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簒
奪
者
に
獻
げ
る
讚
歌

―
類
淫
詩
說
を
廻
る
朱
熹
・
嚴
粲
と
戴
震
・
翁
方
綱
と
の
關
係

―

種
村
和
史

（　

は
じ
め
に

春
秋
時
代
、
曲
き
よ
く

沃よ
く

の
武
公
は
、
主
君
で
あ
る
湣び
ん

を
討
ち
晉
國
の
簒
奪
に
成
功
し
た
。
晉
を
手
に
入
れ
た
武
公
は
、
さ
っ
そ
く
正
式
に

諸
侯
と
し
て
承
認
し
て
も
ら
う
べ
く
、
周
王
を
懷
柔
す
る
た
め
に
莫
大
な
贈
り
物
を
獻
上
す
る
。
時
は
す
で
に
周
王
朝
の
權
威
が
地
に

墮
ち
て
久
し
く
、
寶
物
を
受
け
取
っ
た
僖き

王お
う

（『
毛
詩
正
義
』『
春
秋
左
氏
傳
』
の
表
記
に
從
う
。『
史
記
』
の
表
記
は
「
釐き

王お
う

」（
は
、

武
公
を
晉
君
に
任
命
し
た
。『
春
秋
左
氏
傳
』
に
據
れ
ば
、
周
・
僖
王
四
年
、
魯
・
莊
公
十
六
年
、
紀
元
前
六
七
八
年
、
あ
た
か
も
齊

の
桓
公
が
覇
を
唱
え
た
年
に
當
た
る
。
彼
の
祖
父
成せ
い

師し

が
甥
の
晉
昭
侯
よ
り
曲
沃
の
地
を
與
え
ら
れ
桓か
ん

叔し
ゆ
くと

號
し
て
本
家
を
凌
ぐ
盛
强

を
誇
る
よ
う
に
な
っ
て
以
來
、
父
の
莊そ
う

伯は
く

を
經
て
、
代
々
主
家
に
敵
對
し
主
君
を
弑
殺
し
都
に
乘
り
込
も
う
と
し
て
は
、
そ
の
都
度
反

對
勢
力
に
押
し
返
さ
れ
曲
沃
に
戾
り
、
な
お
も
野
心
を
捨
て
る
こ
と
な
く
本
據
地
で
雌
伏
し
虎
視
眈
々
と
機
會
を
窺
う
と
い
う
こ
と
を
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繰
り
返
し
た
末
、
曲
沃
伯
と
な
っ
て
三
八
年
目
に
し
て
武
公
は
、
と
う
と
う
三
代
に
わ
た
る
悲
願
を
成
就
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
晉
公

と
な
っ
て
二
年
に
し
て
没
し
た（

（
（

。

桓
叔
以
來
、
曲
沃
家
が
晉
君
の
座
を
狙
っ
て
い
る
と
の
危
機
感
は
晉
の
國
人
の
中
に
滿
ち
わ
た
っ
て
お
り
、
そ
の
狀
況
を
詠
っ
た
と

さ
れ
る
詩
篇
が
詩
經
唐
風
に
多
く
收
錄
さ
れ
た
。
小
序
に
據
れ
ば
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
が
桓
叔
や
武
公
を
批
判
す
る
か
、
あ
る
い
は
彼

ら
の
增
長
を
座
視
す
る
晉
君
の
無
策
を
責
め
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
一
篇
の
み
、
晉
國
を
乘
っ
取
っ
た
武
公
を
贊
美
し

た
と
、
小
序
が
明
言
す
る
詩
が
あ
る
。「
無
衣
」
の
詩
で
あ
る
。
そ
の
小
序
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
無
衣
」
は
、
晉
の
君
主
と
な
っ
た
武
公
を
美
め
た
詩
で
あ
る
。
武
公
は
よ
う
や
く
晉
國
を
乘
っ
取
っ
た
の
で
、
彼
の
大
夫
が

彼
の
た
め
に
天
子
の
使
者
に
王
命
を
授
け
て
く
だ
さ
る
よ
う
請
う
て
、
こ
の
詩
を
作
っ
た
（
無
衣
、
美
晉
武
公
也
。
武
公
始
幷
晉

國
、
其
大
夫
爲
之
請
命
乎
天
子
之
使
、
而
作
是
詩
也
（

そ
の
首
章
に
次
の
よ
う
に
言
う
（
訓
讀
は
、『
毛
詩
鄭
箋
』（
一
（、
古
典
硏
究
會
叢
書　

漢
籍
之
部
、
汲
古
書
院
、
一
九
九
二
、
三

七
〇
頁
、
の
淸
原
家
訓
點
に
據
っ
た
。
以
下
同
じ
（。

豈
曰
無
衣
七
兮　

豈
に
衣
の
七
つ
あ
る
無
し
と
曰
へ
や

不
如
子
之
衣　
　

子
の
衣
に
は
如
か
ず

安
且
吉
兮　
　
　

安
く
し
て
且ま

た
吉よ

し

［
傳
］
諸
侯
は
天
子
よ
り
命
を
受
け
な
け
れ
ば
國
君
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
諸
侯
不
命
於
天
子
則
不
成
爲
君
（
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［
箋
］
武
公
は
晉
を
乘
っ
取
っ
た
ば
か
り
で
、
心
が
い
ま
だ
安
ら
か
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
王
命
の
し
る
し
の
衣
を
授
か
っ

て
安
心
し
よ
う
と
し
た
（
武
公
初
幷
晉
國
、
心
未
自
安
、
故
以
得
命
服
爲
安
（

人
々
を
道
德
に
導
く
經
典
で
あ
る
詩
經
に
收
め
ら
れ
た
詩
篇
に
つ
い
て
、
そ
の
敎
え
の
要
諦
を
說
い
て
い
る
は
ず
の
小
序
が
、
國
家

簒
奪
と
い
う
、
臣
下
と
し
て
最
大
の
罪
惡
を
犯
し
た
人
物
を
「
美ほ

」
め
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
の
は
、
後
世
に
大
き
な
難
問
を
突
き
付

け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
詩
經
注
釋
者
は
こ
の
難
問
を
解
決
し
て
、
儒
敎
倫
理
に
背
馳
す
る
こ
と
な
く
合
理
的
な
解
釋
を
施
し
て
、
本
詩

を
詩
經
の
一
篇
と
し
て
整
合
的
に
位
置
付
け
る
こ
と
を
迫
ら
れ
た
。「
無
衣
」
の
持
つ
特
殊
な
性
格
は
、
注
釋
者
の
解
釋
體
系
に
破
綻

を
も
た
ら
し
か
ね
ず
、
そ
れ
に
對
し
て
彼
ら
は
何
ら
か
の
調
整
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
施
さ
れ
た
解
釋
に
は
、

學
者
そ
れ
ぞ
れ
の
儒
敎
倫
理
に
つ
い
て
の
認
識
の
み
な
ら
ず
、
詩
篇
に
内
在
す
る
意
味
と
そ
れ
を
表
出
す
る
表
現
手
法
に
つ
い
て
の
思

索
が
き
わ
め
て
鮮
明
な
形
で
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
通
し
て
、
我
々
は
各
時
代
、
各
學
者
の
倫
理
觀
、
文
學
觀
の
多
樣
な
あ
り

方
と
相
互
關
係
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
稿
で
は
本
詩
お
よ
び
關
連
の
詩
篇
を
題
材
に
し
て
、
宋
代
詩
經
學
と
淸
朝
詩
經
學
と
の
關
係
を
考
え
て
み
た
い
。
筆
者
は
こ
れ
ま

で
、
淸
朝
考
證
學
の
方
法
論
の
確
立
に
大
き
な
貢
獻
を
果
た
し
た
戴
震
（
雍
正
元
、
一
七
二
三
～
乾
隆
四
二
、
一
七
七
七
、
五
五
歳
（

の
詩
經
硏
究
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
き
た（

（
（

。
そ
こ
で
知
る
こ
と
が
で
き
た
彼
の
詩
經
硏
究
の
理
念
と
方
法
論
、
お
よ
び
宋
代
詩
經
學

か
ら
の
影
響
關
係
が
、
當
時
の
學
術
の
中
で
、
さ
ら
に
は
淸
朝
考
證
學
の
歷
史
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
、
相
對
的

な
視
點
で
檢
討
し
て
み
た
い
。
比
較
の
對
象
と
し
て
、
本
稿
で
は
特
に
淸
・
翁
方
綱
（
雍
正
十
一
、
一
七
三
三
～
嘉
慶
二
三
、
一
八
一

八
、
八
六
歳
（
に
焦
點
を
當
て
る
。

翁
方
綱
は
戴
震
と
同
時
代
人
で
、
經
學
・
文
學
・
藝
術
な
ど
幅
廣
い
領
域
に
わ
た
っ
て
顯
著
な
業
績
を
擧
げ
た
人
物
で
あ
り
、
詩
經
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全
篇
に
對
す
る
札
記
を
ま
と
め
た
硏
究
書
『
詩
附
記
』
を
著
し
た（

（
（

。
彼
は
、
戴
震
と
と
も
に
四
庫
館
臣
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

窺
え
る
よ
う
に
考
證
學
的
素
養
を
充
分
に
身
に
つ
け
な
が
ら
も
、
朱
熹
を
擁
護
す
る
立
場
か
ら
戴
震
の
學
術
に
批
判
を
行
っ
た
こ
と
で

知
ら
れ
る
。
翁
方
綱
と
戴
震
兩
者
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
考
證
學
的
方
法
を
用
い
る
學
者
の
閒
で
、
宋
代
學
術
か
ら
の
影
響
關

係
に
い
か
な
る
多
樣
性
が
あ
っ
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
漢
宋
抒
采
」
に
ど
の
よ
う
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

戴
震
・
翁
方
綱
と
宋
代
詩
經
學
と
の
關
係
を
考
え
る
上
で
、
朱
熹
（
一
一
三
〇
～
一
二
〇
〇
（
と
嚴
粲
（
生
卒
年
不
詳
（
と
い
う
對

象
を
取
り
上
げ
る
。
朱
熹
に
つ
い
て
は
改
め
て
說
明
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
嚴
粲
は
朱
熹
・
呂
祖
謙
と
と
も
に
南
宋
を
代
表
す
る
詩

經
學
者
で
あ
り
、
朱
熹
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
つ
つ
も
解
釋
理
念
や
方
法
に
お
い
て
異
な
る
態
度
を
有
す
る
獨
自
性
の
强
い
詩
經
學

を
構
築
し
た（

（
（

。
彼
の
著
書
『
詩
緝
』
は
、
淸
朝
詩
經
學
に
お
い
て
も
盛
ん
に
參
照
さ
れ
、
筆
者
の
調
査
に
據
れ
ば
、
戴
震
若
年
の
詩
經

注
釋
書
『
毛
詩
補
傳
』（
以
下
、『
補
傳
』
と
略
稱
（
に
お
い
て
は
、『
詩
緝
』
か
ら
の
引
用
三
三
回
、
宋
代
で
は
朱
熹
二
五
九
件
に
は

る
か
に
及
ば
な
い
も
の
の
、
第
三
位
の
程
頤
「
詩
說
」
十
四
件
の
二
倍
强
の
引
用
件
數
で
第
二
位
を
占
め
て
い
る（

（
（

。
段
雅
馨
氏
の
調
査

に
據
れ
ば
、『
詩
附
記
』
に
お
け
る
『
詩
緝
』
か
ら
の
引
用
は
一
〇
八
回
に
及
び
、
宋
代
で
は
朱
熹
二
二
九
件
に
次
ぎ
、
第
三
位
の
呂

祖
謙
『
呂
氏
家
塾
讀
詩
記
』（
以
下
、『
呂
記
』
と
略
稱
（
五
一
件
の
二
倍
强
の
引
用
件
數
で
第
二
位
を
占
め
、『
補
傳
』
と
類
似
し
た

狀
況
に
な
っ
て
い
る（

（
（

。
引
用
の
意
圖
は
、
嚴
粲
の
經
說
に
同
意
す
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
批
判
の
對
象
と
す
る
も
の
も
數
多
い
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
が
、
當
時
の
學
者
に
と
っ
て
嚴
粲
の
詩
經
學
が
大
き
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
閒
違
い
な
い
。

『
補
傳
』
は
、
乾
隆
十
八
年
（
一
七
五
三
（、
戴
震
三
十
歳
の
年
に
著
さ
れ
た（

（
（

若
年
の
著
述
で
あ
る
。
一
方
、
翁
方
綱
は
乾
隆
五
八
年

（
一
七
九
三
（
秋
か
ら
經
學
に
關
す
る
札
記
を
ま
と
め
始
め
、
乾
隆
六
十
年
（
一
七
九
五
、
六
十
二
歳
（
に
『
詩
附
記
』
十
卷
を
書
き

上
げ
た
。
そ
の
後
改
稿
を
繰
り
返
し
、
嘉
慶
八
年
（
一
八
〇
三
（
に
『
詩
附
記
』
を
含
む
『
十
三
經
附
記
』
を
基
本
的
に
完
成
し
た
。
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時
に
翁
方
綱
七
一
歳
で
あ
る（

（
（

。『
詩
附
記
』
の
中
に
は
戴
震
の
說
三
例
が
引
か
れ
る
他
、
段
玉
裁
、
王
念
孫
・
王
引
之
と
い
っ
た
戴
震

の
弟
子
の
世
代
、
さ
ら
に
そ
の
次
の
世
代
の
學
者
の
說
も
引
か
れ
て
い
て
、
こ
こ
か
ら
も
兩
著
の
時
代
的
閒
隔
が
感
得
で
き
る
。
翁
方

綱
は
、
戴
震
の
詩
經
學
が
學
界
で
消
化
さ
れ
普
及
さ
れ
る
に
充
分
な
時
を
隔
て
て
、
そ
の
詩
經
硏
究
書
を
書
き
上
げ
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
奇
し
く
も
、
朱
熹
『
集
傳
』
と
嚴
粲
『
詩
緝
』
の
閒
に
約
六
十
年
の
時
が
橫
た
わ
っ
て
い
る
の
と
相
似
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
點
か
ら
、
朱
熹
←
→
嚴
粲
、
戴
震
←
→
翁
方
綱
と
い
う
二
つ
の
對
立
軸
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
宋
代
詩
經
學
と
淸

朝
詩
經
學
の
閒
の
繼
承
と
差
違
の
實
相
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
す
る
。

行
論
に
先
立
っ
て
本
稿
で
用
い
る
術
語
、
お
よ
び
關
連
す
る
術
語
の
意
味
の
規
定
を
し
た
い
。

「
淫
詩
」
と
は
、
儒
敎
倫
理
に
外
れ
る
不
道
德
な
戀
愛
を
し
て
い
る
男
女
の
思
い
や
行
動
を
内
容
と
す
る
詩
篇
を
指
す
。
た
だ
し
、

本
稿
で
「
淫
詩
」
と
言
う
時
、
そ
の
よ
う
な
内
容
か
否
か
（
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
解
釋
さ
れ
得
る
内
容
か
否
か
（
の
み
に
着
眼
し
、

そ
れ
が
誰
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
立
場
で
詠
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
問
わ
な
い
。

「
淫
詩
說
」
と
は
、「
淫
詩
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
不
道
德
な
戀
愛
に
耽
る
男
女
自
ら
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
す
る
解
釋
を
指
す
。
朱

熹
が
『
集
傳
』
の
中
で
用
い
た
の
を
代
表
と
す
る
、
詩
經
解
釋
學
上
の
傳
統
的
な
術
語
で
あ
る
。

「
準
淫
詩
說
」
と
は
、「
淫
詩
」
の
も
う
一
種
類
の
解
釋
の
仕
方
に
對
し
て
、
筆
者
が
假
に
名
づ
け
た
も
の
で
あ
る（

（
（

。
詩
中
に
は
男
女

の
思
い
や
行
動
が
詠
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
作
者
は
彼
ら
自
身
で
は
な
く
、
作
者
は
詩
中
の
男
女
を
批
判
す
る
た
め
に
詩
を
作
り
、
そ

の
意
圖
を
效
果
的
に
實
現
す
る
た
め
に
あ
え
て
不
道
德
な
男
女
の
口
吻
を
借
り
て
詠
っ
た
と
す
る
解
釋
を
「
準
淫
詩
說
」
と
稱
す
る
。

こ
の
よ
う
な
解
釋
は
『
正
義
』
や
歐
陽
脩
『
詩
本
義
』
と
い
っ
た
『
集
傳
』
以
前
の
注
釋
書
で
す
で
に
用
い
ら
れ
、
朱
熹
の
淫
詩
說
の

先
蹤
と
見
な
し
得
る
が
、
そ
れ
に
止
ま
ら
ず
『
集
傳
』
以
降
の
學
者
も
こ
の
解
釋
を
用
い
る
例
が
ま
ま
見
ら
れ
る
。

「
淫
詩
」「
淫
詩
說
」「
準
淫
詩
說
」
は
男
女
の
不
道
德
な
戀
愛
を
内
容
と
す
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
筆
者
は
、「
類
淫
詩
」「
類
淫
詩
說
」
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「
準
類
淫
詩
說
」
と
い
う
概
念
を
用
い
る
。
詩
經
の
中
に
は
、
國
の
簒
奪
を
狙
う
者
、
お
よ
び
そ
の
支
持
者
の
思
い
や
行
動
を
詠
っ
た

と
言
わ
れ
る
詩
篇
が
存
在
す
る
。
男
女
の
戀
愛
で
は
な
い
が
、
や
は
り
不
道
德
な
人
閒
の
思
い
や
行
動
が
詠
わ
れ
て
い
る
點
で
「
淫

詩
」
と
類
似
す
る
。
こ
の
よ
う
な
詩
篇
を
、
筆
者
は
「
類
淫
詩
」
と
稱
す
る
。「
淫
詩
」
と
い
う
用
語
と
同
樣
、
そ
の
よ
う
な
内
容
か

否
か
（
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
解
釋
さ
れ
得
る
内
容
か
否
か
（
の
み
に
着
目
し
、
そ
れ
が
誰
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
立
場
で
詠
わ
れ
た

も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
問
わ
な
い
。

「
類
淫
詩
說
」
と
は
、「
類
淫
詩
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
簒
奪
者
や
そ
の
支
持
者
自
身
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
す
る
解
釋
を
言
う（

（1
（

。

「
準
類
淫
詩
說
」
は
、
詩
中
に
は
簒
奪
者
や
そ
の
支
持
者
の
思
い
や
行
動
が
詠
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
作
者
は
彼
ら
自
身
で
は
な
く
、

作
者
は
道
德
的
な
人
閒
で
あ
り
、
詩
中
の
人
物
を
批
判
す
る
た
め
に
詩
を
作
り
、
そ
の
意
圖
を
效
果
的
に
實
現
す
る
た
め
に
あ
え
て
簒

奪
者
や
そ
の
支
持
者
の
口
吻
を
借
り
て
詠
っ
た
と
す
る
解
釋
を
言
う
。
以
上
を
表
に
示
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

表　

淫
詩
・
類
淫
詩
に
關
す
る
用
語

用
語

内
容

内
容
に
對
す
る
用
語

解
釋
の
仕
方
に
對
す
る
用
語

作
者
は
不
道
德

作
者
は
道
德
的

不
道
德
な
戀
愛

淫
詩

淫
詩
說

準
淫
詩
說

弑
逆
・
簒
奪

類
淫
詩

類
淫
詩
說

準
類
淫
詩
說

「
無
衣
」
は
小
序
に
據
れ
ば
、
主
君
を
弑
殺
し
國
家
を
簒
奪
し
た
武
公
を
贊
美
す
る
と
い
う
内
容
を
持
つ
の
で
、
筆
者
の
分
類
で
言

え
ば
「
類
淫
詩
」
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
作
者
に
つ
い
て
の
認
識
の
違
い
か
ら
、
注
釋
者
に
よ
っ
て
あ
る
者
は
類
淫
詩
說
を
と
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り
、
あ
る
者
は
準
類
淫
詩
說
を
と
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
類
淫
詩
に
共
通
の
事
柄
で
あ
る
が
、「
無
衣
」
で
は
さ
ら
に
特
殊

な
事
情
が
加
わ
る
。
そ
れ
は
、
通
常
の
類
淫
詩
に
お
い
て
は
そ
の
小
序
は
詩
篇
を
「
刺
詩
」
と
す
る
の
が
常
だ
が
、「
無
衣
」
に
つ
い

て
は
美
詩
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
問
題
を
い
っ
そ
う
複
雜
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
行
論
中
、
詩
篇
の
出
典
を
表
記
す
る
際
、
誤
解
の
恐
れ
が
な
い
場
合
に
は
書
名
の
み
記
し
、
篇
名
は
省
略
し
た
。
翁
方
綱
『
詩

附
記
』
は
、
そ
の
手
稿
本
を
用
い（

（（
（

、
卷
數
と
影
印
本
の
頁
數
と
を
示
し
た
。

（　

戴
震
と
翁
方
綱
の
違
い

「
無
衣
」
に
つ
い
て
、
翁
方
綱
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

小
序
に
「
晉
の
武
公
を
美ほ

む
る
な
り
」
と
言
う
。『
正
義
』
に
、「『
美
む
』
と
い
う
の
は
武
公
の
家
臣
が
主
君
を
美
め
稱
え
る

氣
持
ち
で
あ
る
」
と
言
う
が
、
こ
れ
は
ま
こ
と
に
意
を
盡
く
し
た
解
說
で
あ
る
。『
詩
經
』
の
編
者
が
武
公
を
美
め
た
と
言
っ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
呂
祖
謙
『
呂
氏
家
塾
讀
詩
記
』
に
、「
禮
樂
征
伐
の
大
權
が
〔
天
子
か
ら
〕
諸
侯
へ
、
諸
侯
か
ら
大
夫
へ
、

大
夫
か
ら
陪
臣
へ
と
移
り
降
り
盜
ま
れ
た
。
そ
の
變
化
が
久
し
い
以
前
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
」
と
言
う
。
こ
う
し
た
こ
と
は
本
詩

か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
嚴
粲
『
詩
緝
』
に
、「
こ
の
詩
を
〔
孔
子
が
〕
削
ら
な
か
っ
た
の
は
、
世
の
變
轉
が
極
ま
っ
た
こ
と

を
表
し
て
、
周
王
朝
の
衰
亡
を
傷
み
歎
い
た
の
で
あ
る
」
と
言
う
（
序
美
晉
武
公
也
。
孔
疏
云
美
之
者
其
臣
之
意
美
之
耳
。
斯
言

盡
之
矣
。
非
謂
編
詩
者
美
之
。
呂
記
謂
禮
樂
征
伐
移
於
諸
侯
降
於
大
夫
竊
於
陪
臣
、
其
所
由
來
者
漸
矣
、
可
以
此
詩
觀
之
。
嚴
緝

謂
此
詩
不
旛
者
、
所
以
著
世
變
之
窮
而
傷
周
之
衰
也
（ 

（『
詩
附
記
』
卷
二
、
一
三
〇
頁
（
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翁
方
綱
は
『
正
義
』『
呂
記（

（1
（

』
お
よ
び
嚴
粲
『
詩
緝
』
を
引
用
し
て
、
小
序
を
合
理
化
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
晉
の
武
公
を
美
む
る
な

り
」
と
い
う
小
序
首
句
（
以
下
、「
首
序
」
と
略
稱
す
る
（
は
、
武
公
の
臣
下
が
武
公
を
贊
美
す
る
た
め
に
本
詩
を
作
っ
た
こ
と
を
說

明
し
た
も
の
で
、
作
者
の
意
で
あ
り
、
詩
經
の
編
者
の
意（

（1
（

と
は
異
な
る
と
す
る
。
編
者
は
、
武
公
が
大
逆
を
行
い
な
が
ら
誅
罰
さ
れ
る

こ
と
な
く
か
え
っ
て
望
み
の
地
位
を
獲
得
し
贊
美
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
當
時
周
王
朝
が
い
か
に
弱
體
化
し
て
い
た
か
を
讀
者
に
鮮

明
に
傳
え
よ
う
と
し
て
、
本
詩
を
も
と
あ
っ
た
ま
ま
の
小
序
と
と
も
に
詩
經
に
收
錄
し
た
と
、
翁
方
綱
は
考
え
る
。

「
無
衣
」『
詩
附
記
』
は
、
主
に
『
正
義
』『
呂
記
』『
詩
緝
』
を
綴
り
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
た
め
、
翁
方
綱
獨

自
の
思
考
を
窺
う
こ
と
が
難
し
い
。
し
か
し
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
た
思
考
を
支
え
る
認
識
に
、
彼
が
引
用
し
た
諸
家
の
說
、
本
稿
の
關

心
に
基
づ
け
ば
と
り
わ
け
嚴
粲
の
說
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
ま
っ
た
く
な
い
だ
ろ
う
か
。
端
的
に
言
え
ば
、
翁
方
綱
は
本
詩
を
は
じ
め
と

す
る
嚴
粲
の
類
淫
詩
解
釋
に
全
面
的
に
贊
成
す
る
の
だ
ろ
う
か
、
も
し
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
、
本
詩
に
つ
い
て
は
な
ぜ
嚴
粲
の
說
に
贊

成
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
詩
の
解
釋
は
、
翁
方
綱
の
類
淫
詩
認
識
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
だ
ろ
う
か
。

別
の
問
い
か
け
方
も
で
き
る
。
類
淫
詩
に
對
す
る
解
釋
の
體
系
性
と
い
う
見
地
か
ら
考
え
て
、
嚴
粲
の
說
を
踏
襲
し
た
こ
と
で
翁
方

綱
は
何
ら
か
の
難
點
に
直
面
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
、
し
て
い
る
と
し
た
ら
そ
れ
を
い
か
に
調
整
し
た
だ
ろ
う
か
、
そ
し
て
調
整
の
過

程
で
、
嚴
粲
の
詩
經
解
釋
と
の
閒
に
い
か
な
る
質
的
差
違
が
現
れ
た
だ
ろ
う
か
。
體
系
性
と
い
う
點
で
よ
り
問
題
だ
っ
た
の
は
、
嚴
粲

か
翁
方
綱
か
。

こ
う
し
た
疑
問
を
探
る
た
め
の
手
掛
か
り
を
得
る
た
め
に
、
戴
震
の
解
釋
を
取
り
上
げ
、
兩
說
に
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
か
を
見

て
い
き
た
い
。
戴
震
は
本
詩
『
補
傳
』
の
「
戴
氏
篇
義
」（『
補
傳
』
で
は
、
各
詩
の
注
釋
の
末
尾
、
詩
題
の
下
に
、
そ
の
詩
篇
の
全
體

的
な
内
容
、
作
詩
の
意
圖
、
作
詩
の
事
情
、
そ
れ
に
關
す
る
歷
代
の
說
に
對
す
る
戴
震
の
意
見
な
ど
を
述
べ
た
部
分
が
あ
る
。
こ
の
部

分
を
假
に
「
戴
氏
篇
義
」
と
稱
す
る

―
以
下
同
じ
（
で
次
の
よ
う
に
言
う
。
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「
無
衣
」
二
章
、
亂
を
惡
む
詩
で
あ
る
。
晉
人
は
周
が
賄
賂
を
受
け
て
、
主
君
を
弑
殺
し
た
者
に
服
を
賜
わ
っ
た
の
を
刺
っ
た

の
で
あ
る
。
故
に
、〔
武
公
、
あ
る
い
は
そ
の
意
を
受
け
た
彼
の
家
臣
が
〕
王
命
を
請
う
た
樣
子
に
基
づ
い
て
詠
っ
た
。「
安
き

也
」
と
言
う
の
は
不
安
で
あ
る
こ
と
を
表
す
言
葉
で
あ
る
。
晉
人
が
武
公
に
服
從
し
て
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ

る
。
彼
ら
が
服
從
し
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
人
心
に
存
在
す
る
天
理
が
失
わ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
周
王
朝
は
か
く
し
て
天
意

を
失
っ
た
。
こ
う
な
っ
て
は
も
は
や
諸
侯
を
掌
握
す
る
こ
と
な
ど
で
き
よ
う
は
ず
も
な
い
。
齊
の
桓
公
は
こ
の
年
に
初
め
て
霸
を

唱
え
た（

（1
（

（
無
衣
二
章
惡
亂
也
。
晉
人
刺
周
之
受
賂
、
以
錫
弒
君
者
服
。
故
本
其
請
命
之
意
言
之
。
安
也
者
不
安
之
辭
也
。
明
晉
人

之
不
服
也
。
其
不
服
何
也
。
天
理
之
在
人
心
者
不
去
也
。
周
于
是
乎
失
天
。
奚
以
得
諸
侯
。
齊
桓
公
以
是
年
始
霸
云
（

翁
方
綱
が
小
序
に
從
い
つ
つ
合
理
化
を
圖
っ
て
い
る
の
に
對
し
て
、
戴
震
は
小
序
を
排
し
自
ら
が
捉
え
た
主
旨
を
提
示
し
て
、「
亂

を
惡
む
な
り
」
と
言
う（

（1
（

。
詩
人
は
簒
奪
者
の
言
葉
を
模
し
て
詩
を
作
り
、
そ
の
裏
に
晉
の
國
人
た
ち
の
非
難
と
不
服
從
の
意
志
が
存
在

す
る
こ
と
を
暗
示
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

戴
震
は
「
周
是
に
於
い
て
か
天
を
失
ふ
」
と
言
う
が
、
こ
れ
は
翁
方
綱
が
嚴
粲
を
引
い
て
「
周
の
衰
へ
た
る
を
傷
む
」
と
言
う
の
と

類
似
す
る（

（1
（

。
た
だ
し
、
翁
方
綱
、
あ
る
い
は
彼
が
引
用
す
る
嚴
粲
が
、
世
變
の
極
ま
り
の
典
型
例
と
し
て
武
公
の
簒
奪
が
詠
わ
れ
て
い

る
と
考
え
る
の
に
對
し
て
、
戴
震
は
、
武
公
を
敍
𣝣
し
た
こ
と
が
周
王
朝
の
威
信
を
完
全
に
失
墜
さ
せ
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
、
一

連
の
事
態
を
因
果
關
係
の
相
で
結
び
つ
け
、
詩
人
が
本
當
に
表
現
し
た
か
っ
た
の
は
、
武
公
の
簒
奪
に
對
す
る
批
判
で
は
な
く
、
周
王

に
對
す
る
批
判
と
周
王
朝
の
衰
微
に
對
す
る
感
慨
な
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
と
こ
ろ
が
異
な
る
。
さ
ら
に
、
兩
者
は
刺
り
傷
む
主
體
の

捉
え
方
が
異
な
る
。
戴
震
が
作
者
自
身
が
刺
り
傷
ん
で
い
る
と
考
え
る
の
に
對
し
て
、
翁
方
綱
は
編
者
が
傷
ん
で
い
る
と
と
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、
戴
震
の
解
釋
は
準
類
淫
詩
說
を
と
り
、
作
者
は
道
德
的
で
あ
り
、
本
詩
に
は
簒
奪
者
に
寄
り
添
っ
た
言
葉
の
裏
に
、
彼
と
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彼
を
敍
𣝣
し
た
周
王
へ
の
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
の
に
對
し
て
、
翁
方
綱
の
解
釋
で
は
類
淫
詩
說
を
と
り
、
作
者
は
惡
人
の

一
味
で
あ
り
、
本
詩
は
簒
奪
者
を
贊
美
し
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
兩
者
は
い
ず
れ
も
詩
篇
に
表
現
さ
れ
て
い
る
内
容
と
、
そ
れ
が
詩
經
の
一
篇
と
し
て
收
錄
さ
れ
て
發
信
し
て

い
る
道
德
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
の
閒
に
食
い
違
い
が
あ
る
と
考
え
る
の
だ
が
、
食
い
違
い
の
ゆ
え
ん
を
ど
こ
に
見
出
す
か
が
異
な
っ
て
い

る
。「
無
衣
」
解
釋
に
お
け
る
こ
の
二
つ
の
方
向
性
の
發
生
は
い
つ
に
溯
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

（　

美
め
て
い
る
の
か
刺
っ
て
い
る
の
か
―
『
正
義
』
の
二
つ
の
解
釋

翁
方
綱
の
「
無
衣
」『
詩
附
記
』
の
說
の
起
點
に
置
か
れ
た
の
は
、
首
章
に
對
す
る
次
の
『
正
義
』
で
あ
っ
た
。

〔
詩
序
が
本
詩
を
〕「
美
む
」
と
い
う
の
は
武
公
の
家
臣
が
主
君
を
美
め
稱
え
る
氣
持
ち
が
詠
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（
美
之
者
、
其
臣
之
意
美
之
耳
（ 

…
…
正
義
ａ

と
こ
ろ
が
、「
唐
風
詩
譜
」
の
『
正
義
』
に
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
無
衣
」
と
「
有
杕
之
杜
」
は
ど
ち
ら
も
晉
の
武
公
を
刺
っ
て
い
る
の
で
、
武
公
に
つ
い
て
の
詩
で
あ
る
（
無
衣
有
杕
之
杜
則

皆
刺
武
公
、
則
武
公
詩
也
（ 

…
…
正
義
ｂ
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正
義
ａ
が
「
無
衣
」
を
美
詩
と
す
る
の
に
對
し
、
正
義
ｂ
は
刺
詩
と
す
る
。
同
じ
『
正
義
』
の
中
に
正
反
對
の
說
が
共
存
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
淸
・
阮
元
編
『
毛
詩
正
義
挍
勘
記
』（
以
下
、『
挍
勘
記
』
と
略
稱
（
が
問
題
に
し
て
い
る
。
實
は
『
毛
詩
正

義
』
諸
本
の
中
に
は
首
序
を
「
無
衣
、
刺0

晉
武
公
也
」
と
、「
美
」
で
は
な
く
「
刺
」
に
作
る
本
も
多
く
、
そ
の
中
に
は
淸
・
阮
元
が

刊
行
し
た
『
十
三
經
注
疏
』
の
底
本
も
含
ま
れ
る
。
戴
震
の
弟
子
段
玉
裁
は
、
詩
經
お
よ
び
毛
傳
の
校
定
を
行
い
『
毛
詩
故
訓
傳
定
本

小
箋
』
を
著
し
た
が
、
そ
こ
で
は
本
詩
小
序
に
對
し
て
雙
行
注
で
「『
美
』
を
『
刺
』
に
作
る
本
も
あ
る
が
、
誤
り
で
あ
る
（
美
或
作

刺
、
誤
（」
と
い
う
校
語
を
附
し
て
い
る（

（1
（

。『
挍
勘
記
』
も
『
定
本
小
箋
』
と
同
樣
、「
刺
」
に
作
る
の
は
誤
り
で
「
美
」
に
作
る
の
が

正
し
い
と
し
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

閩
本
・
明
監
本
・
毛
本
は
〔
阮
挍
本
の
底
本
と
〕
同
じ
〔
く
「
刺
」
に
作
る
〕。
唐
石
經
・
小
字
本
・
相
臺
本
は
「
刺
」
で
は

な
く
「
美
」
に
作
る
。『
七
經
孟
子
考
文
』
の
古
本
も
同
じ
く
「
美
」
に
作
る
。
案
ず
る
に
、『
正
義
』
に
「
晉
の
武
公
を
美
む
る

な
り
」、「
之
を
美
む
る
所
以
は
」
と
言
い
、
ま
た
「
而
し
て
是
の
無
衣
の
詩
を
作
り
て
以
て
之
を
美
む
」
と
言
い
、
さ
ら
に
「
其

の
能
く
晉
國
を
幷
す
る
を
美
む
」
と
言
う
。
し
た
が
っ
て
〔
小
序
初
句
は
〕「
美
」
に
作
る
の
が
正
し
い
。「
唐
風
詩
譜
」『
正
義
』

に
「『
無
衣
』『
有
杕
之
杜
』
は
則
ち
皆
な
武
公
を
刺
る
」
と
言
う
の
は
誤
り
で
あ
る
（
閩
本
明
監
本
毛
本
同
。
唐
石
經
小
字
本
相

臺
本
刺
作
美
。
考
文
古
本
同
。
案
正
義
云
美
晉
武
公
也
、
所
以
美
之
者
、
又
云
而
作
是
無
衣
之
詩
以
美
之
。
又
云
、
美
其
能
幷
晉

國
。
作
美
者
是
也
。
上
文
譜
正
義
云
無
衣
有
杕
之
杜
則
皆
刺
武
公
者
誤
（

「
無
衣
」『
正
義
』
の
中
で
小
序
を
「
美
晉
武
公
」
と
し
て
複
數
回
論
じ
て
い
る
の
を
根
據
に
、「
刺
」
に
作
る
テ
キ
ス
ト
は
誤
り
で
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あ
る
と
『
挍
勘
記
』
が
言
う（

（1
（

の
は
從
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
稿
が
「
無
衣
」
首
序
を
「
無
衣
、
美
晉
武
公
也
」
と
し
て
論
述
を
行
っ
て

い
る
の
は
こ
れ
に
據
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
『
挍
勘
記
』
に
、「
詩
譜
正
義
」
が
「
無
衣
」
を
刺
詩
と
す
る
の
は
誤
っ
て
い
る
と
言
う
。
こ
れ
は
、『
正
義
』
全
體
の
記

述
は
整
合
的
で
あ
る
べ
き
で
、
小
序
が
「
美
武
公
」
で
あ
る
以
上
、「
無
衣
」
を
刺
詩
と
す
る
說
が
『
正
義
』
に
存
在
す
る
は
ず
が
な

い
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

は
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。『
正
義
』
は
、
實
際
に
は
六
朝
期
に
異
な
る
學
者
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
複
數
の
義
疏
を
切
り
貼
り
し
て

な
っ
た
も
の
だ
と
さ
れ
る（

（1
（

。
と
す
れ
ば
、
鄭
玄
『
詩
譜
』
に
對
す
る
『
正
義
』（
正
義
ｂ
（
の
も
と
に
な
っ
た
義
疏
は
、
詩
經
の
經
文

と
傳
箋
に
對
す
る
『
正
義
』（
正
義
ａ
（
の
も
と
に
な
っ
た
義
疏
と
は
異
な
る
も
の
で
、
故
に
異
質
の
學
說
が
併
存
し
て
い
る（

11
（

の
も
不

思
議
で
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
正
義
ｂ
の
も
と
に
な
っ
た
義
疏
の
著
者
は
、
本
詩
の
主
旨
に
つ

い
て
小
序
と
異
な
る
認
識
を
示
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
六
朝
期
か
ら
本
詩
首
序
を
「
刺
晉
武
公
也
」
に

作
る
テ
キ
ス
ト
が
存
在
し
、
正
義
ｂ
の
も
と
に
な
っ
た
義
疏
は
そ
れ
に
據
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
正

義
ｂ
の
文
字
に
諸
本
で
異
同
が
な
い
以
上
、
こ
れ
を
尊
重
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
推
定
が
成
り
立
つ
な
ら
ば
、『
正
義
』
撰
述
の
時
代
ま
で
に
、
す
で
に
「
無
衣
」
を
美
詩
と
す
る
か
刺
詩
と
す
る
か
相
異
な

る
學
說
が
竝
立
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
觀
點
か
ら
翁
方
綱
と
戴
震
の
說
を
見
る
な
ら
ば
、
本
詩
を
晉
の
武
公
の

家
臣
が
武
公
を
贊
美
し
た
詩
と
と
る
翁
方
綱
は
、
も
ち
ろ
ん
正
義
ａ
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
る
。
對
し
て
、
本
詩
の
主
旨
を
「
亂
を

惡
む
」
と
捉
え
る
戴
震
は
、「
武
公
を
刺
る
」
と
す
る
正
義
ｂ
と
は
批
判
の
對
象
に
つ
い
て
の
認
識
こ
そ
異
な
る
が
、
い
ず
れ
も
廣
い

意
味
で
「
刺
詩
」
と
捉
え
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
正
義
ｂ
の
流
れ
を
汲
む
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
翁
方

綱
・
戴
震
兩
者
の
說
の
對
立
は
、
本
詩
を
廻
っ
て
き
わ
め
て
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
問
題
に
、
彼
ら
の
觀
點
か
ら
改
め
て
取
り
組
ん
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だ
も
の
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（　

朱
熹
と
嚴
粲
の
解
釋

翁
方
綱
と
戴
震
が
昔
な
が
ら
の
問
題
を
再
び
取
り
上
げ
た
時
、『
正
義
』
と
彼
ら
の
閒
に
橫
た
わ
る
長
い
時
閒
の
中
で
戰
わ
さ
れ
て

き
た
議
論
の
歷
史
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
で
も
、
朱
熹
が
從
來
の
解
釋
に
對
し
て
行
っ
た
異
議
申
し
立
て
と
、
嚴

粲
が
朱
熹
の
說
に
對
す
る
反
駁
を
込
め
て
提
出
し
た
說
は
、
論
點
と
論
理
に
お
い
て
こ
の
問
題
の
歷
史
を
代
表
す
る
に
足
る
も
の
で
あ

る
。
本
節
で
は
、
朱
熹
・
嚴
粲
の
「
無
衣
」
解
釋
を
分
析
し
、
戴
震
・
翁
方
綱
の
解
釋
と
の
關
係
を
考
察
す
る
た
め
の
基
礎
と
し
た
い
。

①　

朱
熹
の
解
釋

小
序
が
淺
は
か
な
點
は
も
と
よ
り
多
い
が
、
順
逆
を
顚
倒
し
、
物
事
の
筋
道
を
亂
し
道
理
に
逆
ら
う
こ
と
、
こ
れ
ほ
ど
甚
だ
し

い
例
は
他
に
は
見
ら
れ
な
い
。
故
に
私
は
特
に
こ
れ
に
つ
い
て
深
く
議
論
し
、
人
心
を
正
し
、
賊
な
る
一
味
を
誅
罰
し
よ
う
と
思

う
の
で
あ
る
。
思
い
は
大
序
に
い
わ
ゆ
る
「
得
失
を
正
」
し
、
こ
れ
に
因
ん
で
春
秋
の
義
に
自
ら
近
づ
か
ん
と
こ
い
ね
が
う
の
で

あ
る
（
小
序
之
陋
固
多
、
然
其
顚
倒
順
逆
、
亂
倫
悖
理
、
未
有
如
此
之
甚
者
。
故
予
特
深
辯
之
、
以
正
人
心
、
以
誅
賊
黨
、
意
庶

幾
乎
大
序
所
謂
正
得
失
者
、
而
因
以
自
附
於
春
秋
之
義
云
（

朱
熹
「
詩
序
辨
說
」
の
「
無
衣
」
小
序
に
對
す
る
批
判
で
あ
る
。
彼
が
口
を
極
め
て
攻
擊
す
る
の
は
、
小
序
が
本
詩
を
簒
奪
者
を
贊
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美
し
た
詩
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
本
詩
小
序
は
、
朱
熹
を
し
て
自
ら
の
詩
經
注
釋
書
か
ら
小
序
を
排
す
る
と
い
う
、
詩
經
解
釋
學
史
上

の
エ
ポ
ッ
ク
と
な
る
擧
に
向
か
わ
せ
た
主
要
な
導
火
線
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
で
は
、
小
序
を
棄
て
た
朱
熹
は
「
無
衣
」
を
い
か
な
る
詩
と
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。『
集
傳
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

本
詩
は
、
お
そ
ら
く
武
公
の
王
命
を
請
う
た
樣
子
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。「
私
に
は
七
つ
の
章も
よ
うの

つ
い
た
衣
を
持
っ
て
い
な

い
わ
け
で
は
な
い
が
…
…
」
と
詠
う
。
武
公
は
主
君
弑
殺
と
國
家
簒
奪
の
罪
を
負
っ
て
い
る
の
で
、
人
み
な
誰
か
ら
も
討
伐
さ
れ

か
ね
ず
、
天
地
の
閒
に
自
ら
を
容
れ
ら
れ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
は
な
い
。
故
に
、
王
に
賄
し
て
〔
晉
君
に
〕
命
じ
て
も
ら
う
よ
う
請

願
し
、
本
詩
に
あ
る
よ
う
な
言
說
を
行
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
〔「
も
と
も
と
七
つ
の
章
の
あ
る
衣
く
ら
い
持
っ
て
は
い
る
が
、

天
子
樣
か
ら
の
賜
り
物
と
し
て
拝
領
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
で
、
あ
え
て
望
む
の
で
あ
る
」
の
よ
う
な
言
い
方
に
現
れ
て
い

る
〕
そ
の
驕
り
昂
ぶ
り
、
禮
を
無
視
し
た
有
樣
は
ま
た
甚
だ
し
い
も
の
が
あ
る
（
此
詩
蓋
述
其
請
命
之
意
。
言
我
非
無
是
七
章
之

衣
也
…
…
武
公
既
負
弒
君
簒
國
之
罪
、
則
人
得
討
之
、
而
無
以
自
立
於
天
地
之
閒
。
故
賂
王
請
命
、
而
爲
說
如
此
。
然
其
倨
慢
無

禮
亦
已
甚
矣
（ 

…
…
朱
熹
說
ａ

「
此
の
詩
蓋
し
其
の
命
を
請
ふ
の
意
を
述
ぶ
」
と
い
う
文
自
體
に
「
述
ぶ
」
る
主
體
が
誰
な
の
か
明
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
確
證
は

得
ら
れ
な
い（

1（
（

も
の
の
、
本
詩
『
集
注
』
全
體
の
筆
致
か
ら
、
朱
熹
は
本
詩
を
武
公
自
ら
が
作
っ
た
詩
だ
と
考
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
推

定
で
き
る
。
詩
句
が
王
に
𣝣
位
を
表
す
衣
を
傲
慢
な
口
振
り
で
求
め
る
樣
を
第
一
人
稱
で
詠
っ
て
い
る（

11
（

の
に
着
目
し
て
、
本
詩
を
自
作

詩
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
、
詩
句
表
現
自
體
を
重
視
し
て
詩
篇
を
解
釋
す
る
と
い
う
朱
熹
の
學
的
態
度
が
反
映
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
解
釋
さ
れ
た
本
詩
は
、
惡
德
に
滿
ち
た
人
物
が
自
分
の
惡
事
を
恥
じ
る
ど
こ
ろ
か
惡
事
に
よ
っ
て
手
に
入
れ
た
勢
威
を
こ
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れ
見
よ
が
し
に
見
せ
び
ら
か
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
不
道
德
な
戀
愛
に
身
を
持
ち
崩
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
恥
じ
る
ど
こ
ろ
か

戀
情
に
陶
醉
す
る
自
己
の
氣
持
ち
を
憚
る
こ
と
な
く
披
瀝
し
た
詩

―
淫
詩

―
と
同
じ
よ
う
に
墮
落
し
た
内
容
を
持
つ
も
の
と
な
る
。

紛
れ
も
な
い
類
淫
詩
說
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、「
詩
序
辨
說
」
で
は
本
詩
の
解
釋
に
つ
い
て
も
う
一
つ
の
可
能
性
を
示
す
。

し
か
し
、
本
詩
が
も
し
武
公
の
自
作
で
、
彼
が
王
に
賄
賂
を
贈
っ
て
王
命
を
請
う
こ
と
を
述
べ
た
の
で
な
け
れ
ば
、
詩
人
が
武

公
の
惡
事
を
書
き
表
し
て
ひ
そ
か
に
批
判
し
よ
う
と
し
て
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
小
序
が
武
公
を
美
め
た
詩
だ
と
言
う
の
は
、
詩

の
主
旨
を
見
失
っ
て
い
る
（
但
此
詩
若
非
武
公
自
作
、
以
述
其
賂
王
請
命
之
意
、
則
詩
人
所
作
、
以
著
其
事
而
陰
刺
之
耳
。
序
乃

以
爲
美
之
、
失
其
旨
矣
（ 

…
…
朱
熹
說
ｂ

こ
こ
に
は
、
詩
人
が
武
公
を
ひ
そ
か
に
批
判
す
る
た
め
に
「
無
衣
」
を
作
っ
た
と
い
う
可
能
性
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
據
る

な
ら
ば
、
詩
中
の
武
公
の
慇
懃
無
禮
な
口
吻
は
、
實
は
武
公
の
惡
德
を
暴
き
批
判
す
る
た
め
に
詩
人
が
武
公
に
な
り
す
ま
し
て
書
き
記

し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
詩
の
内
容
と
作
者
の
意
圖
と
の
閒
に
食
い
違
い
が
見
ら
れ
る
と
い
う
點
で
、
こ
れ
は
準
類
淫
詩
說
の

範
疇
に
入
る
べ
き
解
釋
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
解
釋
は
朱
熹
の
詩
經
解
釋
の
基
本
的
態
度
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
作

詩
の
意
圖
は
、
詩
篇
が
表
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
讀
み
取
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
、
詩
の
表
現
内
容
と
作
詩
の
意
圖
と
の
閒
に
食
い

違
い
の
存
在
を
認
め
な
い
と
い
う
の
が
、
朱
熹
の
基
本
的
な
立
場
で
あ
る
。
朱
熹
の
讀
み
に
據
れ
ば
本
詩
は
武
公
自
ら
語
る
と
い
う
ス

タ
イ
ル
で
書
か
れ
て
お
り
、
詩
句
表
現
自
體
に
武
公
以
外
の
人
閒
の
手
に
な
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
點
は
な
い
の
に
、
表
現
と
意
圖
と
の
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斷
絶
に
讀
者
は
い
か
に
し
て
氣
付
き
、
武
公
に
對
す
る
批
判
の
念
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
本

詩
に
お
い
て
そ
れ
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
朱
熹
が
淫
詩
・
類
淫
詩
と
す
る
す
べ
て
の
詩
篇
に
つ
い
て
、
や
は
り
そ
れ
は
不
道
德
な

人
閒
自
ら
が
作
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
彼
・
彼
女
を
批
判
す
る
た
め
に
第
三
者
が
彼
・
彼
女
に
な
り
す
ま
し
て
作
っ
た
も
の
だ
と
解
釋

で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
で
は
彼
の
淫
詩
說
は
崩
壞
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
指
摘
す
べ
き
こ
と
が
も
う
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、「
詩
人
の
作
り
て
以
て
其
の
事
を
著
し
て
陰ひ
そ

か
に
之
を
刺
ら
ん
と
す
る
所

の
み
」
と
朱
熹
の
言
う
「
刺
」
が
漢
唐
詩
經
學
の
言
う
「
刺
」
と
は
性
質
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
毛
詩
大
序
」
の
「
上
は

以
て
下
を
風
化
し
、
下
は
以
て
上
を
風
刺
す
（
上
以
風
化
下
、
下
以
風
刺
上
（」
に
對
し
て
『
正
義
』
は
、

臣
下
が
詩
を
作
る
の
は
、
主
君
を
諫
め
る
よ
す
が
に
す
る
た
め
で
あ
り
、
主
君
の
方
で
も
そ
の
詩
を
用
い
て
民
を
敎
化
す
る
の

で
、
故
に
さ
ら
に
上
下
み
な
こ
の
六
義
の
意
を
用
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
（
臣
下
作
詩
、
所
以
諫
君
、
君
又
用
之
敎
化
、
故
又
言

上
下
皆
用
此
〈「
此
」
下
も
と
「
上
」
字
あ
り
。『
挍
勘
記
』
に
從
い
衍
字
と
す
る

―
筆
者
補
記
〉
六
義
之
意
（

〔
こ
こ
で
大
序
が
〕
た
だ
刺
詩
だ
け
を
說
明
し
て
い
る
の
は
、
詩
が
作
ら
れ
る
の
は
み
な
邪
な
も
の
を
正
し
過
失
を
防
ぐ
た
め

で
あ
り
、
功
業
を
論
じ
德
を
美
め
稱
え
る
詩
で
あ
っ
て
も
、
す
べ
て
そ
れ
に
よ
っ
て
人
君
を
匡
正
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

故
に
主
に
〔
刺
詩
に
つ
い
て
〕
作
詩
の
意
を
說
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
詩
と
い
う
の
は
す
べ
て
人
臣
が
主
君
を
諫
め
よ
う
と
し

て
作
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
に
主
君
は
作
ら
れ
た
詩
を
下
の
者
を
敎
化
す
る
た
め
に
用
い
る
の
で
あ
る
（
唯
說
刺
詩
者
、
以

詩
之
作
皆
爲
正
邪
防
失
、
雖
論
功
誦
德
、
莫
不
匡
正
人
君
、
故
主
說
作
詩
之
意
耳
。
詩
皆
人
臣
作
之
以
諫
君
、
然
後
人
君
用
之
以

化
下
（
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簒奪者に獻げる讚歌

と
言
う
。
こ
こ
に
は
、
刺
る
主
體
と
刺
ら
れ
る
對
象
と
い
う
「
刺
」
を
廻
る
當
事
者
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
疏
家
の
認
識
で
は
、

「
刺
」
と
は
相
手
の
覺
醒
を
促
す
た
め
の
行
爲
で
あ
り
、
刺
詩
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
對
し
て
、
朱
熹
の
言
う
「
刺
」
に
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
性
が
缺
如
し
て
い
る
。
そ
れ
は
武
公
に
向
け
て
行
わ
れ
て
い
な

い
か
ら
で
あ
る
。
武
公
の
惡
德
を
暴
き
露
わ
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
批
判
の
た
め
の
批
判
と
な
っ
て
い
る
。『
正
義
』
の
「
刺
」

と
は
そ
の
内
實
が
異
な
っ
て
い
る
點
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

朱
熹
說
ｂ
は
詩
人
が
ひ
そ
か
に
武
公
へ
の
批
判
の
氣
持
ち
を
込
め
て
い
る
と
言
う
の
で
、「
美
詩
」
と
と
る
小
序
と
は
眞
っ
向
か
ら

對
立
す
る
。
一
方
、
朱
熹
說
ａ
で
は
な
ぜ
小
序
說
を
否
定
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
詩
を
武
公
の
自
作
詩
と
す
る
な
ら

ば
、
小
序
は
武
公
が
自
ら
自
分
を
美
め
た
詩
だ
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
確
か
に
お
か
し
い
。
し
か
し
、
小
序
の
よ
う
に
家
臣
が

武
公
を
美
め
た
詩
と
解
釋
す
る
（
正
義
說
ａ
に
基
づ
く
（
の
と
、
朱
熹
の
よ
う
に
武
公
が
自
分
で
自
分
の
こ
と
を
詠
っ
た
詩
と
解
釋
す

る
の
と
は
、
い
ず
れ
も
類
淫
詩
の
範
疇
に
屬
し
、
朱
熹
の
構
想
す
る
詩
經
の
敎
化
の
役
割
か
ら
言
え
ば
機
能
と
し
て
は
大
差
は
な
い
。

そ
う
考
え
る
と
、
武
公
自
ら
が
作
っ
た
か
武
公
の
臣
下
が
作
っ
た
か
は
大
し
て
問
題
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
朱
熹
は
な
ぜ
小
序
の
說
を
否
定
し
、
本
詩
を
武
公
自
ら
が
作
っ
た
も
の
と
解
釋
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
疑
問
に
つ
い
て
答
え
る
充
分
な
用
意
は
筆
者
に
は
い
ま
だ
な
い
が
、
假
說
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
朱
熹
が
本
詩
を
武
公
の
自
作

詩
と
考
え
た
の
は
、
道
德
的
見
地
か
ら
の
整
合
性
を
求
め
た
結
果
で
は
な
く
、
詩
句
表
現
に
忠
實
に
解
釋
を
進
め
た
結
果
得
ら
れ
た
確

信
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
朱
熹
說
ａ
に
、「
然
れ
ど
も
其
の
倨
慢
無
禮
亦
た
以
て
甚
だ
し
」
と
言
う
。
朱
熹
は
本
詩
の

表
現

―
主
と
し
て
「
私
の
と
こ
ろ
に
も
七
章
の
衣
が
も
ち
ろ
ん
な
い
わ
け
は
な
い
が
（
豈
曰
無
衣
七
兮
（」「
私
の
と
こ
ろ
に
も
六
章

の
衣
が
も
ち
ろ
ん
な
い
わ
け
は
な
い
が
（
豈
曰
無
衣
六
兮
（
と
い
う
各
章
の
第
一
句

―
に
、
周
王
に
對
す
る
傲
岸
不
遜
、
慇
懃
無
禮

な
物
言
い
を
讀
み
取
っ
た
。
そ
の
上
で
、
本
詩
が
「
晉
の
武
公
を
美
」
め
る
た
め
に
家
臣
に
よ
っ
て
武
公
の
口
吻
を
模
し
て
作
ら
れ
た
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も
の
だ
と
す
れ
ば
、
武
公
の
增
上
慢
を
暴
露
す
る
詩
句
を
あ
え
て
插
入
す
る
の
は
お
か
し
い
、
こ
の
句
は
簒
奪
劇
の
成
功
に
氣
を
よ
く

し
て
增
長
し
た
武
公
の
口
か
ら
滑
り
出
た
も
の
と
と
る
の
が
相
應
し
い
、
朱
熹
は
こ
の
よ
う
に
考
え
て
、
本
詩
を
家
臣
の
作
と
す
る
說

も
斥
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

②　

嚴
粲
の
解
釋

嚴
粲
は
、
首
序
は
孔
子
の
目
を
經
て
い
る
も
の
と
し
て
尊
重
し
て
い
た（

11
（

が
故
に
、「
晉
の
武
公
を
美
む
」
と
い
う
「
無
衣
」
首
序
に

も
從
う
必
要
が
あ
っ
た
。
本
詩
『
詩
緝
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

武
公
の
簒
奪
事
件
に
は
、
晉
の
國
人
は
協
力
し
な
か
っ
た
。
詩
序
に
「
こ
れ
を
美
む
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
武
公
の
家
臣
の

氣
持
ち
な
の
で
あ
る
…
…
そ
う
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
武
公
が
晉
國
を
手
に
入
れ
た
時
、
晉
の
民
は
た
だ
天
子
の
〔
武
公
を
晉
の
君

主
に
す
る
と
の
〕
命
に
迫
ら
れ
て
、
や
む
を
得
ず
こ
れ
に
從
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
ど
う
し
て
武
公
に
美
め
ら
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
が

あ
ろ
う
か
…
…
「
無
衣
」
が
削
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
世
の
變
轉
が
極
ま
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
周
王
朝
の
衰
亡
を
傷
み

歎
く
た
め
で
あ
る
…
…
だ
か
ら
、「
無
衣
」
の
詩
が
武
公
を
美
め
て
い
る
の
は
、
た
だ
武
公
の
家
臣
の
氣
持
ち
に
す
ぎ
な
い
、
と

言
う
の
で
あ
る
（
武
公
之
事
、
國
人
所
不
與
。
序
言
美
之
者
、
特
武
公
大
夫
之
意
耳
…
…
然
則
武
公
之
得
國
、
晉
人
特
迫
於
王
命
、

不
得
已
而
從
之
耳
。
豈
以
武
公
爲
可
美
哉
…
…
無
衣
之
詩
不
旛
者
、
所
以
著
世
變
之
窮
而
傷
周
之
衰
也
…
…
故
曰
無
衣
美
武
公
者

特
其
大
夫
之
意
耳
（
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簒奪者に獻げる讚歌

嚴
粲
は
、
本
詩
の
作
者
は
武
公
の
家
臣
で
あ
る
と
す
る
。
武
公
の
簒
奪
に
與
し
そ
の
お
こ
ぼ
れ
に
あ
ず
か
る
こ
と
を
期
待
す
る
者
が
、

自
分
た
ち
を
率
い
る
武
公
が
祖
父
以
來
の
悲
願
を
成
し
遂
げ
た
こ
と
を
喜
び
美
め
稱
え
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
第
（

節
で
見
た
「
無
衣
」『
正
義
』
の
解
釋
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
嚴
粲
の
注
釋
に
は
『
正
義
』
か
ら
新
た
に
加
わ
っ
た
も
の
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
正
義
』
は
本
詩
を
、
武
公
の
家
臣
が

武
公
を
贊
美
し
た
も
の
と
述
べ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
本
詩
は
す
で
に
疏
家
に
よ
っ
て
類
淫
詩
說
で
解
釋
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
『
正

義
』
に
は
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
詩
が
詩
經
に
收
錄
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
の
說
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。『
詩
緝
』
に
、

「『
無
衣
』
が
削
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
世
の
變
轉
が
極
ま
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
周
王
朝
の
衰
亡
を
傷
み
歎
く
た
め
で
あ
る
」

と
言
う
。
惡
逆
無
道
の
武
公
が
、
歎
か
わ
し
く
も
周
王
に
よ
り
承
認
さ
れ
諸
侯
の
地
位
を
獲
得
し
て
し
ま
っ
た
、
こ
の
よ
う
に
世
の
衰

亂
が
極
點
に
達
し
た
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
孔
子
は
「
無
衣
」
を
詩
經
の
一
篇
と
し
て
收
錄
し
た
と
、
嚴
粲
は
說
明
す
る
。
嚴
粲
は

『
正
義
』
の
說
に
基
づ
き
つ
つ
、
疏
家
の
言
及
し
な
か
っ
た
本
詩
が
詩
經
に
收
錄
さ
れ
た
理
由
を
說
明
す
る
こ
と
で
、
經
說
と
し
て
十

全
な
も
の
に
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
說
を
翁
方
綱
は
直
接
引
用
し
、
ま
た
戴
震
は
自
分
の
思
惟
を
加
え
な
が
ら
繼
承
し
て

い
る
こ
と
は
第
（
節
で
見
た
と
お
り
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
嚴
粲
の
論
理
に
從
っ
て
考
え
る
と
、「
無
衣
」
首
序
に
、
武
公
を
贊
美
す
る
本
詩
に
對
す
る
批
判
的
認
識
が
見
ら

れ
な
い
以
上
、
首
序
は
作
者
そ
の
人
、
そ
う
で
な
い
に
し
て
も
作
者
の
思
い
に
共
感
す
る
、
す
な
わ
ち
武
公
の
側
に
立
つ
者
に
よ
っ
て

書
か
れ
、
そ
れ
が
今
に
傳
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
詩
經
小
序
に
對
す
る
彼
の
基
本
認
識
に
反
し
て
い
る
。
嚴
粲

は
、
首
序
は
采
詩
の
官
に
よ
っ
て
採
集
さ
れ
た
詩
篇
を
保
管
し
た
周
王
朝
や
各
國
の
國
史
が
作
詩
の
意
圖
を
記
錄
し
た
も
の
に
、
孔
子

が
詩
經
を
編
集
す
る
際
、
必
要
に
應
じ
て
手
を
加
え
て
な
っ
た
も
の
と
考
え
た（

11
（

。
詩
序
を
書
い
た
の
は
詩
篇
の
作
者
そ
の
人
で
あ
る
と

い
う
の
は
、
北
宋
・
王
安
石
が
唱
え
た
說
で
あ
り（

11
（

、
朱
熹
の
「
詩
序
辨
說
」
序
の
記
述
か
ら
、
南
宋
に
お
い
て
も
一
定
の
贊
同
者
が
い
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た
と
推
察
で
き
る（

11
（

が
、
嚴
粲
は
そ
の
說
に
は
與
し
て
い
な
い
。

か
り
に
、
本
詩
首
序
が
例
外
的
に
詩
人
あ
る
い
は
彼
に
共
感
す
る
人
物
に
よ
っ
て
手
づ
か
ら
書
か
れ
た
こ
と
を
受
け
入
れ
る
と
し
よ

う
。
本
詩
の
保
管
を
掌
っ
た
國
史
は
、
無
論
武
公
の
子
孫
が
晉
君
と
な
っ
て
い
る
の
に
仕
え
た
者
で
あ
る
か
ら
、
君
主
の
家
系
の
創
業

の
祖
で
あ
る
武
公
を
贊
美
す
る
首
序
を
そ
の
ま
ま
傳
え
た
と
い
う
の
は
、
大
い
に
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
武
公
の
惡
行
を
道
德

的
に
斷
罪
す
る
の
を
放
棄
し
て
、
自
ら
「
美
晉
武
公
」
と
い
う
首
序
を
つ
け
た
可
能
性
す
ら
あ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
嚴
粲

に
據
れ
ば
、
孔
子
が
首
序
に
手
を
加
え
た
目
的
は
、
人
々
を
道
德
的
に
敎
化
す
る
と
い
う
詩
經
の
役
割
に
照
ら
し
て
詩
篇
が
い
か
な
る

意
義
を
持
つ
か
を
、
讀
者
に
指
し
示
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
な
ら
ば
、
本
詩
首
序
の
ご
と
き
惡
德
に
滿
ち
た
人
物
を
贊
美
す
る
意
圖
を
あ

か
ら
さ
ま
に
傳
え
る
文
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
讀
者
に
本
詩
の
道
德
的
讀
み
取
り
の
指
針
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
孔
子
の
筆
削

が
加
わ
ら
な
か
っ
た
は
ず
が
な
い
。

嚴
粲
は
次
の
よ
う
に
言
う

―
孔
子
は
、
不
道
德
な
作
者
が
自
分
が
荷
擔
し
た
大
罪
人
武
公
を
無
反
省
に
贊
美
し
た
詩
を
あ
え
て
そ

の
ま
ま
詩
經
に
載
せ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
詩
が
大
罪
人
を
贊
美
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
こ
と
を
說
明
し
た
首
序
が
、
晉
の
國
史
に
よ
っ

て
詩
篇
と
と
も
に
保
存
さ
れ
、
孔
子
に
よ
っ
て
そ
の
ま
ま
の
形
で
詩
經
に
收
錄
さ
れ
た

―
。
讀
者
が
そ
の
詩
を
讀
ん
で
嫌
惡
感
を
覺

え
、
自
分
は
道
德
に
外
れ
な
い
よ
う
に
生
き
よ
う
と
決
意
す
る
、
こ
れ
は
、
朱
熹
の
淫
詩
說
の
論
理
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
孔

子
は
首
序
を
も
そ
の
ま
ま
の
形
で
萬
世
に
傳
わ
る
よ
う
に
儒
敎
の
經
典
の
中
に
殘
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
も
讀
者
が
首
序
に
批
判
的
な
思

い
を
抱
く
こ
と
を
豫
期
し
て
そ
う
し
た
こ
と
に
な
る
。
詩
篇
に
つ
い
て
類
淫
詩
說
を
唱
え
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
首
序
に
つ
い
て
も

類
淫
詩
說
を
適
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
嚴
粲
は
朱
熹
よ
り
も
い
っ
そ
う
過
激
な
學
說
を
主
張
し
た
こ
と
に
な
る（

11
（

。

視
點
を
變
え
れ
ば
、
本
詩
を
詩
經
に
收
錄
し
た
孔
子
の
意
圖
だ
と
嚴
粲
が
言
う
「
世
變
の
窮
ま
れ
る
を
著
し
て
周
の
衰
へ
た
る
を
傷

む
」
こ
と
を
示
す
も
の
は
首
序
に
は
な
い
。
首
序
の
表
現
と
編
詩
者
の
意
圖
と
の
閒
に
食
い
違
い
が
存
在
す
る
の
に
そ
れ
は
明
示
さ
れ
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ず
、
い
わ
ば
首
序
の
言
外
に
隱
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。「
言
外
の
意
」
は
、
嚴
粲
が
詩
篇
の
意
味
を
考
察
す
る
た
め
に
有
力
な
武
器

と
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
彼
の
言
う
「
言
外
の
意
」
と
は
、
詩
句
の
背
後
に
作
者
の
意
圖
が
隱
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ

を
解
き
明
か
す
た
め
の
鍵
と
し
て
小
序
、
特
に
首
序
が
機
能
す
る
と
い
う
の
が
彼
の
認
識
で
あ
っ
た
。
首
序
が
「
言
外
の
意
」
を
持
っ

て
い
る
こ
と
に
な
る
本
說
は
、
こ
の
點
か
ら
言
っ
て
も
彼
の
基
本
認
識
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
。

な
お
、
嚴
粲
が
本
詩
を
詩
經
に
編
入
し
た
孔
子
の
意
圖
を
述
べ
て
、「
周
の
衰
へ
る
を
傷
む
」
と
い
っ
て
い
る
點
に
も
注
意
し
た
い
。

本
詩
の
作
者
が
武
公
を
ひ
そ
か
に
刺
っ
て
い
る
と
朱
熹
說
ｂ
が
言
う
の
を
論
じ
て
、
朱
熹
の
用
い
る
「
刺
」
が
作
者
と
武
公
と
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
想
定
し
て
い
な
い
、
批
判
の
た
め
の
批
判
に
な
る
と
い
う
點
で
、
毛
詩
大
序
に
言
う
「
刺
」
の
意
味
と
異
な
る
と

指
摘
し
た
。
孔
子
が
本
詩
を
詩
經
に
收
錄
し
た
意
圖
に
、
周
僖
王
に
對
す
る
批
判
の
氣
持
ち
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
こ
こ
で

「
刺
」
の
字
を
使
う
こ
と
も
あ
り
得
た
だ
ろ
う
が
、
嚴
粲
は
使
っ
て
い
な
い
。
彼
は
、
刺
詩
が
作
者
と
歌
わ
れ
る
對
象
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
强
く
持
っ
て
い
た（

11
（

。
孔
子
に
と
っ
て
周
僖
王
は
過
去
の
人
物
で
直
接
的
な
交
流
は
不
可
能
で

あ
る
以
上
、
孔
子
の
本
詩
收
錄
の
意
圖
を
言
う
の
に
「
刺
」
の
字
を
使
っ
て
い
な
い
の
は
整
合
性
が
あ
る（

11
（

。
彼
が
傳
統
的
な
「
刺
」
認

識
を
受
け
繼
い
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

③　

朱
熹
說
ｂ
と
嚴
粲
の
解
釋
が
胚
胎
す
る
問
題

朱
熹
說
ｂ
は
、
詩
人
が
武
公
を
ひ
そ
か
に
批
判
す
る
た
め
に
「
無
衣
」
を
作
っ
た
と
す
る
が
、
こ
れ
は
詩
篇
に
表
現
さ
れ
な
い
作
者

の
隱
さ
れ
た
意
圖
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
詩
句
表
現
か
ら
作
詩
の
意
圖
を
讀
み
取
る
と
い
う
朱
熹
の
基
本
姿
勢
に
反

す
る
。
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嚴
粲
は
、「
晉
の
武
公
を
美
む
」
と
い
う
首
序
に
從
う
た
め
に
、
そ
れ
が
武
公
の
近
臣
の
思
い
を
述
べ
た
も
の
で
、
本
詩
を
詩
經
に

編
入
し
た
孔
子
の
意
圖
で
は
な
い
と
說
明
し
た
。
こ
れ
は
、
嚴
粲
の
基
本
的
な
詩
序
認
識

―
詩
序
は
詩
篇
を
保
存
し
た
國
史
が
付
け

た
も
の
に
基
づ
き
、
詩
篇
の
道
德
的
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
孔
子
が
手
を
加
え
て
成
っ
た
と
い
う
說

―
に
矛
盾
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
無
衣
」
に
つ
い
て
の
朱
熹
說
ｂ
と
嚴
粲
の
解
釋
は
、
兩
者
い
ず
れ
も
自
分
の
基
本
的
立
場
と
矛
盾
す
る
說
明
を
し
て

い
る
點
で
好
對
象
で
あ
る
。

朱
熹
說
ｂ
は
、
詩
句
に
表
れ
て
い
る
慇
懃
無
禮
な
口
吻
は
誰
に
よ
っ
て
發
せ
ら
れ
た
か
と
い
う
問
題
と
、
人
々
を
敎
化
す
る
役
割
を

擔
う
本
詩
に
相
應
し
い
作
者
と
は
誰
か
と
い
う
問
題
と
の
衝
突
を
回
避
す
る
た
め
に
案
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
類
淫
詩
說
と

し
て
の
朱
熹
說
ａ
を
示
し
な
が
ら
、
準
類
淫
詩
說
で
あ
る
朱
熹
說
ｂ
も
併
記
せ
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
本
詩
を
類
淫
詩
說

で
解
釋
す
る
こ
と
に
對
す
る
朱
熹
の
躊
躇
を
讀
み
取
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
方
嚴
粲
の
說
は
、
首
序
を
尊
重
す
る
基
本
姿
勢
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
解
釋
と
、
詩
經
の
一
篇
と
し
て
本
詩
が
要
求
さ
れ
る
道
德
的

敎
訓
と
の
閒
の
齟
齬
を
埋
め
る
た
め
に
案
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
二
人
は
各
々
が
保
持
す
る
詩
經
解
釋
の
理
念
に
よ
っ
て
個
別
の
詩

篇
の
本
義
に
至
る
道
を
照
ら
し
た
時
に
意
外
に
も
生
ま
れ
た
濃
い

に
と
ま
ど
い
、
そ
の
中
を
手
探
り
で
進
む
た
め
に
あ
え
て
自
身
の

基
本
認
識
か
ら
外
れ
る
認
識
を
適
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
小
序
の
說
に
從
わ
ず
本
詩
の
主
旨
を
「
亂
を
惡
む
」
と
い
う
獨
自
の
觀
點
で
捉
え
た
戴
震
は
、
朱
熹
、
特
に
朱
熹
說
ｂ

に
近
い
よ
う
に
見
え
る
。
對
し
て
首
序
に
從
い
、
ま
た
「
此
の
詩
の
旛
ら
れ
ざ
る
は
、
世
變
の
窮
ま
れ
る
を
著
し
て
周
の
衰
へ
た
る
を

傷
む
所
以
な
り
」
と
い
う
經
說
を
引
用
し
た
翁
方
綱
は
、
嚴
粲
に
近
い
よ
う
に
見
え
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
朱
熹
說
ｂ
と
嚴
粲
說
が
と
も

に
各
自
の
詩
經
解
釋
の
基
本
理
念
か
ら
外
れ
る
例
外
的
な
說
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
戴
震
・
翁
方
綱
の
「
無
衣
」
解
釋
も
そ
れ
ぞ
れ
の
詩

經
解
釋
の
全
體
像
の
中
で
孤
立
的
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
二
人
は
朱
熹
や
嚴
粲
と
は
異
な
る
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解
釋
の
體
系
性
と
理
念
と
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
を
確
か
め
る
た
め
に
、
類
淫
詩
に
屬
す
る
別
の
詩
篇
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
武
公
の
祖
父
曲
沃
公
桓
叔
を
詠
っ
た
唐
風

「
揚
之
水
」
と
「
椒
聊
」
で
あ
る
。

（　

二
例
の
類
淫
詩
說
を
比
較
項
と
し
て

ア　

唐
風
「
揚
之
水（

11
（

」

「
揚
之
水
」
は
、
晉
の
昭
公
を
刺
っ
た
詩
で
あ
る
。
昭
公
は
國
土
を
分
割
し
て
〔
叔
父
の
成
師
を
〕
曲
沃
に
封
じ
た
。
曲
沃
は

盛
ん
で
强
大
に
な
り
、
昭
公
は
衰
微
し
弱
體
に
な
っ
た
。
晉
の
國
人
は
昭
公
に
叛
い
て
曲
沃
に
歸
服
し
よ
う
と
し
た
（
揚
之
水
、

刺
晉
昭
公
也
。
昭
公
分
國
以
封
沃
。
沃
盛
强
、
昭
公
微
弱
。
國
人
將
叛
而
歸
沃
焉
（

こ
の
本
詩
小
序
に
つ
い
て
、
朱
熹
は
「
辨
說
」
に
「
作
詩
の
意
圖
は
詩
句
に
明
白
に
表
れ
て
い
る
。
小
序
の
說
は
誤
っ
て
い
な
い

（
詩
文
明
白
、
序
說
不
誤
（」
と
贊
成
し
、『
集
傳
』
で
次
の
よ
う
に
敷
衍
す
る
。

晉
の
昭
侯
は
彼
の
叔
父
成
師
を
曲
沃
に
封
じ
た
。
こ
れ
が
桓
叔
で
あ
る
。
そ
の
後
、
曲
沃
は
强
盛
に
な
り
、
晉
國
は
微
弱
に
な

っ
た
。
晉
の
國
人
は
昭
公
に
叛
き
桓
叔
に
歸
服
し
よ
う
と
し
、
故
に
本
詩
を
作
っ
た
（
晉
昭
侯
封
其
叔
父
成
師
于
曲
沃
、
是
爲
桓
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叔
。
其
後
沃
盛
强
而
晉
微
弱
、
國
人
將
叛
而
歸
之
、
故
作
此
詩
（

朱
熹
は
、
本
詩
の
作
者
を
曲
沃
に
好
意
を
抱
き
晉
國
に
叛
意
を
抱
く
惡
人
と
考
え
る
。
は
っ
き
り
と
類
淫
詩
說
に
よ
っ
て
解
釋
す
る

の
で
あ
る
。

一
方
、
嚴
粲
は
次
の
よ
う
に
言
う（

1（
（

。

昭
公
に
叛
こ
う
と
し
て
い
る
の
は
潘
父
の
一
味
だ
け
で
あ
る
。
晉
の
國
人
は
昭
公
に
忠
義
の
心
を
抱
き
續
け
て
、
謀
叛
の
心
な

ど
持
た
な
か
っ
た
。
後
序
（
小
序
第
二
句
以
下
、
と
く
に
、「
國
人
將
に
叛
し
て
沃
に
歸
せ
ん
と
す
」（
は
誤
っ
て
い
る
。
後
に
、

潘
父
が
昭
公
を
弒
し
て
桓
叔
を
〔
晉
の
國
都
に
〕
迎
え
よ
う
と
し
た
時
、
國
人
は
兵
を
發
し
て
桓
叔
を
攻
擊
し
、
桓
叔
は
敗
れ
て

曲
沃
に
歸
還
し
た
。
こ
こ
か
ら
國
人
の
心
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。〔
堯
の
都
で
あ
っ
た
〕
唐
の
民
謠
の
〔
昔
な
が
ら
に
傳
え
ら

れ
た
〕
眞
心
こ
も
っ
た
氣
風
が
や
は
り
現
れ
て
い
る
（
將
叛
者
、
潘
父
之
徒
而
已
。
國
人
拳
拳
於
昭
公
、
無
叛
心
也
。
後
序
言
過

矣
。
異
時
潘
父
弒
昭
公
迎
桓
叔
、
晉
人
發
兵
攻
桓
叔
。
桓
叔
敗
還
歸
曲
沃
。
皆
可
以
見
國
人
之
心
矣
。
亦
唐
風
之
厚
也
（

嚴
粲
も
朱
熹
と
同
じ
く
小
序
に
從
う
。
た
だ
し
、
彼
が
從
う
の
は
首
序
だ
け
で
あ
り
、
本
詩
を
成
師
を
曲
沃
に
封
じ
晉
國
簒
奪
の
端

緖
を
作
っ
た
昭
公
を
刺
る
詩
と
は
す
る
が
、
晉
國
の
民
が
み
な
昭
公
に
愛
想
を
盡
か
し
桓
叔
に
歸
服
し
よ
う
と
し
た
と
言
う
小
序
第
二

句
以
下
（
以
下
、「
後
序
」
と
稱
す
る
（
は
誤
り
で
あ
り
、
曲
沃
に
歸
服
し
て
い
る
の
は
一
部
の
反
逆
者
の
み
に
す
ぎ
ず
、
國
人
全
體

の
意
志
を
代
表
し
て
い
な
い
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
詩
中
に
は
桓
叔
の
も
と
に
奔
ろ
う
と
い
う
思
い
が
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
次
の

よ
う
に
說
明
す
る
。
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も
し
桓
叔
を
助
け
て
彼
の
心
を
隱
し
て
あ
げ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
詩
を
作
ら
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
の
だ
。
ま
た
、

す
で
に
聲
に
出
し
て
詩
と
し
て
桓
叔
の
企
み
を
詠
い
、
采
詩
者
が
こ
れ
を
廣
め
て
そ
の
君
を
諷
す
る
よ
う
に
し
た
。
い
っ
た
い
桓

叔
の
氣
持
ち
を
隱
そ
う
な
ど
と
い
う
意
圖
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
故
に
、「
敢
へ
て
人
に
告
げ
じ
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
實

は
そ
れ
に
よ
っ
て
昭
公
に
告
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
若
助
桓
叔
而
匿
其
情
則
此
詩
不
作
可
也
。
亦
既
聲
之
於
詩
、
使
采

詩
者
颺
之
以
諷
其
君
矣
、
安
在
其
爲
匿
之
也
。
故
言
不
敢
告
人
者
、
乃
所
以
告
昭
公
（

す
な
わ
ち
、
本
詩
の
作
者
は
晉
の
昭
公
に
忠
義
を
盡
く
す
者
で
あ
り
、
猶
豫
な
ら
ぬ
事
態
に
陷
っ
て
い
る
こ
と
を
切
迫
感
を
持
っ
て

傳
え
る
た
め
に
、
故
意
に
惡
人
の
口
吻
に
託
し
て
詩
を
作
り
、
昭
公
の
自
覺
を
促
し
た
、
と
嚴
粲
は
考
え
た
。
彼
は
本
詩
を
惡
人
の
自

作
詩
と
と
る
類
淫
詩
說
で
は
な
く
、
善
良
な
作
者
が
惡
人
の
口
吻
に
託
し
て
歌
っ
た
詩
と
と
る
準
類
淫
詩
說
に
よ
っ
て
解
釋
す
る
の
で

あ
る
。
首
序
を
由
來
正
し
い
も
の
と
し
て
尊
重
し
、
後
序
は
後
世
の
學
者
の
敷
衍
で
玉
石
混
淆
と
す
る
の
は
、
嚴
粲
の
基
本
認
識
で
あ

る
が
、
こ
の
認
識
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
朱
熹
と
同
じ
く
小
序
に
從
い
な
が
ら
、
朱
熹
と
は
正
反
對
の
理
解
を
し
た
の
で
あ

る
。朱

熹
と
嚴
粲
は
と
も
に
首
序
の
「『
揚
之
水
』
は
晉
の
昭
公
を
刺
る
な
り
」
に
從
っ
て
は
い
る
が
、「
刺
る
」
の
理
解
が
兩
者
で
異
な

る
。
こ
れ
は
、「
無
衣
」
で
見
た
の
と
同
じ
現
象
で
あ
る
。
朱
熹
は
本
詩
の
作
者
を
桓
叔
に
與
す
る
者
と
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

序
に
言
う
「
昭
公
を
刺
る
」
と
は
昭
公
に
向
け
て
彼
を
訓
導
す
る
た
め
に
あ
え
て
す
る
批
判
で
は
な
く
、
批
判
の
た
め
の
批
判
で
あ
り
、

自
分
の
心
が
昭
公
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
表
明
し
、
昭
公
に
絶
緣
狀
を
突
き
つ
け
る
に
も
等
し
い
「
刺
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
序
說
誤
ら
ず
」
と
は
言
う
も
の
の
、
傳
統
的
美
刺
說
と
は
異
な
る
彼
獨
自
の
「
刺
」
理
解
を
し
た
上
で
そ
う
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
對
し
て
、
嚴
粲
の
解
釋
で
は
本
詩
の
作
者
は
昭
公
に
忠
義
を
盡
く
す
者
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
行
う
「
昭
公
を
刺
る
」
と
い
う
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行
爲
は
、
昭
公
に
危
機
を
自
覺
さ
せ
改
心
を
促
す
た
め
に
あ
え
て
す
る
批
判
、
昭
公
に
對
す
る
忠
義
の
念
に
發
す
る
、
道
德
的
效
果
を

狙
っ
た
批
判
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
美
刺
」
が
敎
化
の
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
傳
統
的
認
識
に
合
致
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
朱
熹
・
嚴
粲
の
說
に
對
し
て
淸
朝
の
二
人
の
學
者
は
い
か
な
る
態
度
を
と
っ
た
で
あ
ろ
う
か
、
翁
方
綱
は
次
の
よ
う
に

言
う
。

小
序
の
說
は
正
し
い
。
嚴
粲
の
說
は
あ
ま
り
に
回
り
く
ど
く
、
恐
ら
く
は
正
し
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
（
序
說
爲
正
。
嚴
緝
則
太

紆
曲
、
恐
未
然
也
（ 

（『
詩
附
記
』
卷
二
、
一
二
七
頁
（

翁
方
綱
は
、
嚴
粲
と
異
な
り
後
序
を
含
め
た
小
序
全
體
を
正
し
い
と
考
え
る
。
故
に
、
本
詩
に
は
作
者
の
昭
公
に
對
す
る
忠
義
の
心

が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
詩
句
の
言
外
に
曲
沃
の
盛
强
さ
と
の
對
比
に
よ
っ
て
昭
公
の
懦
弱
さ
を
暗
示
さ
せ
て
い
る
と
い
う
嚴
粲
の
準
類

淫
詩
說
を
用
い
た
解
釋
を
、「
太
だ
紆
曲
に
し
て
、
恐
ら
く
は
未
だ
然
ら
ず
」
と
斥
け
る
。
彼
は
朱
熹
の
說
と
同
樣
に
本
詩
を
類
淫
詩

說
の
立
場
か
ら
解
釋
し
、「
晉
の
昭
公
を
刺
る
な
り
」
の
「
刺
る
」
主
體
を
、
晉
を
棄
て
曲
沃
に
歸
服
し
よ
う
と
し
た
晉
の
國
人
と
解

す
る
の
で
あ
る
。

嚴
粲
の
解
釋
は
、
曲
沃
に
對
す
る
愛
着
の
思
い
し
か
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
本
詩
が
、
な
ぜ
「
昭
公
を
刺
」
っ
て
敎
化
し
よ
う
と
い
う

意
圖
を
實
現
で
き
る
の
か
を
解
明
す
る
た
め
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
「
太
だ
紆
曲
」
と
批
判
し
つ
つ
、「
序
の
說
正
し

と
爲
す
」
と
結
論
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
翁
方
綱
は
、
詩
人
が
相
手
を
敎
化
す
る
た
め
に
あ
え
て
自
分
の
眞
意
に
反
し

た
こ
と
を
詠
う
と
い
う
「
刺
」
の
手
法
を
否
定
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
翁
方
綱
も
、「
刺
」
を
朱
熹
と
同
じ
く
批
判
の
た
め
の
批

判
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。



51

簒奪者に獻げる讚歌

一
方
、
戴
震
の
理
解
は
逆
で
あ
る
。『
毛
詩
補
傳
』
本
詩
「
戴
氏
篇
義
」
の
中
で
、「
嚴
粲
、
字
は
坦
叔
が
推
測
し
て
論
じ
た
内
容
は

す
ば
ら
し
い
（
善
乎
嚴
坦
叔
推
論
之
也
（」
と
、
嚴
粲
が
本
詩
に
詩
人
の
忠
義
の
念
に
發
し
て
眞
意
に
反
し
た
こ
と
を
戰
略
的
に
詠
う

と
い
う
說
得
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
見
出
し
た
こ
と
を
絶
贊
し
、
さ
ら
に
、

問
い
「
で
あ
る
な
ら
ば
、
君
子
で
あ
り
な
が
ら
自
ら
叛
逆
の
詩
句
を
著
し
た
の
は
い
っ
た
い
何
事
か
」。
答
え
「
こ
れ
が
い
わ

ゆ
る
言
表
の
う
ち
で
最
も
難
し
く
、
氣
遣
い
に
獨
り
さ
ん
ざ
ん
苦
勞
す
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
そ
の
言
葉
を
詭い
つ
わり

、
婉
曲
に
言
う

の
で
あ
る
（
然
則
君
子
而
自
爲
叛
逆
之
辭
何
也
。
曰
、
此
所
謂
立
言
最
難
、
用
心
獨
苦
者
也
。
故
詭
其
辭
而
婉
道
之
（」

と
、
詩
人
が
說
得
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
た
理
由
を
詳
し
く
說
明
す
る（

11
（

。
彼
は
、
嚴
粲
の
提
出
し
た
準
類
淫
詩
說
を
肯
定
す
る
の
で
あ

る
。「

無
衣
」
で
は
、
翁
方
綱
が
嚴
粲
の
說
に
贊
成
し
た
の
に
對
し
て
、
戴
震
は
朱
熹
の
反
序
を
受
け
繼
ぐ
が
ご
と
き
說
を
出
し
て
い
た
。

こ
れ
と
本
詩
と
で
は
、
學
說
の
繼
承
關
係
が
反
對
に
な
っ
て
い
る
。
同
じ
く
類
淫
詩
で
あ
り
な
が
ら
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起

き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
戴
震
と
翁
方
綱
は
、
朱
熹
と
嚴
粲
の
何
に
共
鳴
し
、
何
に
違
和
感
を
覺
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
考
え
る

た
め
に
、
も
う
一
篇
の
詩
を
取
り
上
げ
よ
う
。

イ　

唐
風
「
椒
聊（

11
（

」

本
詩
小
序
に
次
の
よ
う
に
言
う
。
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「
椒
聊
」
は
、
晉
の
昭
公
を
刺
っ
た
詩
で
あ
る
。
君
子
は
沃
が
强
勢
で
、
政
治
を
よ
く
治
め
て
い
る
の
を
見
、
そ
れ
が
今
後
も

勢
力
を
擴
大
し
盛
大
に
な
り
、
そ
の
子
孫
が
晉
國
を
自
分
の
も
の
に
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
こ
と
を
知
っ
た
（
椒
聊
、
刺
晉
昭
公

也
。
君
子
見
沃
之
盛
强
、
能
脩
其
政
、
知
其
蕃
衍
盛
大
、
子
孫
將
有
晉
國
焉
（

首
序
は
本
詩
を
晉
の
昭
公
を
刺
っ
た
詩
と
す
る
が
、
後
序
は
曲
沃
の
桓
叔
が
政
治
に
精
勵
し
て
い
る
こ
と
を
詩
人
が
見
て
將
來
の
脅

威
を
豫
感
し
た
と
言
う
。
確
か
に
、
本
詩
は
例
え
ば
そ
の
首
章
に
、

彼
其
之
子　
　

彼
の
其
の
子

碩
大
無
朋　
　

碩
大
に
し
て
朋な
ら

び
無
し

と
言
う
よ
う
に
、「
彼
の
其
の
子
」
の
盛
大
な
樣
を
美
め
る
こ
と
に
終
始
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
首
序
が
言
う
本
詩
の
風
刺
の
對
象
と

詩
で
詠
わ
れ
て
い
る
對
象
と
が
異
な
っ
て
い
る
。
後
序
は
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。『
正
義
』
は
、

君
子
で
あ
る
詩
人
は
、〔
晉
國
が
曲
沃
に
乘
っ
取
ら
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
い
う
將
來
の
脅
威
に
〕
昭
公
が
氣
付
か
な
い
の
を

見
て
、
故
に
刺
っ
た
（
君
子
之
人
…
…
昭
侯
不
知
、
故
刺
之
（

と
言
い
、
桓
叔
を
美
め
稱
え
て
い
る
の
は
、
そ
の
裏
に
昭
公
を
刺
る
氣
持
ち
を
込
め
て
い
る
の
だ
と
說
明
す
る
。
小
序
が
本
詩
を
準
類

淫
詩
說
に
よ
っ
て
讀
み
解
い
て
い
る
と
、『
正
義
』
は
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
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嚴
粲
は
、
首
序
と
後
序
、
首
序
と
詩
と
の
閒
の
齟
齬
に
つ
い
て
『
正
義
』
の
合
理
化
に
贊
成
し
、
さ
ら
に
敷
衍
す
る
。

こ
の
詩
は
、
桓
叔
の
强
さ
を
詠
い
昭
公
に
言
及
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
意
圖
は
昭
公
の
弱
さ
を
憂
え
る
こ
と
に
あ
り
、
桓
叔
を

主
眼
と
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
表
現
と
意
圖
と
の
閒
に
齟
齬
が
あ
る
。
詩
を
解
釋
す
る
の
に
首
序
を
用
い
な
け
れ
ば
、
本
詩

は
桓
叔
を
美
め
た
も
の
と
言
っ
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
此
詩
言
桓
叔
之
强
而
不
及
昭
公
。
其
意
則
憂
昭
公
之
弱
而
非
主

桓
叔
。
言
在
此
而
意
在
彼
也
。
說
詩
不
用
首
序
則
以
此
詩
爲
美
桓
叔
亦
可
矣
（

戴
震
は
嚴
粲
の
こ
の
解
釋
を
引
用
し
贊
同
し
た（

11
（

。
そ
れ
に
對
し
て
、
翁
方
綱
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

朱
熹
は
「
詩
序
辨
說
」
に
お
い
て
、
本
詩
小
序
に
つ
い
て
、「〔
本
詩
に
は
〕
こ
れ
が
確
か
に
曲
沃
の
た
め
に
作
ら
れ
た
と
示
す

も
の
は
な
い
」
と
言
う
。
し
か
し
、『
集
傳
』
で
は
「
小
序
は
本
詩
を
曲
沃
を
詠
っ
た
も
の
と
言
う
」
と
言
う
の
で
、
や
は
り
本

詩
が
曲
沃
を
詠
っ
た
詩
で
な
い
と
論
斷
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
か
ら
、
朱
熹
が
小
序
の
說
を
斷
固
と
し
て
否
定
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
充
分
に
汲
み
取
れ
る
（
朱
子
於
序
說
辨
之
云
、
未
見
其
必
爲
沃
作
、
而
集
傳
云
、
序
以
爲
沃
、
亦
未
嘗

辨
其
非
沃
也
。
足
見
朱
子
於
序
說
亦
非
盡
力
駁
者
（ 

（『
詩
附
記
』
卷
二
、
一
二
八
頁
（

翁
方
綱
は
小
序
の
說
に
贊
成
す
る
。
こ
の
點
、『
正
義
』・
嚴
粲
・
戴
震
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
同
時
に
朱
熹
の
說
も
排
斥

し
な
い
。
つ
ま
り
彼
は
小
序
と
朱
熹
と
を
調
停
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
彼
の
小
序
讀
解
に
も
影
響
を
與
え
、『
正
義
』・
嚴
粲
・

戴
震
と
は
異
な
る
說
を
導
き
出
し
て
い
る
。
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確
か
に
朱
熹
は
翁
方
綱
の
言
う
と
お
り
、「
詩
序
辨
說
」
に
お
い
て
小
序
に
批
判
的
な
態
度
を
一
應
示
す
も
の
の
、
具
體
的
根
據
を

擧
げ
て
小
序
の
說
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
論
證
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
未
だ
其
の
必
ず
し
も
沃
の
爲
に
作
る
を
見
ず
」
と
、

小
序
の
說
の
正
し
さ
を
證
明
す
る
材
料
が
な
い
と
言
い
、
判
斷
を
消
極
的
に
留
保
す
る
口
吻
を
用
い
て
い
る
。
そ
し
て
、『
集
傳
』
で

は
、

こ
れ
は
誰
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
小
序
は
や
は
り
曲
沃
公
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
（
此
不
知
其
所
指
、

序
亦
以
爲
沃
也
（

と
、
新
た
な
說
を
示
せ
な
い
ま
ま
、
小
序
の
說
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
確
か
に
翁
方
綱
の
言
う
と
お
り
朱
熹
に
は
根
據

が
な
い
こ
と
に
躊
躇
し
な
が
ら
も
、
本
詩
を
曲
沃
を
詠
っ
た
も
の
と
と
る
意
圖
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。

し
か
し
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
朱
熹
が
贊
同
の
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
の
は
、
小
序
が
本
詩
を
曲
沃
の
こ
と
を
詠
っ
て
い
る
と
す

る
點
の
み
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
後
序
、
す
な
わ
ち
詩
の
表
現
内
容
を
說
明
し
た
部
分
の
み
取
り
上
げ
て
お
り
、
作
詩
の
意
圖
を

「
晉
の
昭
公
を
刺
る
」
と
說
明
し
た
首
序
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
朱
熹
の
本
詩
解
釋
の
視
界
か
ら
は
晉
の
昭
公
の
姿
が
消
失

し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
朱
熹
は
恐
ら
く
詩
句
の
裏
に
晉
昭
公
に
對
す
る
作
者
の
風
刺
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
『
正
義
』
の

說
は
無
視
し
、
本
詩
を
曲
沃
桓
叔
の
精
勵
を
贊
美
し
た
詩
と
捉
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。
つ
ま
り
、
朱
熹
は
小
序
に
從
う

姿
勢
は
見
せ
て
い
る
も
の
の
、
實
際
に
は
本
詩
を
準
類
淫
詩
說
に
據
っ
て
解
釋
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
類
淫
詩
說
に
よ
り
、
桓
叔
の

支
持
者
に
よ
る
贊
美
の
詩
と
解
釋
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
詩
の
解
釋
は
淫
詩
說
を
奉
じ
る
朱
熹
の
基
本
姿
勢
と

一
貫
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
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翁
方
綱
は
、
朱
熹
の
說
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
そ
の
解
釋
を
是
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
が
、
朱
熹
の
說
が
小
序
（
後

序
（
に
積
極
的
に
反
對
し
て
い
な
い
こ
と
を
强
調
す
る
の
は
、
朱
熹
の
說
が
傳
統
的
解
釋
と
對
立
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し

て
そ
の
正
し
さ
を
補
强
し
よ
う
と
し
た
と
捉
え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
翁
方
綱
も
朱
熹
と
同
樣
に
類
淫
詩
說
を
と
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。『
詩
附
記
』
に
は
嚴
粲
の
說
に
對
す
る
翁
方
綱
の
評
價
は
な
い
け
れ
ど
も
、
昭
公
を
批
判
し
覺
醒
さ
せ
る
た
め
に
、
作
者
が
故

意
に
そ
の
敵
對
者
桓
叔
を
美
め
稱
え
る
口
吻
を
使
っ
た
と
い
う
嚴
粲
の
說
に
は
贊
成
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

（　

朱
熹
・
嚴
粲
の
解
釋
と
戴
震
・
翁
方
綱
と
の
關
係

前
節
に
お
い
て
、
唐
風
の
二
つ
の
類
淫
詩
に
つ
い
て
の
朱
熹
・
嚴
粲

―
戴
震
・
翁
方
綱
の
解
釋
を
檢
討
し
た
。
そ
の
結
果
と
「
無

衣
」
解
釋
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
翁
方
綱
と
戴
震
の
解
釋
態
度
が
極
め
て
對
照
的
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
無
衣
」
を
考
察
し

た
際
に
は
、
戴
震
は
朱
熹
の
解
釋
に
近
い
と
見
え
て
い
た
が
、
三
詩
を
通
し
て
見
る
と
嚴
粲
の
說
に
よ
り
親
近
感
を
覺
え
て
い
る
。
一

方
、「
無
衣
」
で
は
嚴
粲
の
說
に
贊
成
し
た
翁
方
綱
で
あ
っ
た
が
、
全
體
的
に
は
朱
熹
の
說
に
接
近
し
て
い
る
。
戴
震
が
「
揚
之
水
」

「
椒
聊
」「
無
衣
」
の
三
詩
を
す
べ
て
準
類
淫
詩
說
、
す
な
わ
ち
道
德
的
な
作
者
が
惡
人
の
口
吻
を
借
り
て
詠
っ
た
も
の
と
い
う
認
識
に

よ
っ
て
解
釋
し
て
い
る
の
に
對
し
て
、
翁
方
綱
は
類
淫
詩
說
、
す
な
わ
ち
惡
人
自
身
が
作
者
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
よ
っ
て
解
釋
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
戴
震
・
翁
方
綱
の
類
淫
詩
解
釋
の
態
度
は
一
貫
し
て
お
り
、
彼
ら
の
朱
熹
・
嚴
粲
說
に
對
す
る
態
度
が
「
無
衣
」
と

「
揚
之
水
」「
椒
聊
」
と
で
逆
轉
し
て
い
た
の
は
、
朱
熹
・
嚴
粲
に
一
貫
性
が
缺
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る（

11
（

。

な
ぜ
戴
震
は
準
類
淫
詩
說
を
と
り
、
翁
方
綱
は
類
淫
詩
說
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
段
階
で
は
こ
の
問
題
に
全
面
的
に
答
え
る

こ
と
は
難
し
い
が
、
そ
の
足
掛
か
り
と
し
て
次
の
問
い
を
立
て
る
こ
と
は
有
效
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
な
ぜ
戴
震
は
嚴
粲
の
準
類
淫
詩
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說
に
贊
同
し
、
翁
方
綱
は
反
對
し
た
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
前
節
ま
で
に
檢
討
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
戴
震
・
翁
方
綱
の
類
淫
詩

解
釋
の
特
徴
を
考
え
て
み
よ
う
。

準
類
淫
詩
說
を
と
る
戴
震
に
據
れ
ば
、
詩
人
は
あ
え
て
惡
人
の
口
吻
を
裝
っ
て
詩
を
作
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
道
德
的
目
的
を
實
現
し

よ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
い
か
に
し
て
達
成
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。「
無
衣
」
を
例
に
と
っ
て
み
よ
う
。
戴
震
の
解
釋
で
は
、
詩
人
が
感
慨

を
催
す
對
象
は
晉
一
國
で
は
な
く
、
周
王
朝
の
命
運
へ
と
擴
大
さ
れ
て
い
る
。
詩
に
詠
わ
れ
て
い
る
武
公
の
言
動
と
詩
人
が
本
當
に
見

つ
め
て
い
る
周
王
朝
の
狀
況
と
を
結
び
つ
け
る
の
が
、
戴
震
に
據
れ
ば
「
安
」
の
字
に
込
め
ら
れ
た
意
圖
で
あ
る
。

詩
中
で
天
子
か
ら
衣
を
授
け
ら
れ
た
武
公
の
氣
持
ち
を
忖
度
し
て
「
安
き
也
」
と
詠
っ
て
い
る
の
は
、
今
現
在
彼
の
心
が
「
不
安
」

で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
、
と
戴
震
は
言
う
。
こ
の
說
自
體
は
、
鄭
箋
の
「
武
公
は
晉
を
乘
っ
取
っ
た
ば
か
り
で
、
心
が
い
ま
だ

安
ら
か
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
王
命
の
し
る
し
の
衣
を
授
か
っ
て
安
心
し
よ
う
と
し
た
」
に
據
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
戴
震
に
お
い
て

は
そ
の
意
味
合
い
が
變
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

鄭
箋
の
說
明
で
は
、
武
公
は
正
式
に
諸
侯
の
地
位
に
就
い
た
と
い
う
お
墨
付
で
あ
る
周
王
の
敍
𣝣
を
ま
だ
受
け
て
い
な
い
の
で
、
身

分
的
に
不
安
定
な
狀
態
に
置
か
れ
て
お
り
、
故
に
「
心
未
だ
安
か
ら
ず
」
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
諸
侯
と
な
る
一
連
の
手
續
き
が

完
了
し
て
い
な
い
た
め
に
不
安
を
感
じ
て
い
る
武
公
個
人
（
あ
る
い
は
彼
の
一
味
を
含
め
て
（
の
心
理
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
に
止
ま

る
。こ

れ
に
對
し
て
戴
震
は
、
こ
れ
が
武
公
個
人
の
心
理
を
越
え
て
、「
晉
人
の
服
せ
ざ
る
を
明
ら
か
に
す
」
る
こ
と
を
主
眼
に
し
て
い

る
と
言
う
。
戴
震
の
理
解
は
次
の
通
り
で
あ
る

―
武
公
は
彼
が
犯
し
た
罪
惡
故
に
正
義
を
愛
す
る
晉
國
人
の
支
持
を
得
る
こ
と
が
で

き
ず
、
彼
を
憎
惡
す
る
視
線
に
圍
ま
れ
て
孤
立
し
「
不
安
」
に
感
じ
、
窮
狀
を
打
開
し
よ
う
と
周
王
の
任
命
を
待
望
し
た
。
そ
の
よ
う

な
武
公
を
敍
𣝣
し
た
周
王
に
も
晉
の
國
人
た
ち
の
敵
視
は
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
か
く
し
て
周
王
朝
は
天
下
の
信
望
を
失
う
に
至
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っ
た
と
詩
人
は
言
っ
て
い
る
。「
安
」
と
い
う
語
は
表
面
上
は
武
公
個
人
の
心
理
を
反
語
的
に
表
す
が
、
實
は
國
人
全
體
・
天
下
全
體

の
意
志
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
思
い
が
向
け
ら
れ
る
對
象
も
武
公
個
人
か
ら
周
王
朝
へ
と
移
動
擴
大
し
て
い
る
。「
安
」
の
語
は
、

こ
の
よ
う
な
意
味
を
傳
え
る
た
め
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
擔
う
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る

―
こ
の
よ
う
に
戴
震
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
思
い
合
わ
さ
れ
る
の
が
、
唐
風
「
揚
之
水
」『
詩
緝
』
の
「『
敢
へ
て
人
に
告
げ
じ
』
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
實
は
そ
れ
に
よ

っ
て
昭
公
に
告
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
注
釋
で
あ
る
。
詩
の
表
面
で
は
あ
た
か
も
曲
沃
の
武
公
の
味
方
を
し
よ
う
と

し
て
い
る
か
の
よ
う
に
言
い
な
が
ら
、
そ
の
裏
で
は
、
主
君
で
あ
る
晉
の
昭
公
に
、
彼
が
危
機
的
な
狀
況
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
悟

ら
せ
よ
う
と
い
う
忠
義
の
思
い
が
溢
れ
て
い
る
と
、
嚴
粲
は
解
釋
す
る
。
惡
人
に
味
方
す
る
か
の
よ
う
な
言
辭
を
反
語
的
に
使
用
す
る

こ
と
で
、
言
外
に
詩
人
の
正
義
心
に
發
す
る
思
い
を
强
く
訴
え
か
け
て
い
る
と
讀
み
解
く
點
で
、
嚴
粲
と
戴
震
と
は
共
通
し
て
い
る
。

詩
中
の
一
語
一
句
の
持
つ
反
語
と
し
て
の
働
き
が
鍵
と
な
っ
て
作
者
の
言
外
の
意
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
の
は
、
嚴
粲
の
詩
經
解
釋

の
方
法
論
上
の
重
要
な
認
識
で
あ
る
。
齊
風
「
猗
嗟
」『
詩
緝
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

變
風
の
詩
の
ス
タ
イ
ル
と
し
て
、
詩
人
の
思
い
は
言
語
の
外
に
あ
る
。
一
詩
全
篇
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
す
べ
て
他
の
事
柄
に

つ
い
て
の
言
葉
に
託
し
た
も
の
も
あ
る
。
一
讀
し
た
だ
け
で
は
、
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
雲
を
摑
む
よ
う
で
わ
か
ら
な
い
。

し
か
し
そ
の
中
に
こ
っ
そ
り（

11
（

と
一
、
二
語
を
插
入
し
て
、
こ
う
い
う
こ
と
だ
と
自
然
に
人
に
悟
ら
せ
る
。
例
え
ば
本
詩
で
は
、
そ

の
人
（
魯
莊
公
（
の
容
貌
、
威
儀
、
技
藝
の
す
ば
ら
し
さ
を
筆
を
極
め
て
描
寫
し
て
い
る
と
い
う
の
に
〔「
猗あ

あ嗟
」
と
い
う
〕
歎

息
の
語
を
發
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
こ
の
人
の
足
ら
な
い
と
こ
ろ
は
、
必
ず
や
容
貌
、
威
儀
、
技
藝
の
外
に
あ
る
の
だ
ろ
う
と
讀

み
取
れ
る
。
ま
さ
に
こ
の
時
、
本
詩
を
齊
の
地
で
採
集
し
た
そ
の
時
、
い
ま
だ
小
序
の
說
は
な
か
っ
た
の
で
、
誰
を
刺
っ
て
い
る

の
か
何
を
詠
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
詩
の
中
に
「
展
我
甥
兮
」
の
句
が
あ
り
、
そ
の
「
甥
」
と
い
う
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た
だ
の
一
字
か
ら
、
本
詩
は
魯
の
莊
公
を
刺
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
の
「
展ま
こ
とに
」
と
い
う
た
だ
の
一
語
か
ら
、
詩
人
が
魯

の
莊
公
を
齊
侯
の
隱
し
子
だ
と
言
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
詩
人
は
詩
に
詠
っ
て
い
る
人
物
の
名
譽
を
守
る
た
め
に

眞
相
を
忌
み
隱
し
た
言
葉
を
假
構
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
齊
侯
を
刺
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
讀
者
が
そ
の
よ
う
な
詩
人
の
意
圖
を
感

得
し
て
、
そ
の
上
で
も
う
一
度
本
詩
を
諷
詠
し
た
な
ら
ば
、
冒
頭
の
「
猗あ

あ嗟
」
の
句
以
下
、
句
ご
と
に
美
め
稱
え
て
い
る
と
こ
ろ

そ
れ
ぞ
れ
す
べ
て
に
歎
息
し
て
不
滿
に
思
う
氣
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
切
迫
し
た
言
葉
遣
い
は
し
て
い

な
い
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
は
深
く
切
實
な
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
（
變
風
之
體
、
意
在
言
外
。
有
全
篇
首
尾
皆
託
之
他
辭
。
乍

讀
之
、
茫
然
不
覺
所
謂
。
但
中
閒
冷
下
一
二
語
、
自
然
使
人
默
會
如
此
。
詩
極
言
其
人
容
貌
威
儀
技
藝
之
美
而
以
歎
息
之
辭
發
之
。

是
其
人
所
不
足
者
、
必
有
在
於
容
貌
威
儀
技
藝
之
外
矣
。
方
此
時
、
採
得
於
齊
、
未
有
序
說
、
不
知
所
刺
何
人
、
所
言
何
事
。
中

閒
有
展
我
甥
兮
一
句
、
只
一
甥
字
、
便
見
得
是
刺
魯
莊
公
。
只
一
展
字
、
便
見
得
是
人
以
魯
莊
爲
齊
侯
之
子
。
詩
人
設
爲
諱
護
之

辭
以
譏
之
。
讀
者
既
默
會
其
意
、
乃
再
諷
詠
之
、
方
見
得
自
猗
嗟
而
下
、
句
句
稱
美
處
、
節
節
是
歎
息
不
滿
處
。
辭
不
急
迫
而
意

深
切
矣
（

こ
こ
に
は
、
詩
經
の
詩
篇
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
の
嚴
粲
の
考
え
が
濃
縮
さ
れ
て
い
る
。
詩
人
は
對
象
へ
の
配
慮
か
ら
、
思
い
を

露
わ
に
表
現
す
る
こ
と
を
避
け
る
の
で
、
讀
者
は
一
讀
し
た
だ
け
で
は
そ
の
眞
意
を
摑
み
か
ね
る
の
だ
が
、
し
か
し
作
者
は
詩
中
に
鍵

に
な
る
表
現
を
忍
ば
せ
て
い
る
も
の
で
、
そ
れ
に
氣
付
き
さ
え
す
れ
ば
本
當
に
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
が
讀
者
の
眼
前
に
一
擧
に
展
開
さ

れ
る
と
言
う
。
例
と
し
て
擧
げ
ら
れ
た
「
猗
嗟
」
で
言
え
ば
、
齊
國
の
詩
人
が
自
分
の
主
君
襄じ
よ
う

公こ
う

の
妹
文ぶ
ん

姜き
よ
うの
息
子
で
あ
る
魯
莊そ
う

公こ
う

に
つ
い
て
「
展ま
こ
とに
我
が
〔
齊
侯
の
〕
甥
な
り
」
と
、
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
斷
言
す
る
口
調
で
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
讀

者
は
詩
人
に
裏
の
意
圖
が
あ
る
こ
と
に
氣
付
き
、
襄
公
が
魯
國
に
嫁
い
だ
妹
と
姦
通
し
そ
の
閒
に
魯
の
莊
公
が
生
ま
れ
た
と
い
う
眞
相
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が
暗
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
悟
る
。
逆
に
言
え
ば
、
詩
人
は
言
わ
ず
も
が
な
の
事
柄
を
わ
ざ
わ
ざ
詠
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
言
葉
を
反

語
化
し
（「
甥
で
は
な
く
實
の
息
子
だ
」（、
眞
實
を
傳
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
上
述
し
た
例
で
言
え
ば
、
唐
風
「
揚
之
水
」
の

「
敢
え
て
告
げ
じ
」
が
鍵
と
し
て
働
き
、
そ
れ
が
反
語
表
現
だ
と
氣
付
け
ば
詩
に
込
め
ら
れ
た
作
者
の
昭
公
に
對
す
る
忠
義
の
思
い
が

一
氣
に
明
ら
か
に
な
る
の
と
同
樣
の
仕
掛
け
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、「
無
衣
」
に
お
い
て
、「
安
」
の
字
を
「
不
安
」
の
意
味
が
込

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
氣
付
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
周
王
朝
に
對
す
る
感
慨
を
詠
う
と
い
う
詩
の
本
旨
が
明
ら
か
に
な
る
と
戴
震
が
說
明

し
て
い
る
の
も
、
嚴
粲
の
理
論
に
合
致
し
て
い
る
。
筆
者
は
前
稿
で
、
戴
震
が
嚴
粲
か
ら
言
外
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
讀
み
取
る
解
釋
方
法

を
學
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た（

11
（

。『
補
傳
』
に
見
ら
れ
る
嚴
粲
へ
の
關
心
の
深
さ
か
ら
考
え
れ
ば
、
本
例
も
嚴
粲
の
解
釋
理
論
に
學

ん
だ
結
果
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
無
衣
」『
補
傳
』
で
は
嚴
粲
の
經
說
こ
そ
引
用
し
て
い
な
い
が
、
戴
震
が
嚴
粲

の
方
法
論
に
學
ん
だ
痕
跡
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
、
翁
方
綱
は
「
無
衣
」
解
釋
で
嚴
粲
の
說
に
贊
成
し
て
い
る
が
、
戴
震
と
は
異
な
り
「
無
衣
」
の
詩
句
か
ら
言
外
の
意
を
探
る

態
度
は
見
ら
れ
な
い
、
む
し
ろ
、

『
正
義
』
に
、「『
美
む
る
』
と
言
う
の
は
武
公
の
家
臣
が
主
君
を
美
め
稱
え
る
氣
持
ち
が
詠
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
」
と
言
う
が
、
こ
れ
は
ま
こ
と
に
意
を
盡
く
し
た
解
說
で
あ
る

と
い
う
發
言
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
詩
句
の
裏
に
込
め
ら
れ
た
眞
意
の
存
在
を
想
定
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
は
「
揚
之
水
」「
椒
聊
」
に
も
當
て
は
ま
る
。「
揚
之
水
」
で
は
、
嚴
粲
が
詩
句
の
言
外
の
意
を
讀
み
取
る
の
を
、
あ
ま
り
に
回

り
く
ど
い
と
批
判
し
た
。「
椒
聊
」
で
は
、
嚴
粲
の
詩
句
表
現
と
作
者
の
意
圖
と
に
食
い
違
い
が
あ
る
と
い
う
指
摘
に
觸
れ
な
い
。
こ
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れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
翁
方
綱
は
嚴
粲
の
「
言
外
の
意
」
を
利
用
し
た
解
釋
方
法
に
無
關
心
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
翁
方
綱
は
詩
人
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
讀
み
解
く
嚴
粲
の
解
釋
の
方
法
論
を
受
容
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
も
と
に
し
て
考
え
れ
ば
、
翁
方
綱
が
な
ぜ
「
無
衣
」
に
お
い
て
は
嚴
粲
說
に
贊
成
し
た
か
も
よ
り
い
っ
そ
う
理
解
で
き
る
。

嚴
粲
は
類
淫
詩
に
は
言
外
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
き
、
準
類
淫
詩
說
に
よ
っ
て
「
揚
之
水
」「
椒
聊
」
を
解
釋
し
た
。
と

こ
ろ
が
「
無
衣
」
の
み
は
、
首
序
に
從
う
た
め
に
類
淫
詩
說
に
よ
っ
て
解
釋
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
類
淫
詩
說
で
解
釋
し
た
こ

と
に
よ
り
、「
無
衣
」
の
詩
句
に
は
言
外
の
意
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
一
方
、
翁
方
綱
は
そ
も
そ
も
類
淫
詩
に
言
外
の

意
を
想
定
し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
嚴
粲
の
「
無
衣
」
解
釋
は
翁
方
綱
の
說
に
親
和
的
な
も
の
と
な
り
、
故
に
彼
は
嚴
粲
を
引
用

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
翁
方
綱
が
嚴
粲
の
「
無
衣
」
解
釋
に
贊
同
し
た
の
は
、
そ
れ
が
嚴
粲
の
解
釋
體
系
か
ら
外
れ
た
例

外
的
な
事
例
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
翁
方
綱
の
類
淫
詩
の
小
序
に
對
す
る
態
度
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
裏
付
け
ら
れ
る
。「
無
衣
」「
揚
之
水
」「
椒

聊
」
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
翁
方
綱
は
小
序
の
說
に
從
う
と
い
う
姿
勢
を
見
せ
て
い
た
。
こ
れ
か
ら
考
え
れ
ば
、
彼
の
類
淫
詩
說
は
、

そ
の
尊
序
の
立
場
か
ら
自
然
に
導
き
出
さ
れ
る
も
の
と
も
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
事
情
は
そ
れ
ほ
ど
單
純
で
は
な
い
。

「
揚
之
水
」『
詩
附
記
』
で
は
、「
小
序
の
說
は
正
し
い
」
と
明
確
に
論
斷
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
同
じ
く
尊
序
の
立

場
を
と
る
嚴
粲
を
批
判
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
嚴
粲
が
首
序
の
み
に
從
い
、
後
序
は
誤
っ
て
い
る
と
し
て
斥
け
た
の
に
對
し
て
、
翁
方

綱
は
小
序
全
體
を
正
し
い
も
の
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
反
序
の
立
場
を
基
本
と
す
る
朱
熹
も
本
詩
に
關
し
て
は
「
小
序
の

說
は
誤
っ
て
い
な
い
」
と
し
て
い
た
が
た
め
に
、
翁
方
綱
は
朱
熹
に
贊
成
し
た
。
こ
れ
を
見
る
と
、
翁
方
綱
の
類
淫
詩
說
は
、
小
序
全

體
に
從
う
と
い
う
立
場
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
や
は
り
事
情
は
そ
れ
ほ
ど
單
純
で
は
な
い
。

「
椒
聊
」
の
場
合
は
、
嚴
粲
は
小
序
全
體
に
異
論
を
唱
え
る
こ
と
な
く
準
類
淫
詩
說
を
と
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
本
詩
小
序
が
準
類
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淫
詩
說
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
『
正
義
』
の
說
に
從
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
對
し
て
、
翁
方
綱
は
首
序
を
無
視
し
、
後
序
の
記
述

の
み
に
基
づ
い
て
類
淫
詩
說
を
と
っ
た
（
彼
は
朱
熹
も
同
說
で
あ
る
と
言
う
（。

こ
の
よ
う
に
、
小
序
全
體
と
い
う
見
地
か
ら
見
れ
ば
小
序
に
從
う
こ
と
と
類
淫
詩
說
を
と
る
こ
と
と
は
必
ず
し
も
直
結
し
て
は
い
な

い
。
翁
方
綱
は
彼
の
類
淫
詩
說
に
齟
齬
し
な
い
か
ぎ
り
に
お
い
て
尊
序
の
態
度
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

翁
方
綱
は
朱
熹
と
異
な
り
小
序
を
尊
重
す
る
姿
勢
を
見
せ
な
が
ら
、
朱
熹
と
同
じ
く
類
淫
詩
說
を
と
っ
た
。
こ
れ
は
、
彼
は
嚴
粲
と

同
じ
く
尊
序
の
立
場
を
と
っ
た
が
、
尊
序
の
性
格
が
嚴
粲
と
異
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
嚴
粲
は
首
序
と
詩
句
表
現
の
閒
に
懸
隔
が

あ
る
と
考
え
た
時
、
そ
の
懸
隔
を
埋
め
る
た
め
に
、
言
外
の
意
と
そ
れ
を
傳
え
る
レ
ト
リ
ッ
ク
を
唱
え
た
。
し
か
し
、
翁
方
綱
は
言
外

の
意
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
故
に
彼
に
あ
っ
て
は
小
序
と
詩
句
の
閒
に
懸
隔
は
存
在
し
な
い
。
さ
ら
に
彼
は
朱
熹
と
同
樣
、
小
序
の

「
刺
」
を
敎
化
の
目
的
を
持
た
な
い
、
批
判
の
た
め
の
批
判
と
と
っ
た
た
め
、
小
序
と
詩
句
と
の
閒
の
懸
隔
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
、

か
く
し
て
朱
熹
と
同
じ
く
類
淫
詩
說
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
翁
方
綱
の
類
淫
詩
說
は
、
言
外
の
意
を
想
定
す
る
こ

と
な
く
詩
句
の
表
現
す
る
内
容
の
み
か
ら
意
味
を
汲
み
取
ろ
う
と
し
た
朱
熹
の
解
釋
態
度
を
繼
承
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
戴
震
は
、
類
淫
詩
に
言
外
の
意
と
そ
れ
を
傳
え
る
レ
ト
リ
ッ
ク
を
讀
み
取
る
嚴
粲
の
解
釋
方
法
に
贊
成
し
準
類
淫
詩
說
を
と
っ

た
。
し
か
し
嚴
粲
と
は
異
な
り
小
序
に
從
わ
ず
自
分
自
身
で
作
詩
の
意
圖
を
讀
み
取
っ
た
。
そ
の
た
め
に
「
無
衣
」
の
詩
句
に
も
レ
ト

リ
ッ
ク
を
見
出
し
、
準
淫
詩
說
を
一
貫
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

（　

翁
方
綱
說
を
成
り
立
た
せ
る
も
の

戴
震
と
翁
方
綱
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
で
朱
熹
と
嚴
粲
の
詩
經
學
に
學
び
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
基
盤
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に
朱
熹
・
嚴
粲
と
異
な
る
詩
經
解
釋
の
理
念
が
存
在
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
う
ち
、
戴
震
の
詩
經
解
釋
理
念
に
つ
い
て
は
過
去
に

考
察
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る（

11
（

。
こ
こ
で
は
、『
詩
附
記
』
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
考
察
し
て
得
ら
れ
た
翁
方
綱
の
解
釋
の
特
徵
と
關

係
深
い
と
思
わ
れ
る
彼
の
解
釋
理
念
を
檢
討
し
て
い
こ
う
。

翁
方
綱
は
、
嚴
粲
（
お
よ
び
戴
震
（
の
準
淫
詩
說
を
支
え
る
「
言
外
の
意
」
と
い
う
考
え
方
に
批
判
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
認
識
と
關

連
す
る
も
の
と
し
て
、
彼
の
「
拘
る
必
要
は
な
い
（
不
必
泥
（」
と
い
う
考
え
方
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
『
詩
附
記
』
の
中

で
先
人
の
詩
經
解
釋
を
評
價
す
る
の
に
し
ば
し
ば
「
泥な
ず

む
」
と
い
う
語
を
用
い
、
そ
れ
ら
が
詩
篇
の
字
句
、
あ
る
い
は
序
傳
箋
な
ど
に

過
度
に
依
據
し
て
無
理
の
あ
る
說
を
成
し
て
い
る
と
批
判
す
る
。
一
例
と
し
て
、
齊
風
「
猗
嗟
」
を
擧
げ
よ
う
（
第
（
節
に
こ
の
詩
に

つ
い
て
の
『
詩
緝
』
の
注
釋
を
引
用
し
た
の
も
參
照
さ
れ
た
い
（。『
詩
附
記
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

本
詩
第
二
章
に
「
展ま
こ
とに

我
が
甥
な
り
（
展
我
甥
兮
（」
と
あ
る
。
詩
人
の
措
辭
と
い
う
も
の
は
語
義
に
收
ま
ら
な
い
表
現
し
た

い
内
容
を
持
っ
て
い
て
、
同
じ
言
葉
で
も
樣
々
異
な
る
狀
況
で
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
小
序（

11
（

の
〔「
人
の
以
て
齊
侯
の
子
と

爲
す
」（
と
い
う
末
句
に
拘
る
必
要
は
な
い
。
例
え
ば
『
春
秋
』〔「
桓
公
六
年
」〕
に
「
子し

同ど
う

（
魯
莊
公
（
生
ま
る
（
子
同
生
（」

と
あ
る
の
も
ま
た
聖
人
の
造
物
主
の
ご
と
き
筆
が
特
別
の
意
圖
な
く
書
い
た
ま
で
で
〔『
穀
梁
傳
』
が
言
う
よ
う
に
、
齊
襄
侯
と

文
姜
と
が
姦
通
し
て
で
き
た
不
義
の
子
だ
と
の
疑
い
が
あ
る
こ
と
を
傳
え
よ
う
と
し
て
書
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
〕
あ
る
。
況

ん
や
本
詩
は
ま
し
て
で
あ
る
。
も
し
ど
う
し
て
も
「
展ま
こ
と」
の
字
に
拘
〔
り
、「
噓
で
は
な
い
よ
」
と
强
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

か
え
っ
て
そ
れ
が
噓
だ
と
い
う
こ
と
を
裏
か
ら
傳
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
と
〕
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、〔
小
雅
「
車

攻
」
の
〕「
展ま
こ
とな
り
大
い
に
成
す
（
展
也
大
成
（」
の
方
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
解
釋
す
る
と
言
う
の
だ
ろ
う
か
（
展
我
甥
兮
、

詩
人
之
詞
、
意
在
言
外
、
面
面
俱
到
。
序
之
末
句
、
不
必
泥
也
。
即
春
秋
書
子
同
生
、
亦
聖
人
化
工
之
筆
、
出
於
無
意
、
而
況
此
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詩
乎
。
如
必
泥
展
字
、
則
展
也
大
成
又
當
作
何
解
（ 

（
卷
二
、
一
一
七
頁
（

翁
方
綱
は
文
中
に
批
判
の
對
象
を
明
示
し
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
念
頭
に
は
嚴
粲
の
次
の
說
が
あ
る
。

〔
本
章
で
〕「
我
が
齊
侯
の
甥
で
あ
る
」
と
言
い
、
ま
た
〔
小
序
末
句
で
〕「〔
人
々
は
莊
公
が
〕
齊
侯
の
子
で
あ
る
〔
と
思
っ
て

い
た
〕」
と
言
う
。
故
に
、
本
章
で
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
の
は
、
外
部
か
ら
の
詮
議
を
拒
絶
す
る
語
氣
を
込
め
た
言
い
方
で
あ
る
。

〔
こ
の
よ
う
な
言
い
方
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
よ
う
な
狀
況
を
作
っ
た
襄
侯
を
〕
深
く
刺
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
爲
我
齊
侯
之

甥
。
又
言
其
爲
齊
侯
之
子
、
故
此
說
爲
拒
外
議
之
辭
。
譏
之
深
矣
（ 

（「
猗
嗟
」
第
二
章
『
詩
緝
』（

翁
方
綱
の
「
猗
嗟
」
に
つ
い
て
の
說
の
中
に
、「
言
外
」
と
い
う
語
が
現
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
『
詩
附
記
』
の
中
で
唯
一
の
用
例

で
あ
る（

11
（

。
し
か
も
、
翁
方
綱
は
「
言
外
之
意
」
を
嚴
粲
と
異
な
る
意
味
で
用
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
嚴
粲
は
、「
展ま
こ
とに
我
が
甥
な

り
」
と
い
う
句
を
小
序
末
句
の
「
人
び
と
以
爲
ら
く
齊
公
の
子
な
り
と
」
と
關
連
付
け
、
こ
の
句
は
實
は
言
外
に
「
本
當
は
我
が
齊
の

襄
侯
の
甥
で
は
な
い
の
だ
」
と
い
う
意
味
を
込
め
て
反
語
的
に
表
現
し
て
い
る
と
解
釋
し
た
が
、
翁
方
綱
は
こ
れ
を
「
必
ず
し
も
泥な
ず

ま

ず
」
と
批
判
し
、
そ
の
根
據
と
し
て
「
詩
人
の
詞
は
、
意
は
言
外
に
在
」
る
か
ら
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
傍
證
と
し
て
孔
子
が
『
春

秋
』
を
著
し
た
と
き
に
も
そ
の
筆
が
「
無
意
よ
り
出
」
で
た
こ
と
も
あ
る
と
言
う
。
こ
れ
か
ら
考
え
る
と
、
彼
の
言
う
「
言
外
之
意
」

と
は
、「
文
章
表
現
と
い
う
行
爲
に
お
い
て
は
、
そ
の
措
辭
が
作
者
の
意
志
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
か
ら
外
れ
て
半
ば
無
意
識
的
に
な

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
、
故
に
一
言
一
句
に
込
め
ら
れ
た
作
者
の
意
圖
を
追
求
す
る
の
を
「
泥
む
」
と
批
判
し
て
い
る

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
嚴
粲
の
「
言
外
之
意
」
が
、「
作
者
が
相
手
に
對
す
る
配
慮
か
ら
眞
意
を
表
現
せ
ず
、
そ
の
か
わ
り
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に
そ
れ
を
讀
者
に
詩
句
表
現
の
外
か
ら
感
得
さ
せ
る
よ
う
に
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
る
仕
掛
け
を
作
っ
て
お
く
」
と
い
う
意
圖
的
な
營
爲
を

廻
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
と
は
、
そ
の
性
格
を
大
き
く
異
に
し
て
い
る
。

筆
者
の
大
ま
か
な
調
査
に
據
れ
ば
、『
詩
附
記
』
の
中
で
「
泥
」
と
い
う
評
語
は
六
八
例
に
及
び（

1（
（

、
彼
が
先
行
の
詩
經
解
釋
を
評
價

す
る
上
で
重
要
な
判
斷
基
準
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
彼
は
、
嚴
粲
の
「
言
外
之
意
」
の
追
求
を
中
軸
に
据
え
る
解
釋
の
方

法
論
と
は
異
質
の
解
釋
理
念
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
は
言
え
、
詩
句
表
現
か
ら
の
み
で
は
作
詩
の
意
圖
を
充
分
に
捉
え
き
れ
な
い
こ
と
も
往
々
に
し
て
あ
る
こ
と
は
翁
方
綱
も
認
め
て

お
り
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
作
詩
の
意
圖
を
探
る
重
要
な
情
報
源
と
し
て
、
彼
は
小
序
を
重
視
し
た
。
こ
の
點
が
朱
熹
と
大
き
く
異
な

る
點
で
あ
る
。
こ
れ
を
逆
か
ら
言
う
と
、
翁
方
綱
の
尊
序
は
そ
の
成
立
に
由
來
す
る
權
威
ゆ
え
に
小
序
を
尊
ぶ（

11
（

の
で
は
な
く
、
小
序
の

傳
え
る
情
報
が
詩
篇
解
釋
に
不
可
缺
だ
と
い
う
有
用
性
の
見
地
か
ら
の
判
斷
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
邶

風
「
雄
雉
」
小
序
、

「
雄
雉
」
は
衞
の
宣
公
を
刺
っ
た
詩
で
あ
る
。
淫
亂
な
行
い
に
耽
り
國
事
を
な
い
が
し
ろ
に
し
、
戰
い
を
た
び
た
び
起
こ
し
た
。

大
夫
は
長
い
こ
と
戰
役
に
驅
り
出
さ
れ
、
夫
は
家
に
歸
れ
ず
妻
は
夫
の
不
在
を
託
っ
た
。
國
人
は
こ
れ
を
憂
え
て
本
詩
を
作
っ
た

（
雄
雉
刺
衞
宣
公
也
。
淫
亂
不
恤
國
事
、
軍
旅
數
起
。
大
夫
久
役
、
男
女
怨
曠
。
國
人
患
之
而
作
是
詩
（

に
つ
い
て
の
『
詩
附
記
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

お
よ
そ
小
序
の
說
は
必
ず
や
み
な
基
づ
く
と
こ
ろ
が
あ
る
。〔
邶
風
「
柏
舟
」
な
ど
が
〕
衞
の
頃
公
の
時
に
作
ら
れ
た
と
か
、
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〔
本
詩
が
〕
宣
公
の
時
に
作
ら
れ
た
と
か
〔
小
序
が
言
う
〕
も
ろ
も
ろ
の
詩
も
み
な
け
っ
し
て
い
わ
れ
が
な
い
わ
け
で
は
な
い

…
…
朱
子
は
こ
れ
を
信
じ
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
し
か
し
ま
た
詰
ま
る
と
こ
ろ
本
詩
が
決
し
て
宣
公
の
時
の
詩
で
は
な
い
と
斷
言
で

き
る
根
據
も
あ
る
わ
け
で
は
な
い
（
凡
序
之
說
必
皆
實
有
所
本
。
如
所
謂
衞
頃
公
衞
宣
公
諸
詩
悉
非
無
因
…
…
朱
子
雖
不
信
之
、

然
亦
究
未
有
以
斷
其
必
非
衞
宣
時
之
詩
也
（ 

（
卷
一
、
四
五
頁
（

こ
れ
を
朱
熹
の
「
詩
序
辨
說
」
の
次
の
言
葉
と
比
較
し
て
み
る
と
、
兩
者
の
姿
勢
が
明
ら
か
に
な
る
。

小
序
が
「
大
夫
久
し
く
役
せ
ら
れ
、
男
女
怨
曠
す
」
と
言
う
の
は
作
詩
の
意
を
得
て
い
る
。
し
か
し
、
本
詩
が
宣
公
の
時
に
作

ら
れ
た
と
か
、「
淫
亂
に
し
て
國
事
を
恤
え
ず
」
と
か
小
序
が
言
っ
て
い
る
意
味
を
傳
え
る
詩
句
は
見
ら
れ
な
い
（
序
所
謂
大
夫

久
役
、
男
女
怨
曠
者
得
之
。
但
未
有
以
見
其
爲
宣
公
之
時
、
與
淫
亂
不
恤
國
事
之
意
耳
（

兩
者
と
も
、「
雄
雉
」
が
、
衞
の
宣
公
の
時
に
作
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
證
明
す
る
も
の
は
な
い
と
い
う
認
識
で
は
一
致
す
る
。
し

か
し
、
朱
熹
は
そ
の
認
識
に
基
づ
き
小
序
の
說
を
批
判
す
る
の
に
對
し
、
翁
方
綱
は
、
し
か
し
な
が
ら
衞
の
宣
公
の
時
に
作
ら
れ
た
も

の
で
は
な
い
と
證
明
す
る
資
料
も
ま
た
な
い
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
、
證
明
で
き
る
か
否
か
と
い
う
論
點
を
棚
上
げ
に
し
て
小
序
に
從

う
の
で
あ
る
。
小
序
に
は
基
づ
く
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
は
ず
だ
と
い
う
の
は
翁
方
綱
が
し
ば
し
ば
用
い
る
論
法
で
あ
る（

11
（

。
し
か
し
彼
は
、

小
序
の
成
立
が
古
い
か
ら
と
い
う
こ
と
を（

11
（

擧
げ
る
こ
と
も
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
以
上
の
客
觀
的
な
證
據
に
よ
っ
て
論
證
し
よ
う
と
は
し

な
い
。
小
序
は
證
明
は
で
き
な
い
が
信
賴
性
が
高
い
と
し
て
、
確
實
な
反
證
が
な
け
れ
ば
小
序
に
從
お
う
と
い
う
姿
勢
を
と
る
の
で
あ

る（
11
（

。
朱
熹
は
證
明
で
き
な
い
こ
と
を
論
據
に
し
た
反
序
、
翁
方
綱
は
證
明
を
意
圖
し
な
い
尊
序
と
言
え
よ
う
か
。
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彼
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
鄭
風
「
羔
裘
」
で
、
小
序
が
、

「
羔
裘
」
は
朝
廷
を
刺
っ
た
詩
で
あ
る
。
古
の
君
子
を
詠
い
そ
れ
に
よ
っ
て
現
在
の
朝
廷
を
諷
刺
し
た
の
で
あ
る
（
羔
裘
刺
朝

也
。
言
古
之
君
子
以
風
其
朝
焉
（

［
箋
］「
言
」
と
は
「
道い

ふ
」
と
同
意
で
あ
る
。
鄭
は
莊
公
の
時
よ
り
賢
者
が
次
第
に
乏
し
く
な
っ
て
い
き
、
朝
廷
に
は
忠
誠
で
正

義
の
臣
下
が
い
な
く
な
っ
た
。
故
に
こ
れ
を
刺
っ
た
の
で
あ
る
（
言
猶
道
也
。
鄭
自
莊
公
而
賢
者
陵
遲
。
朝
無
忠
正
之
臣
。
故
刺

之
（

と
、
古
の
君
子
の
う
る
わ
し
い
振
る
舞
い
を
詠
う
こ
と
に
よ
っ
て
現
今
の
朝
臣
た
ち
の
だ
ら
し
な
さ
を
刺
る
と
言
う
の
を
朱
熹
は
批
判

し
た
上
で
、

し
か
も
當
時
の
鄭
に
は
子
皮
と
か
子
產
と
い
っ
た
〔
賢
〕
人
が
い
た
の
だ
か
ら
、
本
詩
の
詩
句
の
贊
美
に
相
應
し
い
者
が
い
な

か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
し
か
し
今
そ
れ
を
考
證
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
且
當
時
鄭
之
大
夫
如
子
皮
子
產
之
徒
、
豈
無
可
以
當
此

詩
者
。
但
今
不
可
考
耳
（ 

（「
辨
說
」（

恐
ら
く
鄭
の
大
夫
を
贊
美
し
た
言
葉
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
誰
を
指
し
て
い
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
（
蓋
美
其
大
夫
之
詞
、
然

不
知
其
所
指
矣
（ 

（『
集
傳
』（
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と
言
う
。
こ
こ
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
朱
熹
は
小
序
の
情
報
を
無
根
據
だ
と
し
て
排
し
て
讀
解
す
る
が
、
結
局
は
「
闕
疑
」
に
行
き

着
く
こ
と
も
多
い
。
翁
方
綱
は
、
な
ら
ば
序
の
情
報
を
取
り
入
れ
て
讀
解
に
役
立
て
た
方
が
よ
い
と
判
斷
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
も

と
よ
り
確
證
を
必
須
と
し
て
い
な
い
翁
方
綱
の
說
に
は
、「
闕
疑
」
を
尊
ぶ
精
神
と
異
な
る
解
釋
姿
勢
が
見
て
取
れ
る
。

朱
熹
の
反
序
と
全
面
的
に
對
立
し
て
尊
序
を
唱
え
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
故
に
、
翁
方
綱
は
朱
熹
の
詩
篇
解
釋
と
小
序
と
の
調
停

を
模
索
す
る
こ
と
も
あ
る
。

本
詩
の
讀
解
は
こ
と
ご
と
く
朱
熹
『
集
傳
』
が
正
し
い
。
し
か
し
、
朱
熹
の
言
う
「
淫
を
惡
む
」
と
は
、
す
な
わ
ち
小
序
に
言

う
「
亂
を
閔あ
は
れむ
」
こ
と
で
あ
る
。
小
序
の
言
う
こ
と
を
す
べ
て
排
除
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
（
此
篇
訓
義
悉
以
朱
傳
爲
正
。
然

惡
淫
、
即
閔
亂
也
。
序
義
何
可
盡
廢
（ 

（
鄭
風
「
出
其
東
門
」『
詩
附
記
』、
卷
二
、
一
〇
八
頁
（

と
、
朱
傳
に
從
い
な
が
ら
小
序
を
正
當
化
す
る
。
ま
た
、
小
序
と
朱
注
を
ミ
ッ
ク
ス
す
る
と
い
う
發
想
も
見
ら
れ
る
。

思
う
に
、
小
序
の
說
は
本
詩
が
作
ら
れ
た
所
以
を
特
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
の
「
國
人
之
を
患
ふ
」
と
言
う
の
は
、

國
人
が
詩
を
作
っ
た
時
に
、
夫
の
不
在
を
怨
む
妻
、
家
を
離
れ
た
わ
び
し
さ
を
託
つ
夫
の
た
め
に
詠
っ
た
と
考
え
て
も
問
題
は
な

い
。
こ
の
よ
う
に
朱
熹
『
集
傳
』
の
說
を
主
と
し
つ
つ
小
序
の
說
に
據
っ
て
作
詩
の
由
來
を
記
す
こ
と
に
し
た
な
ら
ば
、
必
ず
や

一
貫
し
た
說
と
な
る
だ
ろ
う
（
蓋
序
說
特
述
此
詩
之
所
由
起
、
而
所
謂
國
人
患
之
者
、
即
使
國
人
陳
詩
、
爲
怨
曠
者
言
之
、
亦
奚

不
可
。
今
以
朱
傳
爲
主
而
以
序
說
志
其
緣
起
、
又
何
嘗
不
相
通
耶
（ 

（
邶
風
「
雄
雉
」『
詩
附
記
』、
卷
一
、
四
六
頁
（
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「
雄
雉
」
の
首
序
は
作
者
が
詩
を
詠
っ
て
聞
か
せ
て
敎
化
し
よ
う
と
し
た
相
手
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
、「
男
女
怨
曠
」
以
下
は
詩
に

詠
わ
れ
て
い
る
内
容
を
說
明
し
た
も
の
で
位
相
が
違
う
と
考
え
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
朱
熹
の
解
釋
を
繼
承
し
つ
つ
、
朱
熹

が
否
定
し
た
首
序
を
も
共
存
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
翁
方
綱
の
詩
篇
解
釋
に
は
序
の
說
を
特
權
的
な
存
在
と
し
て
扱
う
の
で
は
な
く
、
朱
傳
と
竝
列

し
た
上
で
調
停
し
よ
う
と
い
う
態
度
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
に
も
、
彼
の
尊
序
の
實
用
主
義
的
な
性
格
が
現
れ
て
い
る
。
彼
の
唱
え
た
類

淫
詩
說
に
見
ら
れ
た
、
自
分
の
說
に
都
合
の
よ
い
よ
う
に
小
序
を
用
い
る
態
度
も
、
こ
の
よ
う
な
彼
の
小
序
觀
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ

た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（　

本
稿
の
考
察
の
適
用
範
圍
、
お
よ
び
今
後
の
課
題

筆
者
は
、
以
前
「
淸
朝
考
證
學
の
學
術
史
の
中
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
『
漢
宋
抒
采
』
と
い
う
概
念
が
、
い
か
な
る
內
實
と
多
樣

性
を
有
し
て
い
た
の
か
」
と
い
う
問
い
を
立
て
た
こ
と
が
あ
る（

11
（

。
本
稿
で
檢
討
し
た
戴
震
、
翁
方
綱
に
お
け
る
漢
唐
詩
經
學
お
よ
び
宋

代
詩
經
學
の
受
容
の
差
違
は
、
こ
の
問
い
に
對
す
る
初
步
的
な
答
え
の
一
部
を
な
す
で
あ
ろ
う
。

戴
震
、
翁
方
綱
と
も
漢
唐
の
詩
經
學
と
宋
代
詩
經
學
の
い
ず
れ
か
を
と
り
い
ず
れ
か
を
排
す
る
と
い
う
態
度
は
な
く
、
自
己
の
詩
經

學
の
構
築
に
と
っ
て
役
立
つ
要
素
を
分
け
隔
て
な
く
取
り
入
れ
る
姿
勢
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
、
兩
者
と
も
に
朱
熹
と
嚴
粲
の
解
釋
に
學

ぶ
と
こ
ろ
甚
大
で
あ
っ
た
。
か
つ
、
そ
の
學
び
方
は
兩
者
に
お
い
て
顯
著
な
違
い
が
見
ら
れ
た
。
な
お
か
つ
彼
ら
の
南
宋
詩
經
學
か
ら

の
受
容
は
、
い
わ
ゆ
る
理
氣
の
學
と
し
て
の
南
宋
理
學
と
は
異
な
る
側
面
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
た
。
以
上
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
淸

朝
詩
經
學
の
類
型
の
一
つ
と
し
て
「
漢
宋
抒
采
」
と
い
う
言
葉
で
概
括
し
て
も
そ
の
内
實
に
迫
る
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
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る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
經
學
者
が
前
代
ま
で
の
詩
經
學
か
ら
何
を
汲
み
取
り
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
變
容
さ
せ
て
自
己
の
詩
經
學
構
築
に
役

立
て
た
か
は
、
具
體
的
な
詩
篇
解
釋
の
細
部
に
拘
っ
た
觀
察
を
個
別
的
に
積
み
上
げ
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
本
稿
は
、
そ
の
よ

う
な
方
法
意
識
に
基
づ
い
た
實
踐
の
嚆
矢
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。
今
後
は
觀
察
の
視
點
を
變
え
な
が
ら
、
さ
ら
な
る
考
察
を
行
っ
て
い

き
た
い
。

本
稿
で
は
、
嚴
粲
の
「
言
外
の
意
」
に
着
目
し
た
解
釋
法
に
翁
方
綱
が
反
對
し
た
樣
子
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ

れ
は
あ
く
ま
で
も
、
類
淫
詩
と
い
う
領
域
内
で
確
認
さ
れ
た
に
止
ま
り
、
そ
の
詩
經
解
釋
の
方
法
論
全
體
に
一
般
化
し
て
、
翁
方
綱
が

「
言
外
の
意
」
に
否
定
的
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
別
に
考
察
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
銘
記
し
た
い（

11
（

。

こ
の
こ
と
に
關
し
て
は
、
際
立
っ
た
事
例
が
あ
る
。
翁
方
綱
は
準
類
淫
詩
說
に
反
對
し
類
淫
詩
說
を
と
っ
た
が
、
一
方
で
彼
は
朱
熹

の
淫
詩
說
に
對
し
て
は
、
懷
疑
的
あ
る
い
は
反
對
の
說
を
取
る
傾
向
が
强
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

11
（

。
淫
詩
說
と
類
淫
詩
說
と
は
思
考
の

筋
道
と
論
理
の
構
造
が
同
じ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
對
照
的
な
態
度
を
翁
方
綱
は
と
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
翁
方
綱
が
小
序
を
尊
重
す
る
立
場
を
と
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
に
一
應
そ
の
理
由
を
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
朱
熹
が
淫

詩
と
認
定
し
た
詩
篇
に
つ
い
て
、
小
序
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
男
女
の
戀
愛
と
關
わ
り
の
な
い
内
容
が
詠
わ
れ
て
い
る
と
說
い
て
い
る
。

翁
方
綱
は
そ
れ
に
從
っ
た
た
め
朱
熹
の
淫
詩
說
に
反
對
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
問
題
は
說
明
し
き
れ
な
い
。
本
稿
で
見
た
よ
う
に
、
翁
方
綱
の
小
序
に
対
す
る
姿
勢
は
單
純
な
遵
守
で
片

付
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
（
節
で
取
り
上
げ
た
「
椒
聊
」
の
よ
う
に
、
小
序
の
う
ち
最
も
信
賴
性
が
高
い
と
さ
れ

る
首
序
に
從
わ
ず
後
序
に
の
み
依
據
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
例
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
小
序
を
重
ん
じ
る
と
同
時
に
『
集
傳
』
に
も
親

近
感
を
抱
き
、
第
（
節
で
例
に
擧
げ
た
「
出
其
東
門
」
や
「
雄
雉
」
の
よ
う
に
、
朱
熹
が
小
序
に
反
對
し
て
說
を
立
て
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
本
來
相
反
す
る
は
ず
の
兩
者
を
融
合
さ
せ
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
例
も
見
ら
れ
た
。
翁
方
綱
の
尊
序
と
は
、
自
己
の
詩
經
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解
釋
體
系
に
合
致
す
る
範
圍
内
で
、
あ
る
い
は
合
致
す
る
よ
う
に
理
解
し
、
選
別
し
、
は
な
は
だ
し
く
は
小
序
の
著
者
の
意
圖
し
な
い

意
味
に
讀
み
替
え
さ
え
し
な
が
ら
行
う
營
爲
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
小
序
が
淫
詩
と
見
な
し
て
い
な
い
か
ら
翁
方
綱
も
淫
詩
說
を
と
ら
な
い
の
だ
と
い
う
說
明
は
不
充
分
で
あ
る
。
む
し

ろ
淫
詩
と
解
釋
し
得
る
詩
に
つ
い
て
、
な
ぜ
翁
方
綱
は
淫
詩
說
を
と
ら
な
い
小
序
の
說
を
採
用
し
た
の
か
と
い
う
問
い
か
け
を
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
彼
の
淫
詩
說
批
判
の
意
義
は
、
よ
り
多
角
的
な
視
點
か
ら
深
奧
に
ま
で
掘
り
進
め
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か

し
、
そ
の
考
察
は
別
稿
に
委
ね
た
い
。

な
お
、
本
稿
の
直
接
の
問
題
意
識
を
離
れ
て
い
る
が
、
備
忘
の
た
め
に
記
す
。
類
淫
詩
の
中
に
は
、「
無
衣
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

小
序
自
體
が
明
ら
か
に
類
淫
詩
說
を
と
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
考
え
る
と
、
詩
經
解
釋
の
歷
史
の
中
で
類

淫
詩
說
的
解
釋
は
淫
詩
說
に
む
し
ろ
先
立
っ
て
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と
す
る
と
、
朱
熹
の
よ
う
に
淫
詩
說
を

も
っ
て
小
序
を
核
心
と
す
る
漢
唐
詩
經
學
を
超
克
し
よ
う
と
し
た
學
者
た
ち
は
、
漢
唐
詩
經
學
に
お
け
る
類
淫
詩
說
を
參
考
に
し
て
自

分
た
ち
の
學
說
を
發
想
し
理
論
構
築
を
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
推
論
が
成
り
立
つ
な
ら
ば
、
宋
代
詩
經
學
の
成
立
に
は
、
漢
唐
詩

經
學
に
學
び
取
っ
た
も
の
が
通
常
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
り
ず
っ
と
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
る
。
今
後
の
展
望
と
し
た
い
。

注（
（
（『
春
秋
左
氏
傳
』・『
史
記
』「
晉
世
家
」
參
照
。

（
（
（
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

・「
戴
震
の
詩
經
硏
究
に
お
け
る
『
爾
雅
』
の
意
義
」（
慶
應
義
塾
大
學
文
學
部
『
藝
文
硏
究
』
第
六
一
號
、
一
九
九
二
年
三
月
（

・「
戴
震
の
詩
經
學

─
『
杲
溪
詩
經
補
注
』
の
立
場
と
方
法

─
」（『
日
本
中
國
學
會
報
』
第
四
四
號
、
一
九
九
二
年
十
月
（
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・「
淸
朝
詩
經
學
の
變
容

─
戴
段
二
王
の
場
合

─
」（『
藝
文
硏
究
』、
第
六
二
號
、
一
九
九
三
年
二
月
（

・「
振
り
捨
て
き
れ
な
い
遺
產

―
戴
震
『
毛
鄭
詩
考
正
』
に
お
け
る
宋
代
詩
經
學
の
引
用
の
意
義
」（
慶
應
義
塾
大
學
日
吉
紀
要
『
中
國

硏
究
』、
第
十
號
、
二
〇
一
七
年
三
月
（

・「
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

號
、
二
〇
一
七
年
五
月
（

（
（
（
翁
方
綱
に
つ
い
て
の
硏
究
は
多
い
が
、
筆
者
が
本
稿
作
成
に
當
た
っ
て
主
と
し
て
參
考
に
し
た
の
は
、
以
下
の
著
述
で
あ
る
。

・
吉
田
純
「
翁
方
綱
の
經
學

―
『
乾
嘉
の
學
』
に
お
け
る
『
宋
學
』
と
『
漢
學
』」（『
淸
朝
考
證
學
の
群
像
』、
創
文
社
、
二
〇
〇
六
、

第
四
章
（

・
沈
津
『
翁
方
綱
年
譜
』（
臺
灣
・
中
央
硏
究
院
中
國
文
哲
硏
究
所
、
二
〇
〇
二
（、

・
劉
仲
華
『
漢
宋
之
閒

―
翁
方
綱
學
術
思
想
硏
究

―
』（
淸
史
硏
究
叢
書
、
中
國
人
民
大
學
出
版
社
、
二
〇
一
〇
（

・
葉
倬
瑋
『
翁
方
綱
詩
學
硏
究
』（
中
國
社
會
科
學
出
版
社
、
二
〇
一
三
（

・
段
雅
馨
『
翁
方
綱
《
詩
附
記
》
硏
究
』（
國
立
臺
灣
師
範
大
學
國
文
學
系
敎
學
碩
士
班
碩
士
論
文
、
二
〇
一
三
（

（
（
（
筆
者
も
こ
れ
ま
で
以
下
の
と
お
り
嚴
粲
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
て
き
た
。

・「
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

―
」（
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

―
』、
硏
文
出
版
、
二
〇
一
七
、
第
十
六
章
（

・「
嚴
粲
詩
緝
所
引
朱
熹
詩
說
考
」（『
中
國
硏
究
』、
第
七
號
、
二
〇
一
四
年
三
月
（

・「
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
（

・「
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

―
」（『
中
國
硏
究
』、

第
十
一
號
、
二
〇
一
八
年
三
月
（

（
（
（
拙
稿
二
〇
一
七
年
三
月
參
照
。

（
（
（
前
揭
段
雅
馨
氏
二
〇
一
三
、
第
五
章
、
一
一
三
頁
。

（
（
（「
毛
詩
補
傳
序
」
の
紀
年
に
據
る
。
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（
（
（
前
揭
劉
仲
華
二
〇
一
〇
、
第
一
章
、
三
四
頁
に
據
る
。

（
（
（「
準
淫
詩
」「
類
淫
詩
」
の
語
を
定
め
る
に
當
た
っ
て
は
、
拙
著
中
文
版
（『
宋
代
《
詩
經
》
學
的
繼
承
與
演
變
』、
日
本
宋
學
硏
究
六
人

集
第
二
輯
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
七
（
の
飜
譯
者
李
棟
氏
の
提
案
を
參
考
に
し
た
こ
と
、
感
謝
の
念
と
と
も
に
特
記
す
る
。

（
（0
（
小
序
の
記
述
か
ら
類
淫
詩
と
捉
え
う
る
詩
篇
に
は
、
本
文
で
取
り
上
げ
る
唐
風
の
三
詩
の
他
、
鄭
の
莊
公
に
敵
對
し
破
滅
し
た
公
叔
段

を
美
め
稱
え
る
内
容
を
持
つ
鄭
風
「
叔
于
田
」「
大
叔
于
田
」
の
二
詩
が
あ
る
。

（
（（
（『
詩
附
記
』
に
は
手
稿
本
の
他
、
畿
輔
叢
書
に
收
錄
さ
れ
る
刊
本
が
あ
る
（
筆
者
は
叢
書
集
成
初
集
本
を
見
た
（
が
、
た
だ
し
一
部
の
み

で
、
誤
刻
に
由
來
す
る
異
同
も
見
受
け
ら
れ
る
。
故
に
、
本
稿
で
は
手
稿
本
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
る
。

（
（（
（
た
だ
し
、
呂
祖
謙
の
「
無
衣
」
小
序
の
「
美
」
に
對
す
る
解
釋
は
、『
正
義
』
お
よ
び
嚴
粲
の
そ
れ
と
は
本
質
的
な
違
い
が
あ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
。
翁
方
綱
は
、
呂
祖
謙
の
解
釋
全
體
の
論
旨
を
無
視
し
、
自
說
の
補
强
に
有
用
な
部
分
を
切
り
出
し

て
引
用
し
た
の
で
あ
る
。

（
（（
（
詩
經
編
纂
に
孔
子
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
擔
っ
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
翁
方
綱
は
嚴
粲
の
ご
と
く
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し

た
と
考
え
て
は
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
本
稿
で
用
い
た
『
詩
附
記
』
手
稿
本
は
、
卷
題
・
篇
題
な
ど
行
格
の
指
示
な
ど
も
書
き
込

ま
れ
て
お
り
、
刊
刻
に
附
す
る
た
め
の
原
稿
本
と
思
し
い
が
、
中
に
削
除
綫
で
消
さ
れ
た
部
分
が
ま
ま
見
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
召
南
「
野

有
死
麕
」
に
、「
聖
人
未
嘗
刪
詩
一
層
俟
統
論
之
」（
卷
一
、
三
五
頁
（
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
ま
た
、
例
え
ば
小
雅
「
天
保
」
に
、「
孔

疏
所
云
聖
人
示
法
亦
槪
言
經
義
大
指
如
此
非
定
指
孔
子
旛
詩
之
事
」（
卷
四
、
一
九
八
頁
（
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
あ
る
い
は

彼
が
孔
子
旛
詩
說
に
懷
疑
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
現
時
點
で
は
充
分
な
調
査
が
及
ん
で
い
な
い
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
檢
討
し
た
い
。

（
（（
（『
史
記
』「
晉
世
家
」
に
、「
晉
公
二
十
八
年
、
齊
桓
公
始
覇
。
曲
沃
武
公
伐
晉
公
緡
、
滅
之
、
盡
以
其
寶
器
賂
獻
于
周
釐
王
。
釐
王
命
曲

沃
武
公
爲
晉
君
、
列
爲
諸
侯
。
於
是
盡
倂
晉
地
而
有
之
」
と
言
う
（
中
華
書
局
排
印
本
、
一
九
五
九
、
第
五
册
一
六
四
〇
頁
（。

（
（（
（
戴
震
も
小
序
を
尊
重
す
る
姿
勢
は
持
っ
て
い
た
が
絶
對
化
は
し
な
い
。
一
方
、
翁
方
綱
も
小
序
を
絶
對
化
は
し
な
か
っ
た
が
、
本
詩
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
戴
震
よ
り
は
遵
守
の
度
合
い
が
高
い
。
前
揭
劉
仲
華
、
二
〇
一
〇
、
第
三
章
第
一
節
「
主
《
毛
傳
》、
尊
《
詩
序
》」
參

照
。
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（
（（
（
本
詩
が
武
公
を
詠
う
こ
と
で
、
彼
の
請
願
を
許
し
た
周
王
朝
の
政
の
弛
緩
を
指
彈
し
て
い
る
と
い
う
解
釋
は
、
嚴
粲
以
前
に
も
見
ら
れ

る
。
例
え
ば
、『
集
傳
』
に
「
釐
王
貪
其
寶
玩
而
不
思
天
理
民
彝
之
不
可
廢
。
是
以
誅
討
不
加
而
𣝣
命
行
焉
。
則
王
綱
於
是
乎
不
振
、
而

人
紀
或
幾
乎
絶
矣
。
嗚
呼
痛
哉
」
と
言
う
。

（
（（
（
段
玉
裁
の
弟
子
陳
奐
も
そ
の
『
詩
毛
氏
傳
疏
』
の
中
で
、
本
詩
小
序
初
句
を
「
無
衣
、
美
晉
武
公
也
」
に
作
り
次
の
よ
う
に
言
う
。

此
詩
侖
其
大
夫
所
作
。
故
爲
美
而
不
爲
刺
。
至
武
公
幷
晉
、
天
子
不
正
篡
國
之
罪
而
反
許
受
命
之
請
。
編
詩
者
隱
喻
刺
意
爾
。

陳
奐
は
、
序
は
作
者
の
意
で
編
者
の
意
と
は
食
い
違
う
と
說
明
す
る
。
陳
奐
の
盟
友
胡
承
珙
も
『
毛
詩
後
箋
』
で
や
は
り
陳
奐
と
同
じ

說
を
と
り
、
か
つ
そ
れ
を
傍
證
す
る
よ
り
多
く
の
說
を
紹
介
し
て
い
る
。
な
お
、
戴
震
の
學
統
に
連
な
る
陳
奐
が
、
本
詩
の
解
釋
に
お
い

て
は
戴
震
の
準
類
淫
詩
說
を
と
ら
ず
、
翁
方
綱
と
同
樣
、
類
淫
詩
說
を
と
っ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

（
（（
（『
挍
勘
記
』
の
說
は
段
玉
裁
の
『
定
本
小
箋
』
と
合
致
す
る
。『
挍
勘
記
』
の
編
述
作
業
に
は
段
玉
裁
が
關
與
し
そ
の
經
說
が
多
く
收
載

さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
（
拙
稿
「
段
玉
裁
の
詩
經
硏
究
に
見
ら
れ
る
說
の
搖
ら
ぎ

─
試
論

─
」（『
次
世
代
中
國
古
典
文
獻
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
構
築
の
基
礎
的
硏
究
』、
平
成
十
四
～
平
成
十
六
年
度
科
學
硏
究
費
補
助
金
（
基
盤
硏
究
（
Ｃ
（（
硏
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
〇
五
年
三

月
（
參
照
（
の
で
、
こ
の
校
語
が
段
玉
裁
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
高
い
だ
ろ
う
。

（
（（
（
拙
著
二
〇
一
七
、「
は
じ
め
に
」
注
（
（
（
參
照
。

（
（0
（『
詩
譜
』
に
對
す
る
『
正
義
』
が
經
文
と
傳
箋
に
對
す
る
『
正
義
』
と
眞
逆
の
說
を
唱
え
て
い
る
別
の
例
に
つ
い
て
は
、
拙
著
二
〇
一
七
、

第
十
八
章
第
四
節
を
參
照
。

（
（（
（
自
述
詩
だ
と
朱
熹
が
考
え
る
詩
篇
に
つ
い
て
は
、『
集
傳
』
の
中
で
「
自
述
」（
一
例
、
王
風
「
中
谷
有
蓷
」（、「
自
敍
」（
二
例
、
衞
風

「
氓
」、
鄭
風
「
溱
與
」（、「
自
言
」（
十
七
例
、
邶
風
「
擊
鼓
」
等
（
な
ど
と
明
示
さ
れ
る
例
が
あ
る
。

（
（（
（
詩
句
の
口
調
が
慇
懃
無
禮
だ
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
朱
熹
が
そ
う
讀
み
取
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
宋
代
の
注
釋
者
の
中
に
は
異

な
る
受
け
取
り
方
を
す
る
者
も
多
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

（
（（
（
嚴
粲
の
詩
序
認
識
に
つ
い
て
は
、
拙
著
二
〇
一
七
、
第
十
六
章
を
參
照
。

（
（（
（
同
右
。

（
（（
（
拙
著
二
〇
一
七
、
第
五
章
第
（
節
參
照
。
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（
（（
（
拙
稿
二
〇
一
八
年
三
月
、
注
（
（
（
參
照
。

（
（（
（
嚴
粲
說
の
源
流
で
あ
る
『
正
義
』
は
、
詩
經
の
成
立
に
お
け
る
孔
子
の
關
與
度
を
低
め
に
見
積
り
、
王
朝
や
諸
國
の
國
史
に
よ
っ
て
保

管
さ
れ
て
い
た
詩
篇
を
集
成
保
存
し
た
と
す
る
に
止
め
る
の
で
、
惡
人
を
稱
揚
す
る
小
序
が
殘
っ
た
こ
と
に
對
す
る
孔
子
の
責
任
も
そ
れ

ほ
ど
大
き
く
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
嚴
粲
と
は
事
情
が
異
な
る
。

（
（（
（
拙
著
二
〇
一
七
、
第
十
六
章
參
照
。

（
（（
（
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
著
二
〇
一
七
、
第
十
九
章
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
（0
（
本
詩
に
つ
い
て
は
、
拙
著
二
〇
一
七
、
第
十
三
章
第
（
節
で
も
考
察
し
た
の
を
參
照
。

（
（（
（
本
詩
に
つ
い
て
の
嚴
粲
の
解
釋
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
七
年
五
月
、
第
（
節
に
論
じ
た
の
を
參
照
さ
れ
た
い
。
引
用
文
も
一
部
重
複
す

る
。

（
（（
（
本
詩
の
解
釋
に
お
け
る
嚴
粲
と
戴
震
の
說
の
繼
承
關
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
二
〇
一
七
年
五
月
、
第
（
節
に
論
じ
た
の
を
參
照
。

（
（（
（
こ
の
詩
に
つ
い
て
は
、
拙
著
二
〇
一
七
、
第
十
六
章
第
（
節
で
も
考
察
し
た
の
を
參
照
さ
れ
た
い
。
引
用
文
も
一
部
重
複
す
る
。

（
（（
（
拙
稿
二
〇
一
七
年
五
月
第
（
節
參
照
。

（
（（
（
戴
震
が
準
類
淫
詩
の
解
釋
が
一
貫
し
て
い
る
こ
と
は
、『
補
傳
』
に
明
確
に
表
れ
て
い
る
。
同
じ
く
類
淫
詩
で
あ
る
、
鄭
風
「
叔
于
田
」

に
、

毛
詩
序
、
刺
莊
公
也
。
余
曰
、
二
詩
（「
叔
于
田
」「
大
叔
于
田
」（
言
段
恃
材
藝
、
好
武
勇
、
寵
驕
而
不
知
降
。
公
奈
何
不
納
諸

敎
誨
也
。
故
二
詩
非
美
段
、
乃
病
段
也
。
病
段
所
以
風
公
也
。

と
言
い
、「
大
叔
于
田
」
に
、「
首
章
辭
若
愛
段
而
實
病
之
」
と
言
い
、
詩
篇
の
内
容
と
し
て
は
、
鄭
の
莊
公
の
弟
で
大
き
な
所
領
を
も
ら

い
京
城
大
叔
と
稱
さ
れ
る
富
强
を
誇
り
、
簒
奪
を
企
ん
だ
公
叔
段
を
愛
す
る
人
々
た
ち
の
贊
美
が
詠
わ
れ
る
が
、
實
は
そ
れ
は
段
を
危
險

視
し
莊
公
に
警
戒
を
促
す
忠
義
の
臣
下
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
と
い
う
準
類
淫
詩
說
に
よ
る
解
釋
が
な
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、『
詩
附

記
』
に
は
こ
の
二
詩
の
類
淫
詩
的
内
容
に
つ
い
て
の
議
論
が
含
ま
れ
な
い
た
め
、
翁
方
綱
の
認
識
は
不
明
で
あ
る
。

（
（（
（「
冷
」
の
意
味
、
入
矢
義
高
監
修
・
古
賀
英
彦
編
著
『
禪
語
辭
典
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
一
（
の
「
冷
地
」
な
ど
の
釋
義
を
參
考
に

假
に
付
け
た
。
御
示
敎
を
請
う
。
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（
（（
（
拙
稿
二
〇
一
七
年
五
月
參
照
。

（
（（
（
注
（
（
（
參
照
。
特
に
二
〇
一
七
年
三
月
・
五
月
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
（（
（「
猗
嗟
」
小
序
に
、「
猗
嗟
、
刺
魯
莊
公
也
。
齊
人
傷
魯
莊
公
有
威
儀
技
藝
、
然
而
不
能
以
禮
防
閑
其
母
。
失
子
之
道
、
人
以
爲
齊
侯
之

子
焉
」
と
言
う
。

（
（0
（
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
た
手
稿
本
全
篇
を
筆
者
が
飜
字
入
力
し
た
も
の
を
檢
索
し
た
結
果
に
據
る
。

（
（（
（
た
だ
し
、
個
々
の
用
例
の
分
類
お
よ
び
詳
細
な
檢
討
は
後
考
に
俟
つ
。

（
（（
（
例
え
ば
、
陳
奐
『
詩
毛
氏
傳
疏
』「
敍
錄
」
に
、「
孔
子
以
詩
授
群
弟
子
…
…
卜
子
子
夏
親
受
業
於
孔
子
之
門
、
遂
檃
括
詩
人
本
志
、
爲

三
百
十
一
篇
作
序
…
…
故
讀
詩
不
讀
序
、
無
本
之
敎
也
。
讀
詩
與
序
而
不
讀
傳
、
失
守
之
學
也
」
な
ど
は
、
翁
方
綱
の
態
度
と
異
な
り
、

小
序
の
成
立
に
由
來
す
る
權
威
故
に
小
序
を
重
視
す
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
（（
（
例
え
ば
、
王
風
「
君
子
于
役
」『
詩
附
記
』
に
、「
此
詩
朱
傳
以
爲
室
家
念
君
子
。
於
詞
意
頗
肖
。
然
序
說
之
文
皆
必
有
所
本
。
苟
非
實

乖
於
事
理
者
、
不
可
廢
也
」（
卷
二
、
八
七
頁
（
と
言
い
、
鄭
風
「
淸
人
」『
詩
附
記
』
に
、「
序
以
此
詩
爲
鄭
公
子
素
所
作
。
足
徵
詩
序

實
有
所
本
。
非
虛
臆
相
承
之
說
矣
」（
卷
二
、
九
八
頁
（
と
言
う
な
ど
。

（
（（
（
例
え
ば
、
鄭
風
「
羔
裘
」『
詩
附
記
』
に
、「
序
謂
刺
朝
。
其
說
古
矣
。
不
可
易
也
」（
卷
二
、
九
九
頁
（
と
言
う
。
な
お
、
翁
方
綱
は
、

毛
傳
に
對
し
て
も
證
明
を
棚
上
げ
に
し
て
毛
傳
の
說
に
從
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
理
由
を
毛
傳
の
成
立
が
古
い
か
ら
と

說
明
す
る
。
例
え
ば
、
小
雅
「
車
攻
」『
詩
附
記
』
に
、「
蓋
毛
所
據
者
古
矣
。
甫
艸
二
字
當
依
毛
說
爲
是
」（
卷
四
、
二
三
二
頁
（
と
言
う
。

（
（（
（
例
え
ば
、
注
（
（（
（
に
引
い
た
王
風
「
君
子
于
役
」『
詩
附
記
』（
卷
二
、
八
六
頁
（
に
、「
然
序
說
之
文
皆
必
有
所
本
。
苟
非
實
乖
於
事

理
者
、
不
可
廢
也
」
と
言
う
。

（
（（
（
前
揭
拙
稿
二
〇
一
七
年
三
月
第
（
節
。

（
（（
（『
詩
附
記
』
に
お
け
る
「
言
外
の
意
」
の
用
法
は
、
第
（
節
で
述
べ
た
よ
う
に
齊
風
「
猗
嗟
」
の
一
例
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、

彼
が
「
言
外
之
意
」
を
重
視
し
な
か
っ
た
可
能
性
は
高
い
と
は
思
わ
れ
る
が
、
詳
細
は
さ
ら
な
る
考
證
が
必
要
で
あ
る
。

（
（（
（
翁
方
綱
が
朱
熹
の
淫
詩
說
に
反
對
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
懷
疑
的
で
あ
る
例
を
い
く
つ
か
示
す
。
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

朱
子
集
傳
以
鄭
國
諸
篇
多
爲
淫
奔
之
詩
。
今
之
學
者
皆
知
其
不
然
矣
。
獨
此
與
風
雨
揚
之
水
三
篇
則
尤
爲
一
字
不
相
涉
（
鄭
風
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「
蘀
兮
」『
詩
附
記
』、
卷
二
、
一
〇
一
頁
（

呂
氏
讀
詩
記
載
朱
子
初
說
。
足
見
鄭
風
凡
指
爲
淫
奔
者
、
皆
不
必
執
耳
（
鄭
風
「
揚
之
水
」『
詩
附
記
』、
卷
二
、
一
〇
七
頁
（

鄭
國
二
十
一
篇
、
惟
此
篇
自
序
說
傳
箋
以
來
皆
以
爲
淫
詩
無
異
詞
。
然
序
以
爲
刺
亂
。
與
集
傳
作
自
敍
者
微
異
耳
（
鄭
風
「
溱

洧
」『
詩
附
記
』、
卷
二
、
一
〇
九
頁
（

所
謂
淫
奔
之
詞
者
、
獨
此
篇
明
有
奔
字
矣
。
然
序
說
以
爲
陳
古
刺
今
是
也
（
王
風
「
大
車
」『
詩
附
記
』、
卷
二
、
九
四
頁
（

た
だ
し
次
の
說
を
見
る
と
、
彼
の
淫
詩
說
に
對
す
る
認
識
は
単
純
な
贊
成
反
對
で
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

毛
義
本
無
不
通
。
鄭
箋
則
為
淫
奔
之
說
濫
觴
矣
。
此
二
家
之
說
皆
可
以
證
序
義
（
鄭
風
「
東
門
之
墠
」『
詩
附
記
』、
卷
二
、
一
〇

四
頁
（

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
挍
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
。

な
お
、
臺
灣
中
央
硏
究
院
の
漢
籍
電
子
文
獻
（Scripta Sinica

（
瀚
典
全
文
檢
索
系
統
版
（.0
（
史
語
所
漢
籍
全
文
資
料
庫
計
畫
制

作
（
所
收
の
『
十
三
經
注
疏
』
を
、
字
句
の
檢
索
に
活
用
し
た
。

●
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
（

●
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
（

●
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



77

簒奪者に獻げる讚歌

●
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
說
」（
略
稱
「
辨
說
」（

『
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
（

●
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
（

●
淸
・
戴
震
『
毛
詩
補
傳
』

安
徽
古
籍
叢
書
『
戴
震
全
書
（
修
訂
本
（』
第
一
册
（
黃
山
書
社
、
二
〇
一
〇
（

●
淸
・
翁
方
綱
『
詩
附
記
』

柏
克
萊
加
州
大
學
東
亞
圖
書
館
校
抄
校
本
叢
刊
、
翁
方
綱
經
學
手
稿
五
種
第
三
種
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
六
（

●
淸
・
陳
奐
『
詩
毛
氏
傳
疏
』

據
漱
芳
齋
一
八
五
一
年
（
咸
豐
元
年
（
影
印
本
（
北
京
中
國
書
店
（

●
『
文
淵
閣
四
庫
全
書
電
子
版

─
原
文
及
全
文
檢
索
版
』

上
海
人
民
出
版
社
・
迪
志
文
化
出
版
有
限
公
司

⃝

本
稿
は
、
平
成
三
十
年
度
慶
應
義
塾
大
學
學
術
振
興
資
金
個
人
硏
究
に
よ
る
成
果
で
あ
る
。


