
の
と
考
え
る
。
そ
れ
に
よ
り
解
釋
は
シ
ン
プ
ル
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
作
者
で

あ
る
詩
人
の
視
點
を
重
視
し
た
こ
と
の
表
れ
と
捉
え
ら
れ
る
。

「
詩
序
辨
說
」
に
、

本
詩
の
小
序
は
作
詩
の
意
を
得
て
い
る
。
た
だ
し
、
い
わ
ゆ
る
「
禮
無
き
者
」
と
い
う
の
は
、
淫
亂
で
禮
に
外
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
結
納
の
禮
を
行
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（
部
分
的
な
瑕
疵

を
の
み
問
題
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
根
本
的
に
禮
を
無
み
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
）（
此
序
得
之
。
但
所
謂

無
禮
者
、
言
淫
亂
之
非
禮
耳
、
不
謂
無
聘
幣
之
禮
也
）

と
言
う
。
こ
れ
は
、
漢
唐
詩
經
學
お
よ
び
そ
れ
を
引
き
繼
ぐ
呂
祖
謙
の
「
吉
士　

之
を
誘み
ち
びく

」
と
い
う
解
釋
に
異
を
唱
え
た
も
の
で
あ

る）
11
（

。
こ
れ
か
ら
考
え
れ
ば
朱
熹
は
、「
吉
士
誘
之
」
の
「
誘
」
も
歐
陽
脩
と
同
じ
く
「
誘
惑
す
る
」
の
意
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

朱
熹
は
、「『
吉
士
』
は
、『
美
士
（
う
る
わ
し
い
お
の
こ
）』
と
同
義
で
あ
る
（
吉
士
猶
美
士
也
）」
と
言
う
が
、「
吉
」
＝
「
美
」
の
具

體
的
な
内
容
を
說
明
し
て
お
ら
ず
、
禮
を
無
視
し
て
女
性
を
誘
惑
す
る
よ
う
な
男
が
ど
う
し
て
「
う
る
わ
し
い
お
の
こ
」
と
呼
び
得
る

の
か
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
呂
祖
謙
が
指
摘
し
た
、「
誘
」
を
「
誘
惑
す
る
」
の
意
に
解
す
る
と
、

女
性
を
誘
惑
す
る
不
道
德
な
男
が
「
吉
士
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
不
合
理
で
あ
る
と
い
う
問
題
點
を
解
消
せ
ず
棚
上
げ
に
し

て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
彼
の
解
釋
は
充
分
な
說
得
力
を
缺
い
て
い
る
。
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朱
熹
の
解
釋
は
『
正
義
』・
呂
祖
謙
と
歐
陽
脩
の
解
釋
を
折
衷
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
自
覺
し
て
い
た
否
か
に
關
わ
ら

ず
、
彼
も
ま
た
小
序
に
基
づ
く
注
釋
者
た
ち
と
同
じ
解
釋
上
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
を
示
す
（
彼
は
そ
の
問
題
に
充
分
に
解

答
を
與
え
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
）。
朱
熹
も
ま
た
、
傳
統
的
な
詩
經
解
釋
か
ら
完
全
に
離
脱
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。⑤

　嚴
粲
の
解
釋

以
上
の
よ
う
な
解
釋
の
變
遷
の
後
に
、
嚴
粲
の
『
詩
緝
』
は
現
れ
た
。
彼
は
先
人
た
ち
が
取
り
組
ん
だ
解
釋
上
の
問
題
に
い
か
に
答

え
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

嚴
粲
は
、「
禮
無
き
を
惡
」
ん
で
い
る
の
は
誰
と
考
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
本
詩
首
章
『
詩
緝
』
に
、

俗
閒
に
淫
奔
な
者
が
い
た
。
本
詩
は
聞
い
た
者
が
こ
の
こ
と
を
惡
ん
で
言
っ
た
言
葉
を
敍
述
し
た
も
の
で
あ
る
（
俗
有
淫
奔
者
。

此
詩
述
聞
者
惡
之
之
辭
）

と
言
う
。「
述
聞
者
…
…
之
辭
」
の
「
述
」
べ
た
者
と
「
聞
」
い
た
者
と
が
別
の
人
間
を
指
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
嚴
粲
は
「
出
來
事

を
詩
人
に
聞
か
せ
た
者
」「
傳
聞
し
た
出
來
事
を
も
と
に
詩
を
作
っ
た
者
」
お
よ
び
「
出
來
事
を
實
見
し
た
者
」
と
い
う
三
種
の
人
格

を
想
定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
嚴
粲
は
、
淫
奔
な
人
閒
の
振
る
舞
い
を
聞
き
及
ん
だ
者
が
發
し
た
言
葉
を
、
詩
人
が
詩

に
定
着
し
て
傳
え
た
の
が
本
詩
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
卒
章
『
詩
緝
』
で
も
、
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本
章
は
、
無
禮
を
惡
む
者
が
淫
奔
な
人
閒
に
語
っ
た
こ
と
を
敍
述
し
て
い
る
…
…
そ
の
人
が
近
づ
い
た
か
ら
と
言
っ
て
、
必
ず

し
も
す
ぐ
さ
ま
自
分
の
手
拭
い
が
搖
れ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
犬
が
吠
え
る
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、
彼
を
心
の
底
か
ら
惡
ん

で
自
分
か
ら
遠
ざ
け
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
、
惡
人
と
い
っ
し
ょ
に
い
る
と
、
そ
れ
だ
け
で
身
が
汚
れ
て
し

ま
う
よ
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
此
述
惡
無
禮
者
語
淫
奔
之
人
…
…
其
人
相
近
、
未
必
便
動
其
帨
、
未
必
便
使
厖
吠
。
但

深
惡
而
欲
遠
之
、
所
謂
與
惡
人
處
、
若
將
凂
焉
者
也
）

と
言
い
、「
禮
無
き
を
惡
む
者
＝
淫
奔
の
人
に
語
れ
る
」
者
と
「
述
ぶ
」
る
者
と
の
二
人
の
人
格
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
禮

無
き
を
惡
む
者
」
と
言
う
の
は
、
首
章
の
『
詩
緝
』
に
言
う
「
聞
く
者
之
を
惡
む
」
に
當
た
る
だ
ろ
う
（
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
出
來
事

を
實
見
し
た
者
の
存
在
は
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
）。
淫
奔
の
人
に
語
っ
た
人
閒
と
そ
の
言
葉
を
詩
に
定
着
し
て
傳
え
た
人
閒
と
を
分
離

し
て
考
え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
本
詩
の
作
者
は
自
ら
見
聞
し
た
こ
と
を
詩
に
詠
っ
た
の
で
は
な
く
、「
禮
無
き
を
惡
」
ん
だ
者

の
言
葉
を
詩
に
定
着
し
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
禮
無
き
を
惡
」
ん
だ
者
も
自
ら
淫
亂
な
振
る
舞
い
を
實
見
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ

れ
を
何
ら
か
の
手
段
で
聞
き
知
っ
た
と
い
う
よ
う
に
、
入
り
組
ん
だ
傳
聞
關
係
に
な
っ
て
い
る
。
と
も
か
く
「
禮
無
き
を
惡
」
ん
で
い

る
の
は
、
男
に
迫
ら
れ
た
女
で
は
な
く
、
第
三
者
と
解
釋
す
る
點
で
は
、
歐
陽
脩
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
嚴
粲
が
「
其
の
人
相
近
づ

け
ど
も
、
未
だ
必
ず
し
も
便
ち
其
の
帨
を
動
か
さ
ざ
ら
ん
、
未
だ
必
ず
し
も
便
ち
厖
を
し
て
吠
え
使
め
ざ
ら
ん
。
但
だ
深
く
惡
み
て
之

を
遠
ざ
け
ん
と
欲
す
れ
ば
な
り
」
と
言
う
の
は
、
歐
陽
脩
が
「
彼
奔
る
と
も
未
だ
必
ず
し
も
我
が
佩
を
動
か
す
能
は
ざ
ら
ん
。
蓋
し
惡

み
て
遠
く
之
を
却
け
ん
と
す
る
の
辭
な
り
」
と
言
う
の
を
踏
襲
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、「
禮
無
き
を
惡
ん
で
い
る
者
」
が
な
ぜ
、
女
を
誘
惑
す
る
男
を
「
吉
士
」
と
稱
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
呂
祖
謙
は
、
女

性
を
詩
中
の
主
人
公
で
あ
り
語
り
手
で
も
あ
る
と
捉
え
、
そ
の
彼
女
が
理
想
の
男
性
像
と
し
て
想
像
し
あ
こ
が
れ
て
呼
ん
だ
も
の
と
捉
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え
た
が
、
語
り
手

≠

女
性
の
立
場
に
立
つ
嚴
粲
は
彼
の
說
を
踏
襲
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

『
正
義
』
は
、
本
詩
の
語
り
手
を
女
性
と
と
る
か
第
三
者
と
と
る
か
不
分
明
で
あ
り
、「
吉
士
」
を
女
性
が
相
手
の
男
性
に
呼
び
か
け

る
た
め
の
儀
禮
的
な
呼
稱
と
解
釋
し
た
際
に
は
、
女
性
を
語
り
手
と
見
な
す
と
い
う
認
識
が
前
面
に
出
て
い
た
。
歐
陽
脩
は
明
確
に
語

り
手
≠
女
性
と
し
た
が
、
そ
の
「
吉
士
」
解
釋
は
呂
祖
謙
に
よ
っ
て
道
理
に
合
わ
な
い
と
批
判
さ
れ
た
。
朱
熹
も
語
り
手
≠
女
性
の
立

場
に
立
つ
が
、
呂
祖
謙
の
歐
陽
脩
批
判
に
充
分
に
答
え
て
「
吉
士
」
を
解
釋
し
た
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
詩
人

（
あ
る
い
は
語
り
手
）
が
本
詩
に
歌
わ
れ
た
出
來
事
の
當
事
者
で
は
な
く
、
外
部
的
存
在
と
し
て
の
立
場
か
ら
出
來
事
を
詠
っ
て
い
る

と
捉
え
る
立
場
で
は
、「
吉
士
」
解
釋
は
未
解
決
の
ま
ま
殘
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
嚴
粲
は
こ
の
問
題
に
い
か
に
取
り
組
ん
で
い

る
だ
ろ
う
か
。
本
詩
首
章
『
詩
緝
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

結
婚
に
あ
こ
が
れ
る
女
性
が
い
て
、
善
良
な
男
性
に
嫁
ぎ
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
ど
う
し
て
禮
儀
を
守
っ
て
婚
儀

を
進
め
よ
う
と
し
な
い
の
か
。
禮
を
無
視
す
る
も
の
が
ど
う
し
て
吉
士
で
あ
り
得
よ
う
か
。
た
だ
、
う
る
わ
し
い
呼
び
方
を
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
彼
を
責
め
て
い
る
の
で
あ
る
。「
お
前
は
本
來
は
善
良
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
い
っ
た
い
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と

を
し
て
い
る
の
か
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
今
の
世
で
人
を
責
め
る
と
き
に
「
眞
面
目
で
思
慮
深
い
人
閒
〔
で
あ

る
あ
な
た
〕
が
こ
ん
な
こ
と
を
こ
と
を
し
で
か
し
た
の
か
」
と
言
う
の
と
同
樣
で
あ
る
（
有
女
子
懷
春
而
欲
嫁
善
良
之
士
、
何
不

以
禮
娶
之
乃
誘
之
乎
。
無
禮
者
豈
是
吉
士
。
但
美
其
稱
以
責
之
。
言
汝
本
善
良
、
何
乃
爲
此
。
猶
今
責
人
者
言
謹
厚
者
亦
復
爲
之
）

嚴
粲
は
次
の
よ
う
に
說
明
す
る

―
詩
人
は
、
男
性
に
淫
蕩
な
振
る
舞
い
を
や
め
る
よ
う
言
い
聞
か
せ
て
い
る
。
說
得
す
る
た
め
に

不
道
德
な
男
性
に
わ
ざ
と
「
吉
士
」
と
呼
び
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
お
前
は
本
來
は
吉
士
、
す
な
わ
ち
善
良
な
人
閒
な
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の
だ
、
そ
れ
な
の
に
ど
う
し
て
こ
ん
な
道
に
外
れ
た
振
る
舞
い
を
す
る
の
か
、
早
く
も
と
の
善
良
な
お
前
に
立
ち
返
り
た
ま
え
」
と
說

敎
を
し
て
い
る
の
だ
と
。
自
分
が
批
判
す
る
相
手
を
更
生
さ
せ
る
た
め
に
、
お
だ
て
な
が
ら
敎
え
諭
す
と
い
う
、
說
敎
の
效
果
を
高
め

る
た
め
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
嚴
粲
は
見
出
す
の
で
あ
る
。

嚴
粲
の
解
釋
は
、
彼
以
前
の
詩
經
解
釋
の
論
點
を
踏
ま
え
、
小
序
の
「
禮
無
き
を
惡
む
な
り
」
と
い
う
規
程
に
則
り
な
が
ら
、
歷
代

の
詩
經
解
釋
で
充
分
な
解
決
に
至
ら
な
か
っ
た
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
詩
中
に
說
得
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
見
出
し
た
も
の
と
位
置
付

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
に
と
っ
て
は
、
小
序
に
從
う
と
い
う
こ
と
が
詩
篇
の
中
に
複
雜
な
言
說
の
か
ら
く
り
を
新
た
に
發
見
す
る
契

機
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
野
有
死
麕
」
の
解
釋
を
廻
っ
て
は
、
尊
序
の
枠
組
み
の
中
で
も
樣
々
な
觀
點
か
ら
の
說
が
分
岐
し
た
（
朱
熹
の
解
釋
で
さ
え
、
こ

の
枠
組
み
か
ら
外
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
）。
か
つ
、
後
の
學
者
は
先
人
の
說
を
踏
ま
え
、
あ
る
い
は
批
判
し
な
が
ら
自
說
を
提
示

す
る
と
い
う
よ
う
に
、
解
釋
の
繼
承
と
更
新
が
繰
り
返
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
解
釋
の
爭
點
が
具
體
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
嚴
粲

に
よ
っ
て
詩
句
か
ら
說
得
の
レ
ト
リ
ッ
ク
が
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
尊
序
の
中
で
も
解
釋
の
多
樣
な
發
展
は
充
分
可
能
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
と
え
、
か
り
に
尊
序
說
が
「
思
想
的
」
に
守
舊
的
で
あ
っ
た
と
い
う
評
價
を
受
け
入
れ
た
と
し
て
も
、

「
思
想
」
的
に
守
舊
的
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
學
問
的
な
發
展
の
可
能
性
ま
で
も
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（　

ま
と
め

以
上
、
嚴
粲
が
朱
熹
の
反
序
に
從
わ
ず
敢
え
て
尊
序
の
立
場
を
取
る
こ
と
が
、
詩
篇
の
中
に
複
雜
な
レ
ト
リ
ッ
ク
を
見
出
し
た
り
、

登
場
人
物
の
人
閒
性
を
よ
り
包
容
力
を
持
っ
て
理
解
し
た
り
、
歷
代
の
詩
篇
解
釋
者
の
頭
を
惱
ま
せ
て
い
た
難
問
に
合
理
性
の
あ
る
解
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より深く潛水しより自由に游泳するために

答
を
出
し
た
り
す
る
契
機
に
な
っ
て
い
る
樣
を
見
て
き
た
。

こ
こ
で
、
い
や
嚴
粲
の
解
釋
は
過
剩
解
釋
で
あ
り
誤
讀
で
あ
る
、
朱
熹
の
よ
う
な
シ
ン
プ
ル
さ
を
尊
ぶ
解
釋
の
方
が
民
謠
由
來
の
詩

篇
の
本
來
の
意
味
を
よ
り
よ
く
捉
え
て
い
る
の
だ
と
い
う
意
見
が
出
る
か
も
知
れ
な
い
。
筆
者
も
そ
の
よ
う
な
意
見
が
、
詩
經
の
原
義

研
究
と
い
う
視
點
か
ら
言
え
ば
強
い
說
得
力
を
持
つ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
否
定
し
な
い
。
し
か
し
、
筆
者
は
こ
れ
ま
で
宋
代
の
詩
經
注
釋

書
を
讀
ん
で
き
て
、
宋
代
詩
經
學
は
漢
唐
詩
經
學
に
比
べ
て
、
詩
篇
に
よ
り
一
貫
性
を
持
た
せ
つ
つ
も
よ
り
複
雜
な
意
味
、
深
い
意
味

を
見
出
そ
う
と
い
う
志
向
性
を
持
ち
、
そ
れ
を
實
現
す
る
た
め
に
豐
か
な
解
釋
の
方
法
論
を
練
り
上
げ
て
き
た
こ
と
を
見
て
き
た
。
そ

の
よ
う
な
解
釋
學
史
的
觀
點
か
ら
言
え
ば
、
嚴
粲
の
尊
序
の
立
場
は
宋
代
詩
經
學
の
追
求
し
た
道
を
よ
り
發
展
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
對
し
て
あ
る
意
味
で
詩
篇
の
内
容
を
單
純
に
捉
え
る
傾
向
に
つ
な
が
る
朱
熹
の
反
序
は
、
宋
代
詩
經
學

の
追
求
し
た
解
釋
の
方
向
性
か
ら
見
れ
ば
異
質
な
性
格
を
持
ち
、
そ
れ
故
に
後
輩
の
學
者
た
ち
に
行
き
詰
ま
り
を
突
き
付
け
る
も
の
だ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
嚴
粲
は
朱
熹
の
解
釋
の
優
れ
た
點
と
限
界
と
を
冷
靜
に
見
極
め
た
上
で
、
敢
え
て
尊
序
の
立
場
を
取
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
な
觀
點
か
ら
尊
序
と
反
序
の
詩
經
解
釋
史
上
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
が
歷
史
的
事

實
に
近
い
か
、
あ
る
い
は
い
ず
れ
が
進
歩
的
で
い
ず
れ
が
守
舊
的
か
と
い
う
觀
點
か
ら
の
評
價
と
は
異
な
る
姿
が
見
え
て
く
る
と
思
わ

れ
る
。

小
雅
「
頍
弁
」
序
『
詩
緝
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

國
風
や
小
雅
は
意
圖
を
言
外
に
込
め
る
こ
と
が
多
い
。
あ
る
い
は
、
意
圖
が
言
葉
に
表
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
ゆ
っ
た
り
と
柔
ら

か
で
紆
餘
曲
折
が
多
い
の
で
、
讀
者
に
は
そ
れ
が
捉
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
。
…
…
『
詩
經
』
を
讀
む
と
い
う
の
は
他
の
書
物
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と
は
異
な
り
、
た
だ
詩
の
世
界
に
深
く
潛
り
泳
ぎ
回
り
、
じ
っ
く
り
浸
り
き
っ
て
こ
そ
そ
の
意
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
（
國
風
小

雅
多
寓
意
於
言
外
、
或
意
雖
形
於
言
而
優
柔
紆
餘
、
讀
者
不
覺
也
。
…
…
讀
詩
與
他
書
別
、
唯
涵
泳
浸
漬
乃
得
之
）

詩
の
世
界
の
奧
深
く
に
潛
行
し
浸
り
き
っ
て
こ
そ
、
言
外
の
意
、
言
葉
の
綾
の
中
に
目
立
た
ぬ
よ
う
に
織
り
込
ま
れ
た
意
を
把
握
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
、
嚴
粲
は
考
え
て
い
た
。
本
稿
の
考
察
の
結
果
、
彼
は
、
そ
の
よ
う
な
讀
解
を
實
現
す
る
た
め
の
一
つ
の
踏
切
臺

と
し
て
、
小
序
の
言
葉
も
活
用
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
。

注（
1
）
本
稿
は
、
拙
著
『
詩
經
解
釋
學
の
繼
承
と
變
容

―
北
宋
詩
經
學
を
中
心
に
据
え
て

―
』（
研
文
出
版
、
二
〇
一
七
）
第
十
六
章
「
作

者
の
意
圖
か
ら
國
史
と
孔
子
の
解
說
へ

―
嚴
粲
詩
經
解
釋
に
お
け
る
小
序
尊
重
の
意
義

―
」
の
副
題
に
示
し
た
問
題
意
識
を
受
け
繼

ぎ
、
別
の
觀
點
か
ら
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
（
）
さ
ら
に
言
え
ば
、
具
體
的
な
詩
篇
の
解
釋
に
お
い
て
は
、
反
序
の
立
場
に
立
つ
朱
熹
も
し
ば
し
ば
小
序
の
說
に
基
づ
い
て
解
釋
し
て
い

た
り
、
尊
序
の
立
場
に
立
つ
學
者
に
し
て
も
場
合
に
よ
っ
て
小
序
の
說
を
否
定
し
て
い
た
り
、
蘇
轍
の
よ
う
に
自
己
の
詩
經
注
釋
書
に
首

序
の
み
を
載
せ
後
序
を
載
せ
な
か
っ
た
學
者
で
あ
っ
て
も
、
し
ば
し
ば
後
序
の
說
に
據
っ
て
い
た
り
、
逆
に
首
序
の
說
を
否
定
し
て
い
た

り
す
る
。
こ
こ
か
ら
考
え
れ
ば
、
尊
序
と
反
序
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
概
括
的
・
總
論
的
な
認
識
で
あ
り
言
表
で
あ
っ
て
、
實
際
に
は
截

然
と
切
り
分
け
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

（
（
）
宋
代
詩
經
學
に
お
け
る
詩
序
認
識
に
つ
い
て
は
、
戴
維
『
詩
經
研
究
史
』（
湖
南
敎
育
出
版
社
、
二
〇
〇
一
）、
洪
湛
侯
『
詩
經
學
史
』（
中

華
書
局
、
二
〇
〇
二
）
な
ど
を
參
照
の
こ
と
。

（
（
）
前
揭
拙
著
第
五
章
參
照
。
朱
熹
「
詩
序
辨
說
序
」
に
、「
其
後
三
家
傳
又
絕
、
而
毛
說
孤
行
、
則
其
牴
牾
之
迹
無
復
可
見
。
故
此
序
者
遂

若
詩
人
先
所
命
題
、
而
詩
文
反
爲
因
序
以
作
、
於
是
讀
者
轉
相
尊
信
、
無
敢
擬
議
」
と
言
う
の
は
、
詩
序
批
判
の
立
場
か
ら
の
議
論
で
あ
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より深く潛水しより自由に游泳するために

る
が
、
詩
序
を
詩
人
の
自
作
と
す
る
說
が
通
行
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

（
（
）「
子
夏
惟
裁
初
句
耳
、
至
也
字
而
止
…
…
其
下
皆
是
大
毛
自
以
詩
中
之
意
繫
其
辭
也
」（『
毛
詩
指
說
』、
文
淵
閣
四
庫
全
書
本
）

（
（
）「
世
傳
以
爲
出
於
子
夏
、
予
竊
疑
之
…
…
是
以
其
言
時
有
反
覆
煩
重
、
類
非
一
人
之
詞
者
、
凡
此
皆
毛
氏
之
學
、
而
衛
宏
之
所
集
錄
也
」

（
蘇
轍
『
詩
集
傳
』
周
南
「
關
雎
」
序
注
）

（
（
）「
得
失
之
迹
、
刺
美
之
義
、
則
國
史
明
之
矣
。
史
氏
得
詩
、
必
載
其
事
、
然
後
其
義
可
知
、
今
小
序
之
首
是
也
。
其
下
則
說
詩
之
辭
也
」

（
程
頤
「
詩
解
」「
關
雎
」）

（
（
）「
題
下
一
句
、
國
史
所
題
、
爲
首
序
。
其
下
說
詩
者
之
辭
、
爲
後
序
」（
嚴
粲
「
詩
緝
條
例
」）

（
（
）
例
え
ば
、
衞
風
「
芄
蘭
」
の
小
序
、「
刺
惠
公
也
。
驕
而
無
禮
、
大
夫
刺
之
」
に
つ
い
て
、『
詩
緝
』
に
、「
衞
惠
公
鄭
昭
公
皆
見
逐
。
惠

公
拒
天
子
之
師
以
入
衞
。
春
秋
不
言
復
、
然
以
其
終
得
國
也
。
故
出
入
皆
稱
衞
侯
。
忽
以
世
子
當
立
。
然
以
其
終
失
國
也
。
故
出
入
皆
稱

忽
。
此
聖
人
書
法
之
嚴
也
。
首
序
稱
惠
公
稱
忽
、
皆
用
春
秋
書
法
。
知
經
聖
人
之
手
矣
」
と
言
い
、
鄭
風
「
有
女
同
車
」
の
小
序
、「
刺

忽
也
…
…
」
に
つ
い
て
、『
詩
緝
』
に
、「
以
其
終
失
國
、
出
入
皆
不
稱
鄭
伯
、
此
首
序
稱
忽
、
擊
鼓
稱
州
吁
、
墓
門
稱
陳
佗
、
皆
用
春
秋

書
法
。
知
經
聖
人
之
手
矣
」
と
言
い
、
小
序
が
鄭
の
昭
公
の
こ
と
を
そ
の
名
を
も
っ
て
「
忽
」
と
稱
し
て
い
る
の
は
、
孔
子
が
詩
經
編
纂

時
に
、「
春
秋
の
筆
法
」
に
基
づ
い
て
小
序
に
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
。

（
10
）
前
揭
拙
著
第
十
六
章
參
照
。

（
11
）「
按
毛
詩
序
傳
自
毛
公
以
爲
子
夏
之
學
。
雖
不
子
夏
所
爲
、
要
之
師
承
當
不
誣
…
…
大
抵
序
之
首
一
句
所
謂
衆
篇
之
義
者
、
其
下
附
益
乃

毛
公
發
明
首
一
句
之
指
」（『
經
考
附
錄
』
卷
三
「
毛
詩
序
」
四
五
葉
表
）

（
1（
）
前
揭
拙
著
第
Ⅲ
部
參
照
。

（
1（
）
金
谷
治
譯
注
『
論
語
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
六
三
、
二
一
三
頁
）。

（
1（
）
前
揭
拙
著
第
十
四
章
第
（
節
參
照
。

（
1（
）
前
揭
拙
著
第
三
章
第
（
節
參
照
。

（
1（
）
嚴
粲
の
「
譎
諫
」
理
解
に
つ
い
て
は
、
前
揭
拙
著
第
十
六
章
第
（
節
參
照
。

（
1（
）
詩
中
の
「
女
也
不
爽
、
士
貳
其
行
。
士
也
罔
極
、
二
三
其
德
」
に
つ
い
て
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
同
じ
詩
句
に
つ
い
て
『
詩
緝
』
は
、
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「
因
自
歎
、
女
未
嘗
差
爽
其
所
守
而
自
貳
其
行
。
士
心
無
極
不
可
測
知
、
由
其
德
二
三
不
專
一
故
也
。
士
也
罔
極
、
所
謂
怨
靈
脩
之
浩
蕩

也
」
と
言
う
。
朱
熹
と
違
っ
て
事
の
責
任
が
自
分
と
男
の
ど
ち
ら
に
あ
る
か
を
爭
う
態
度
で
は
な
く
、
自
分
が
眞
心
を
込
め
て
仕
え
た
の

に
夫
が
心
變
わ
り
を
し
た
こ
と
を
嘆
き
悲
し
ん
だ
も
の
と
解
釋
し
て
い
る
。「
所
謂
怨
靈
脩
之
浩
蕩
也
」
は
、『
楚
辭
』「
離
騒
」（「
七
諫
・

哀
命
」
に
も
同
じ
詩
句
が
あ
る
）
の
句
意
と
の
相
似
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
が
、『
楚
辭
』
の
政
治
的
含
意
（
王
逸
に
據
れ
ば
「
靈

脩
」
は
懷
王
を
指
す
と
言
う
）
で
は
な
く
、
詩
句
が
直
接
表
す
「
戀
人
の
心
の
定
め
な
さ
を
怨
む
」
と
い
う
こ
と
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
、

夫
に
翻
弄
さ
れ
る
「
氓
」
の
女
の
怨
情
と
の
相
似
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
1（
）
拙
稿
「
同
情
と
配
慮
の
レ
ト
リ
ッ
ク

―
戴
震
『
毛
詩
補
傳
』
に
見
ら
れ
る
嚴
粲
詩
經
學
の
影
響

―
」（『
日
本
宋
代
文
學
學
會
報
』

第
三
集
、
二
〇
一
七
）
第
（
節
參
照
。

（
1（
）
毛
傳
に
「
憂
懼
不
遑
餐
也
」
と
言
い
、『
新
義
』
に
「
而
至
於
不
能
食
」
と
言
い
、『
蘇
傳
』
に
「
故
憂
之
不
遑
食
也
」
と
言
い
、
李
樗

は
「
我
是
以
憂
其
滅
亡
而
不
能
餐
息
也
」（『
李
黃
解
』）
と
言
い
、『
呂
記
』
に
、「
范
氏
曰
」
と
し
て
「
君
子
憂
之
、
至
於
不
能
餐
息
」

を
引
く
。

（
（0
）
前
揭
拙
著
第
十
五
・
十
六
章
參
照
。

（
（1
）「
美
す
る
に
非
ざ
る
也
」
と
言
う
の
は
、
本
詩
小
序
に
、「
正
し
き
に
反
る
を
美
む
」
と
い
う
の
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
嚴
粲
が
、

小
序
第
二
句
以
下
は
首
序
に
對
す
る
後
世
の
學
者
の
敷
衍
で
あ
り
、
誤
り
を
含
む
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
よ
く
表
す
。

（
（（
）
前
揭
拙
著
第
十
四
章
參
照
。
ま
た
、
檀
作
文
『
朱
熹
詩
經
學
研
究
』（
學
苑
出
版
社
、
二
〇
〇
三
）
第
一
章
第
二
節
參
照
。

（
（（
）『
蘇
傳
』
に
「
月
出
づ
る
を
以
て
東
方
の
明
と
爲
す
」
と
言
う
の
は
、
次
の
「
鷄
鳴
」
第
二
章
を
解
釋
し
た
も
の
。

東
方
明
矣　
　

東
方　

明
け
ぬ

朝
既
昌
矣　
　

朝　

既
に
昌さ
か
んな

り

匪
東
方
則
明��

東
方
則
ち
明
く
る
に
匪
ず

月
出
之
光　
　

月
の
出
づ
る
の
光
な
り

（
（（
）『
蘇
傳
』
卷
五
の
「
齊
鷄
鳴
」
と
い
う
題
下
注
の
中
で
、「
其
後
五
世
至
哀
公
而
變
風
作
」
と
言
い
、
蘇
轍
も
哀
公
の
世
が
亂
れ
た
時
代

だ
っ
た
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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（
（（
）
前
揭
拙
著
第
十
四
章
第
（
節
④
參
照
。

（
（（
）
本
文
に
引
い
た
注
の
後
文
で
朱
熹
は
、「
然
正
變
之
說
、
經
無
明
文
可
考
、
今
姑
從
之
、
其
可
疑
者
、
則
具
於
本
篇
云
」
と
言
う
が
、
本

詩
に
關
し
て
は
、
朱
熹
の
解
釋
は
陳
古
刺
今
詩
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
從
來
の
枠
組
み
を
外
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
（（
）「
夜
氣
」
と
は
、
夜
間
静
か
に
落
ち
着
い
た
心
境
の
中
で
生
ま
れ
る
善
な
る
心
。『
孟
子
』「
告
子　

上
」「
夜
氣
不
足
以
存
、
則
其
違
禽

獣
不
遠
矣
」
と
言
う
。

（
（（
）「
言
外
之
意
」
と
い
う
解
釋
概
念
を
嚴
粲
が
多
用
し
た
こ
と
は
、
諸
家
に
よ
っ
て
重
視
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
朱
熹
は
「
言
外
」
と
い

う
概
念
を
詩
經
解
釋
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
用
い
て
い
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
揭
拙
著
第
十
六
章
注
（
（（
）
參
照
。

（
（（
）
同
樣
の
解
釋
は
、「
女
曰
鷄
鳴
」
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
拙
稿
「
江
湖
詩
人
と
儒
學

―
詩
經
學
を
例
と
し
て
」（『
ア
ジ
ア
遊
學
』
第

一
八
〇
號
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
五
年
三
月
）
參
照
。

（
（0
）
記
錄
者
「
綜
」
と
は
、
呉
綜
の
こ
と
。
字
は
仲
方
、
臨
川
縣
の
人
。〔
朱
熹
〕
長
沙
期
の
弟
子
〔
知
潭
州
。
紹
熙
四
年
、
一
一
九
三
〕。

「『
語
録
姓
氏
』
が
か
れ
の
所
錄
を
楊
長
孺
の
場
合
と
同
じ
く
『
甲
寅
記
見

0

0

』
と
し
て
お
り
、
ご
く
短
時
日
の
訪
問
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ

る
」（
田
中
謙
二
「
朱
門
弟
子
師
事
年
攷
」、
全
集
第
三
卷
、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
一
、
二
六
五
頁
）。

（
（1
）
束
景
南
『
朱
熹
年
譜
長
編
』
に
據
れ
ば
、
淳
熙
十
三
年
丙
午
（
一
一
八
六
、
朱
熹
五
十
七
歳
）「
十
月
、
詩
集
傳
成
、
作
詩
序
辨
說
附
後
、

刻
版
於
建
安
」
と
言
う
（
華
東
師
範
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
一
、
下
册
八
五
一
頁
）。
前
注
に
示
し
た
よ
う
に
、
呉
綜
が
朱
熹
を
訪
問
し

た
の
が
紹
熙
四
年
（
一
一
九
三
）
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
彼
が
『
詩
集
傳
』
を
讀
み
朱
熹
の
「
鷄
鳴
」
解
釋
を
知
っ
て
い
た
可
能
性
は
高

い
と
思
わ
れ
る
。

（
（（
）
清
原
宣
賢
講
述
『
毛
詩
抄
』
に
、「
此
野
有
の
詩
は
、
作
者
が
世
界
の
無
禮
を
に
く
ん
で
作
た
ぞ
」
と
言
う
。
宣
賢
も
ま
た
、『
正
義
』

が
作
者
と
主
人
公
の
女
性
と
を
別
人
格
と
捉
え
て
い
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
疏
家
が
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
詩
中
に

「
女
有
り　

春
を
懷
ふ
」
と
女
性
を
客
觀
視
し
た
言
葉
が
あ
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
本
詩
首
章
『
正
義
』
に
も
、

そ
の
禮
を
守
り
た
い
と
思
う
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
そ
の
時
期
に
遲
れ
た
く
な
い
と
思
う
。
だ
か
ら
、
貞
女
が
い
て

0

0

0

0

0

春
を
開
い

て
禮
に
從
っ
て
男
と
會
う
こ
と
を
思
っ
て
い
る
、
時
期
を
逃
し
た
く
な
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
既
欲
其
禮
、
又
欲
其
及
時
、

故
有
貞
女
思
開
春
以
禮
與
男
會
、
不
欲
過
時
也
）
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と
、
詩
句
の
「
女
有
り
」
を
踏
襲
し
て
「
貞
女
有
り
」
と
言
い
、
本
詩
が
客
觀
的
な
視
點
か
ら
敍
述
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
て
い
る
こ
と
を

窺
わ
せ
る
表
現
が
あ
る
。

（
（（
）
前
揭
拙
著
第
十
五
章
第
（
節
參
照
。

（
（（
）
前
揭
拙
著
第
五
章
第
（
節
、
第
七
章
第
（
節
な
ど
を
參
照
。

（
（（
）
前
揭
拙
著
、
第
十
二
・
十
三
・
十
四
章
お
よ
び
「
ま
と
め
」
參
照
。

（
（（
）
た
だ
し
、『
詩
集
傳
』
が
「
或
い
は
曰
く
」
と
し
て
示
し
た
、
賦
と
し
て
解
釋
し
た
場
合
に
は
、
出
來
事
（
男
が
意
中
の
女
に
樣
々
な
贈

り
物
を
贈
っ
て
氣
を
引
き
不
道
德
な
戀
愛
に
誘
う
が
、
女
性
は
手
嚴
し
く
そ
れ
を
撥
ね
付
け
る
）
の
敍
述
に
終
始
し
、
詩
人
に
よ
る
批
評

的
視
線
が
極
め
て
微
弱
に
な
り
、
作
者
と
し
て
の
詩
人
の
存
在
が
稀
薄
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、『
正
義
』
と
相
似
た
狀
況
で
あ
る
。

（
（（
）「
聘
幣
之
禮
」
と
は
、
婚
儀
の
定
め
に
則
っ
て
結
納
を
交
わ
す
こ
と
で
、『
正
義
』
の
說
に
據
れ
ば
ノ
ロ
ジ
カ
の
肉
を
白
い
チ
ガ
ヤ
で
包

ん
で
贈
る
の
を
指
す
。
毛
傳
の
「『
誘
』
は
、
道み
ち

び
く
也
」
と
い
う
訓
詁
は
、
男
が
そ
の
よ
う
な
聘
幣
の
禮
を
行
い
正
し
い
手
續
き
を
踏

ん
で
婚
儀
を
進
め
る
と
解
釋
し
た
も
の
で
、
そ
れ
を
『
正
義
』
は
「
吉
士
使
媒
人
道
成
之
」
と
、
呂
祖
謙
は
「
必
待
吉
士
以
禮
道
之
」
と

敷
衍
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
朱
熹
は
こ
の
よ
う
な
解
釋
に
反
對
し
、「
誘
」
を
「
誘
惑
す
る
」
と
と
り
、「
吉
士
が
禮
を
無
視
し
た
や
り
方

で
女
性
を
誘
惑
す
る
」
と
解
釋
し
た
の
で
、「
吉
士
」
が
な
ぜ
不
道
德
な
行
爲
を
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
再
燃
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

テ
キ
ス
ト

●
唐
・
孔
穎
達
等
奉
勅
撰
『
毛
詩
正
義
』（
略
稱
『
正
義
』）

十
三
經
注
疏
附
校
勘
記
（
嘉
慶
二
十
年
江
西
南
昌
府
學
刊
本
景
印
）
第
二
册
（
臺
灣
・
藝
文
印
書
館
）
に
據
り
つ
つ
、
十
三
經
注
疏
整
理

本
（
北
京
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
）
第
四
～
六
册
を
參
照
し
た
。

●
北
宋
・
歐
陽
脩
撰
『
詩
本
義
』

四
部
叢
刊
廣
篇
、
據
呉
縣
潘
氏
滂
憙
齋
藏
宋
刊
本
影
印
本
。

●
北
宋
・
王
安
石
『
詩
經
新
義
』（
略
稱
『
新
義
』）

程
元
敏
輯
、『
三
經
新
義
輯
考
彙
評
（
二
）
─
詩
經
』（
中
華
叢
書
、
臺
灣
、
國
立
編
譯
館
、
一
九
八
六
）
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●
北
宋
・
程
頤
「
詩
解
」（
略
稱
「
程
解
」）

「
河
南
程
氏
經
說
卷
第
三
」（
理
學
叢
書
『
二
程
集
』
下
册
、
中
華
書
局
、
一
九
八
一
）

●
北
宋
・
蘇
轍
撰
『
詩
集
傳
』（
略
稱
『
蘇
傳
』）

續
修
四
庫
全
書
據
淳
熙
七
年
蘇
詡
筠
州
公
使
庫
刻
本
影
印
本
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
二
）

●
南
宋
・
呂
祖
謙
『
呂
氏
家
塾
讀
詩
記
』

四
部
叢
刊
廣
編
0（
、
據
常
熟
瞿
氏
鐵
琴
銅
劍
樓
藏
宋
刊
本
影
印
本

●
南
宋
・
朱
熹
『
詩
集
傳
』（
略
稱
『
集
傳
』）

四
部
叢
刊
廣
編
0（
、
據
靜
嘉
堂
文
庫
藏
宋
本
影
印
本

●
同
『
詩
序
辨
説
』

『
朱
子
全
書　

修
訂
本
』
第
一
册
（
上
海
古
籍
出
版
社
・
安
徽
敎
育
出
版
社
、
二
〇
一
〇
）

●
同
『
朱
子
語
類
』

王
星
賢
點
校
、
理
學
叢
書
本
（
中
華
書
局
、
一
九
八
六
）

●
南
宋
・
李
樗
・
黄
櫄
『
李
與
仲
實
夫
毛
詩
集
解
』（
略
稱
『
李
黄
解
』）

通
志
堂
經
解
（
（
江
蘇
廣
陵
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
三
）

●
南
宋
・
嚴
粲
『
詩
緝
』

據
明
趙
府
味
經
堂
刊
本
影
印
本
（
臺
灣
・
廣
文
書
局
、
一
九
七
〇
）

○
本
稿
は
、
第
四
回
日
本
宋
代
文
學
學
會
（
二
〇
一
七
年
五
月
二
七
日
、
於
岡
山
大
學
）
に
お
け
る
發
表
「
詩
經
解
釋
に
お
け
る
詩
篇
の
内
容

の
重
層
的
把
握
の
發
展
、
お
よ
び
詩
序
の
意
義
」
を
も
と
に
し
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。
發
表
に
對
し
て
貴
重
な
質
問
意
見
を
賜
っ
た
こ
と

を
こ
こ
に
深
く
感
謝
す
る
。

○
本
稿
は
、
平
成
二
九
年
度
慶
應
義
塾
大
學
學
術
振
興
資
金
個
人
研
究
に
よ
る
成
果
で
あ
る
。


