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す
べ
て
本
義
の
た
め
に

―
翁
方
綱
の
斷
章
取
義
說
の
性
格
と
そ
の
詩
經
學
史
的
位
置
付
け

―
種
村
和
史

（　

は
じ
め
に

召
南
「
騶
虞
」
の
各
章
末
句
「
于あ

あ嗟　

騶す
う

虞ぐ

（
于
嗟
乎
騶
虞
（」
の
「
騶
虞
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
か
は
、
歷
代
議
論
の
的
に

な
っ
た
。
毛
傳
は
、

騶す
う

虞ぐ

は
義
獸
で
あ
る
。
白
虎
で
黑
い
紋
樣
を
帶
び
、
生
物
を
喰
ら
わ
な
い
。
至
高
の
信
の
德
が
實
現
さ
れ
た
時
に
應
じ
て
こ
の

世
に
現
れ
る
（
騶
虞
、
義
獸
也
。
白
虎
黑
文
、
不
食
生
物
、
有
至
信
之
德
則
應
之
（

と
言
い
、
文
王
が
こ
の
瑞
獸
の
ご
と
く
慈
し
み
深
い
こ
と
を
美
め
稱
え
て
い
る
と
す
る
。
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こ
の
訓
詁
に
異
を
立
て
、「
騶
虞
」
と
は
王
の
狩
り
場
を
管
理
す
る
役
人
の
こ
と
を
指
す
と
い
う
解
釋
も
、
古
く
北
宋
・
歐
陽
脩

（
一
〇
〇
七
～
一
〇
七
二
（
の
こ
ろ
か
ら
有
力
な
說
と
し
て
行
わ
れ
た（

（
（

。
淸
の
學
者
翁
方
綱
（
一
七
三
三
～
一
八
一
八
（
は
、
後
者
の

說
に
贊
同
し
、
そ
の
詩
經
學
の
著
述
『
詩
附
記
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

本
詩
は
、「
騶
虞
」
を
詩
題
と
し
て
い
る
。『
禮
記
』「
射
義
」
に
、〔
天
子
の
射
禮
に
「
騶
虞
」
を
演
奏
す
る
意
味
を
說
い
て
〕

「
官
の
備
は
れ
る
を
樂
し
む
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
斷
章
取
義
で
は
な
い
。『
齊
詩
』
の
章
句
に
、「
騶
虞
は
天
子
の
爲
に
鳥
獸

を
掌
つ
か
さ
どる
の
官
な
り
」
と
言
う（

（
（

。
騶
虞
と
は
さ
だ
め
し
虞
人
の
官
を
指
し
て
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
虞
人
の
官
〔
の
職
務
を
搖

る
が
せ
に
し
な
い
樣
子
〕
を
詠
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
王
の
政
治
が
仁
德
に
溢
れ
、
も
ろ
も
ろ
の
動
植
物
が
繁
殖
繁
茂
し
て
い
る
の

は
言
う
ま
で
も
な
く
わ
か
る
の
で
あ
る
。
歐
陽
脩
が
「
騶
虞
」
を
官
名
と
し
た
說
は
定
論
と
す
べ
き
で
あ
る
（
此
篇
以
騶
虞
題
目
。

射
義
云
、
樂
官
備
、
非
斷
章
取
義
也
。
齊
詩
章
句
騶
虞
爲
天
子
掌
鳥
獸
官
。
騶
虞
定
指
虞
人
之
官
言
之
。
呼
此
虞
人
之
官
而
王
政

之
仁
、
庶
類
之
蕃
、
不
待
言
而
可
見
矣
。
歐
陽
說
當
爲
定
論
（	

（
卷
一
、
三
六
頁
（

こ
の
中
で
言
及
さ
れ
て
い
る
『
禮
記
』「
射
義
」
の
文
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

大
射
禮
の
際
に
用
い
る
節
（
矢
を
發
射
す
る
間
隔
を
調
整
す
る
た
め
に
演
奏
す
る
音
樂
（
は
、
天
子
の
時
に
は
「
騶
虞
」
を
節

と
し
た
…
…
「
騶
虞
」
は
朝
廷
の
官
僚
が
揃
っ
て
い
る
の
を
樂
し
ん
だ
詩
で
あ
る
…
…
故
に
天
子
は
官
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を

用
い
て
節
と
す
る
の
で
あ
る（

（
（

（
其
節
、
天
子
以
騶
虞
爲
節
…
…
騶
虞
者
、
樂
官
備
也
…
…
是
故
天
子
以
備
官
爲
節
（

［
鄭
玄
注
］「
官
備
は
る
を
樂
し
む
」
と
は
、「
騶
虞
」
詩
に
「
主
君
が
一
發
矢
を
放
つ
と
五
頭
の
ブ
タ
を
捕
ら
え
る
」
と
言
う
の
で
、
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すべて本義のために

多
く
の
賢
者
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
喩
え
る
の
で
あ
る
（
樂
官
備
者
、
謂
騶
虞
曰
壹
發
五
豝
、
喩
得
賢
者
多
也
（

「
騶
虞
」
に
つ
い
て
、
毛
傳
が
義
獸
の
こ
と
だ
と
言
っ
て
い
る
の
に
、『
禮
記
』
で
は
朝
廷
に
百
官
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
喜
ん
だ

も
の
と
言
う
。
毛
傳
と
『
禮
記
』
と
の
閒
に
橫
た
わ
る
訓
詁
の
食
い
違
い
を
、『
毛
詩
正
義
』（
以
下
、
誤
解
の
恐
れ
が
な
い
場
合
は

『
正
義
』
と
略
稱
す
る
（
は
次
の
よ
う
に
說
明
す
る
。

『
鄭
志
』
に
張
逸
が
、「
騶
虞
に
つ
い
て
毛
傳
は
『
白
虎
黑
文
』
と
言
う
の
に
、『
禮
記
』
で
は
『
官
備
は
る
を
樂
し
む
』
と
言

う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
」
と
質
問
し
た
。
鄭
玄
先
生
は
、「『
白
虎
黑
文
』
と
い
う
の
は
『
周
史
』『
王
會（

（
（

』
に
そ
う
あ
る
。

『
備
は
る
』
と
い
う
の
は
『
騶
虞
』
詩
に
『
一
發
五
豝
』
と
い
う
の
を
と
っ
て
賢
者
が
多
い
こ
と
を
言
っ
た
の
だ
」
と
答
え
た
。

『
禮
記
』「
射
義
」
注
と
『
鄭
志
』
と
は
い
ず
れ
も
た
く
さ
ん
の
賢
者
を
手
に
入
れ
た
こ
と
を
喩
え
る
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

「
引
詩
斷
章
」
で
あ
る
。
毛
傳
に
「
生
物
を
食
ら
は
ず
」
と
言
う
の
は
、
騶
虞
と
い
う
義
獸
が
仁
心
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
說
明

し
た
の
で
あ
る
。
故
に
小
序
は
「
仁
な
る
こ
と
騶
虞
の
如
し
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
（
鄭
志
張
逸
問
、
傳
曰
白
虎
黑
文
。
又
禮
記

曰
、
樂
官
備
。
何
謂
。
答
曰
、
白
虎
黑
文
、
周
史
王
會
云
。
備
者
取
其
一
發
五
豝
。
言
多
賢
也
。
射
注
及
答
志
、
皆
喻
得
賢
多
、

引
詩
斷
章
也
。
言
不
食
生
物
者
、
解
其
仁
心
。
故
序
云
、
仁
如
騶
虞
（

『
正
義
』
は
、「
騶
虞
」
と
は
毛
傳
の
言
う
と
お
り
義
獸
の
名
で
あ
り
、
詩
は
一
發
の
矢
で
た
く
さ
ん
の
獸
を
殺
す
こ
と
な
く
生
け
捕

り
に
す
る
主
君
の
仁
德
を
、
生
き
物
を
食
ら
う
こ
と
の
な
い
と
い
う
騶
虞
に
喩
え
て
い
る
、
と
す
る
。
そ
の
よ
う
な
詩
を
『
禮
記
』「
射

義
」
が
た
く
さ
ん
の
賢
者
を
手
に
入
れ
る
比
喩
と
し
て
用
い
る
と
し
て
い
る
の
は
、「
引
詩
斷
章
」
＝
「
斷
章
取
義
」（
以
下
、
論
述
中
、
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誤
解
の
恐
れ
が
な
い
場
合
に
は
「
斷
章
取
義
」
の
語
を
用
い
る（

（
（

（、
す
な
わ
ち
詩
篇
本
來
の
意
味
に
關
わ
ら
な
い
意
味
を
後
人
が
勝
手

に
付
與
し
た
の
だ
、
と
言
う
。
つ
ま
り
疏
家
は
、「
官
備
は
る
を
樂
し
む
」
は
そ
の
場
限
り
の
意
味
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
詩
篇
解
釋
の

根
據
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

翁
方
綱
は
こ
の
よ
う
な
『
正
義
』
の
說
を
批
判
し
て
、「『
官
備
は
る
を
樂
し
む
』
と
は
斷
章
取
義
に
非
ざ
る
な
り
」
と
言
う
。「
官

備
は
る
を
樂
し
む
」
が
後
人
が
「
騶
虞
」
の
語
に
恣
意
的
に
付
與
し
た
も
の
で
は
な
く
、「
騶
虞
」
詩
本
來
の
意
味
で
あ
る
と
考
え
、

こ
れ
に
從
っ
て
解
釋
す
る
こ
と
で
詩
篇
の
本
義
に
辿
り
着
け
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
詩
經
の
あ
る
詩
句
が
後
人
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
た
際
に
込
め
ら
れ
た
意
味
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
が
「
斷

章
取
義
」
か
否
か
を
判
別
す
る
こ
と
は
、
詩
篇
の
本
義
を
考
證
す
る
上
で
輕
視
で
き
な
い
作
業
で
あ
る
。
翁
方
綱
に
あ
っ
て
は
、『
正

義
』
が
「
斷
章
取
義
」
と
判
斷
し
た
の
が
正
し
い
か
間
違
っ
て
い
る
か
を
吟
味
す
る
こ
と
が
、
從
來
の
解
釋
の
難
點
を
克
服
し
て
本
義

に
迫
る
た
め
の
重
要
な
方
法
論
と
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
翁
方
綱
の
詩
經
研
究
の
方
法
論
に
對
し
て
斷
章
取
義
が
持
つ
役
割
は
、
よ
り
深
く
廣
い
も
の
が
あ
る
。

「
騶
虞
」『
正
義
』
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
疏
家
が
古
人
の
解
釋
を
「
斷
章
取
義
で
あ
る
」
と
斷
ず
る
場
合
、
基
本
的
に
そ
れ
は
原
典

の
意
味
と
は
無
關
係
な
、
後
人
に
よ
っ
て
恣
意
的
に
付
與
さ
れ
た
意
味
で
あ
る
か
ら
、
詩
經
解
釋
に
お
い
て
無
用
の
存
在
で
あ
る
と
見

な
し
た
こ
と
を
表
す（

6
（

。
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
南
宋
の
朱
熹
に
よ
っ
て
も
し
ば
し
ば
示
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
さ
ら
に
こ
れ
が
、
現
在
に
到
る

ま
で
斷
章
取
義
に
對
す
る
一
般
的
な
理
解
と
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
斷
章
取
義
」
と
い

う
呼
稱
は
、
本
義
解
釋
の
た
め
の
根
據
と
し
て
は
適
格
性
を
缺
い
て
い
る
と
い
う
、
排
除
の
た
め
の
レ
ッ
テ
ル
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
翁
方
綱
に
お
い
て
は
事
情
が
異
な
る
。『
詩
附
記
』
に
お
い
て
「
斷
章
」
の
語
は
十
一
首
の
詩
篇
に
見
ら
れ
る（

（
（

。
そ
れ
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すべて本義のために

ら
を
檢
討
す
る
と
、「
騶
虞
」
の
よ
う
に
、
斷
章
取
義
で
は
な
い
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
說
を
詩
篇
解
釋
の
根
據
と
し
て
用
い
る

例
も
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
斷
章
取
義
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
詩
篇
解
釋
の
論
據
と
し
て
活
用
し
て
い
る

例
も
複
數
見
出
せ
る
。
翁
方
綱
に
は
、
斷
章
取
義
は
論
ず
る
に
足
ら
な
い
と
い
う
、『
正
義
』
を
は
じ
め
と
す
る
一
般
的
見
解
と
は
異

な
り
、
斷
章
取
義
と
い
う
現
象
を
詩
經
解
釋
に
積
極
的
に
利
用
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。『
詩
附
記
』
に
見
え
る

斷
章
取
義
說
は
、
翁
方
綱
の
詩
經
學
の
性
格
お
よ
び
そ
の
意
義
を
考
え
る
上
で
、
閒
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、『
詩
附
記
』
に
見
ら
れ
る
「
斷
章
取
義
」
と
い
う
術
語
の
用
い
ら
れ
方
を
檢
討
し
て
、
翁
方
綱
が
斷
章
取
義
を
い
か
な

る
も
の
と
考
え
、
ま
た
詩
經
解
釋
に
對
し
て
い
か
な
る
意
義
を
有
す
る
と
考
え
て
い
た
か
を
見
て
い
き
た
い
。
分
析
に
あ
た
っ
て
は
、

彼
が
い
っ
た
い
い
か
な
る
先
行
の
經
說
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て
自
說
を
展
開
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
彼
の
說
は
先
人
の
經
說
を
ど
の

よ
う
に
繼
承
發
展
さ
せ
て
い
る
か
に
留
意
し
た
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
翁
方
綱
の
斷
章
取
義
說
を
詩
經
解
釋
史
上
に
定
位
す

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
彼
の
斷
章
取
義
説
を
恰
好
の
サ
ン
プ
ル
と
し
て
、
中
國
歷
代
の
詩
經
學
者
が
斷
章
取
義
を
ど
の
よ

う
に
捉
え
て
い
た
か
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
考
察
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
翁
方
綱
の
斷
章
取
義
、
そ
し
て
中
國
歷
代
の
斷
章
取
義
說
の
特
質
を
、
日
本
江
戸
期
の
詩
經
學

者
の
斷
章
取
義
說
と
比
較
し
て
み
た
い
。
そ
れ
を
通
し
て
、
中
國
と
日
本
の
詩
經
學
の
違
い
を
窺
う
端
緒
を
得
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
す

る
。

（　

斷
章
取
義
は
詩
句
解
釋
の
根
據
た
り
得
る

小
雅
「
祈
父
」
首
章
に
次
の
よ
う
に
言
う
。
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祈
父　
　
　
　
　

祈
父

予
王
之
爪
牙　
　

予わ
れ

は
王
の
爪
牙
な
り

胡
轉
予
于
恤　
　

胡な
ん

ぞ
予
を
恤う
れ

へ
に
轉う
つ

し

靡
所
止
居　
　
　

止と
ど

ま
り
居お

る
所
靡な

か
ら
し
む
る

［
箋
］
こ
れ
は
勇
力
に
優
れ
る
士
が
司
馬
を
責
め
た
言
葉
で
あ
る
。
私
は
王
の
爪
牙
た
る
者
、
爪
牙
た
る
士
は
、
王
の
御
身
を
お

守
り
す
る
任
務
を
負
っ
て
い
る
の
に
、
あ
な
た
は
ど
う
し
て
憂
い
〔
の
多
い
國
境
の
戰
場
〕
に
私
を
移
動
さ
せ
、
私
に
居
る
べ
き

所
を
失
わ
せ
る
の
か
（
此
勇
力
之
士
責
司
馬
之
辭
也
。
我
乃
王
之
爪
牙
、
爪
牙
之
士
當
爲
王
閑
守
之
衞
、
女
何
移
我
於
憂
、
使
我

無
所
止
居
乎
（

周
の
宣
王
の
時
、
異
民
族
と
の
戰
い
が
激
化
し
、
王
の
身
近
に
侍
っ
て
守
護
す
る
近
衛
兵
た
ち
ま
で
も
が
邊
境
に
驅
り
出
さ
れ
る
事

態
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
鄭
箋
に
據
れ
ば
本
詩
は
、
近
衞
兵
が
自
分
を
本
務
か
ら
外
れ
た
戰
鬪
に
驅
り
出
し
た
司
馬
（
軍
事
長

官
（
を
責
め
た
詩
で
あ
る
。
近
衛
兵
で
あ
る
自
分
が
司
馬
に
よ
っ
て
「
恤う
れ

へ
」
を
與
え
ら
れ
、「
止
ま
り
居
る
所
」
を
失
っ
た
と
言
っ

て
い
る
、
と
解
釋
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
春
秋
時
代
、
魯
が
齊
か
ら
侵
攻
を
受
け
た
際
、
救
援
を
求
め
る
た
め
に
晉
に
赴
い
た
魯
の
名
臣
穆ぼ
く

叔し
ゆ
く

（
叔
し
ゆ
く

孫そ
ん

豹ひ
よ
う（

が
、

晉
の
實
力
者
中ち
ゆ
う

行こ
う

獻け
ん

子し

（
荀
じ
ゆ
ん

偃え
ん

（
に
向
か
っ
て
本
詩
を
歌
っ
て
聞
か
せ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
『
春
秋
左
氏
傳
』
に

載
る
が
、
こ
れ
に
注
釋
を
施
し
た
杜
預
は
鄭
箋
と
異
な
る
解
釋
を
す
る
。「
予
王
之
爪
牙
」
を
「
予わ

が
王
の
爪
牙
な
り
」
と
讀
み
、「
爪

牙
」
が
祈
父
（『
左
傳
』
は
「
圻
父
」
に
作
る
（
を
指
す
と
し
、
か
つ
三
句
目
の
「
予
」
を
「
百
姓
」
＝
人
民
と
と
り
、「
祈
父
よ
、
あ

な
た
は
わ
が
王
の
爪
牙
で
あ
る
と
い
う
の
に
、
ど
う
し
て
我
々
民
百
姓
を
苦
し
め
、
安
樂
に
暮
ら
す
場
所
も
な
く
し
て
し
ま
う
よ
う
な
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目
に
遭
わ
せ
る
の
か
」
と
言
っ
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
人
民
が
王
の
爪
牙
た
る
司
馬
の
職
務
怠
慢
の
せ
い
で
、「
恤
へ
」
を
與
え

ら
れ
、「
止
ま
り
居
る
所
」
を
失
っ
た
と
責
め
て
い
る
と
と
る
の
で
あ
る
。

杜
預
の
示
し
た
こ
の
說
を
、
翁
方
綱
は
批
判
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

『
春
秋
左
傳
』「
襄
公
十
六
年
」
に
、「〔
魯
の
〕
穆
叔
は
晉
に
行
き
、〔
晉
の
〕
中
行
獻
子
に
會
い
、〔
魯
が
加
勢
を
賴
ん
だ
の
を

晉
が
斷
ろ
う
と
し
て
い
る
の
を
責
め
て
〕『
圻
父
』
を
賦
し
た
」
と
言
う
の
は
、
本
詩
の
こ
と
で
あ
る
。
杜
預
は
注
し
て
、「
詩
人

は
圻
父
（
司
馬
（
が
王
の
爪
牙
で
あ
る
の
に
、
そ
の
職
責
を
果
た
そ
う
と
せ
ず
、
人
民
に
困
苦
の
憂
え
を
與
え
、
安
心
し
て
暮
ら

す
場
所
を
失
わ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
責
め
た
」
と
言
う
。
案
ず
る
に
、
詩
篇
の
意
味
は
人
民
を
指
し
て
言
っ
た
も
の
で
は
な
く
、

杜
預
注
は
誤
っ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
詩
篇
に
は
斷
章
取
義
と
い
う
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
〔
穆
叔
に
答
え
て
〕
中
行

獻
子
は
、「
偃
わ
た
く
しは
間
違
っ
て
お
り
ま
し
た
。
あ
な
た
に
從
っ
て
と
も
に
社
稷
の
た
め
に
盡
く
さ
ず
に
、
魯
を
こ
の
よ
う
な
事
態
に

陷
ら
せ
て
し
ま
う
と
は
」
と
言
っ
て
い
る
。
中
行
獻
子
の
言
葉
は
「
執あ
な
た事
に
從
は
ん
」
と
言
お
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
杜

預
の
注
は
詩
篇
の
意
味
を
捉
え
損
ね
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
『
左
傳
』
の
意
味
を
正
し
く
捉
え
て
も
い
な
い
の
で
あ

る
（
春
秋
襄
十
六
年
傳
、
穆
叔
如
晉
、
見
中
行
獻
子
、
賦
圻
父
。
即
此
詩
。
杜
注
、
詩
人
責
圻
父
爲
王
爪
牙
、
不
脩
其
職
、
使
百

姓
受
困
苦
之
憂
、
而
無
所
止
居
。
按
詩
義
不
指
百
姓
說
、
杜
注
非
也
。
雖
賦
詩
或
有
斷
章
取
義
者
、
然
獻
子
曰
、
偃
知
罪
矣
。
敢

不
從
執
事
以
同
恤
社
稷
、
而
使
魯
及
此
。
獻
子
之
言
以
從
執
事
爲
說
、
則
杜
注
不
但
不
得
詩
章
、
抑
且
不
得
傳
意
矣
（

	

（『
詩
附
記
』
卷
四
、
二
三
八
頁
（

翁
方
綱
は
、
穆
叔
が
本
詩
を
斷
章
取
義
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
杜
預
の
解
釋
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
證
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明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
穆
叔
が
本
詩
を
歌
う
の
を
聞
い
た
中
行
獻
子
が
、「
社
稷
」
に
對
す
る
「
恤う
れ

え
」
を
穆
叔
と
共
有
し
た
い
と

述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
も
本
詩
を
、
天
下
の
政
治
を
荷
な
う
立
場
の
者
同
士
の
歌
（
穆
叔
あ
る
い
は
彼
が
代
表
す
る
魯
が
爪
牙
の

士
に
、
中
行
獻
子
あ
る
い
は
彼
が
代
表
す
る
晉
が
祈
父
に
擬
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
（
と
受
け
取
っ
て
い
て
、
人
民
が

爲
政
者
に
對
す
る
恨
み
を
訴
え
た
歌
と
は
と
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
、
故
に
杜
預
は
穆
叔
・
中
行
獻
子
に
よ
る
本
詩
の
理
解
の
し

か
た
を
捉
え
損
ね
て
い
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
翁
方
綱
は
「
詩
を
賦
す
る
に
或
い
は
斷
章
取
義
な
る
者
有
り
と
雖
も
」
と
言
い
、
一
見
斷
章
取
義
は
本
來
の
意
味
か
ら

か
け
離
れ
た
意
味
を
恣
意
的
に
付
與
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
認
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
實
際
に
は
そ
う
で
は
な
い
。
翁

方
綱
は
「
詩
義
百
姓
を
指
し
て
は
說い

は
ず
」
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
、「
杜
注
非
な
り
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
が
、
詩
句
（
お
よ
び

「
宣
公
を
刺
る
な
り
（
刺
宣
公
也
（」
と
い
う
小
序
（
を
見
る
か
ぎ
り
で
は
、
本
詩
が
人
民
の
慘
苦
を
歌
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
明

證
は
得
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
翁
方
綱
が
杜
預
の
解
釋
を
誤
り
と
し
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
『
左
傳
』
に
お
け
る
本
詩
の
用
い
ら

れ
方
を
根
據
に
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
中
行
獻
子
が
「
執
事
に
從
ひ
て
以
て
同と
も

に
社
稷
を
恤う
れ

へ
ん
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ

か
ら
、「
恤う
れ

ひ
」
は
人
民
で
は
な
く
王
に
仕
え
る
者
同
士
の
も
の
で
あ
り
、
故
に
三
句
目
の
「
予
」
が
指
し
て
い
る
の
も
一
介
の
民
草

で
は
な
く
、
王
の
側
近
く
仕
え
る
近
衛
兵
で
あ
る
と
、
翁
方
綱
は
考
え
て
い
る
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
翁
方
綱
の
「
杜
注
は
但

だ
に
詩
章
を
得
ざ
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
抑そ
も
そ
も且

傳
の
意
を
得
ず
」
と
い
う
言
葉
は
、
む
し
ろ
、「『
左
傳
』
を
正
し
く
讀
ん
で
い
な
い
」
か

ら
「
詩
篇
の
意
味
も
誤
解
し
た
」
の
だ
と
い
う
、
因
果
關
係
に
轉
換
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
翁
方
綱
の
思
考
の
根
幹
に
は
、
斷
章
取
義
も
詩
篇
の
本
來
の
意
味
と
か
け
離
れ
た
意
味
を
付
與
さ
れ
る
こ

と
は
な
く
、
原
典
が
表
現
し
て
い
る
の
と
對
應
し
た
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
と
い
う
認
識
が
存
在
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
。「
祈
父
」
解
釋
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
認
識
に
基
づ
き
『
左
傳
』
の
斷
章
取
義
を
根
據
に
し
て
、
傳
箋
正
義
の
解
釋
が
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正
し
く
、
杜
預
の
解
釋
が
誤
っ
て
い
る
と
い
う
結
論
を
導
き
出
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
翁
方
綱
に
と
っ
て
斷
章
取
義
は
、
そ

れ
が
ど
の
よ
う
な
場
面
で
ど
の
よ
う
な
目
的
の
た
め
に
詠
わ
れ
た
か
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
原
典
の
意
味
を
捉
え
る
た
め
の
根
據
と
し

て
機
能
す
る
の
で
あ
る
。

同
樣
の
例
を
鄘
風
「
鶉
之
奔
奔
」
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
詩
は
、
そ
の
小
序
に
、

衞
の
宣
姜
を
刺
っ
た
詩
で
あ
る
。
衞
人
は
宣
姜
が
鶉ウ
ズ
ラや

鵲
カ
サ
サ
ギに

も
及
ば
な
い
と
思
っ
た
（
刺
衞
宣
姜
也
。
衞
人
以
爲
宣
姜
鶉
鵲
之
不

若
也
（

と
あ
る
。
衞
の
宣
公
の
夫
人
で
、
宣
公
の
後
を
繼
い
だ
惠
公
の
母
で
あ
る
宣
姜
は
、
惠
公
の
異
母
兄
昭
伯
、
名
は
頑
、
と
關
係
を
結
び

五
人
の
子
を
産
ん
だ（

（
（

。
血
は
繫
が
っ
て
は
い
な
い
義
理
の
間
柄
と
は
言
え
、
子
が
母
と
關
係
す
る
の
は
「
烝
」
と
呼
ば
れ
る
人
倫
に
悖

る
指
彈
さ
れ
る
べ
き
行
い
で
あ
る（

（1
（

。
こ
の
よ
う
な
不
道
德
を
犯
し
た
二
人
が
鳥
類
に
も
劣
る
と
詩
人
は
刺
っ
て
い
る
と
、
小
序
は
說
明

す
る
。
傳
箋
は
小
序
に
基
づ
い
て
、
次
の
よ
う
に
本
詩
を
解
釋
す
る
。

鶉
之
奔
奔　
　

鶉
の
奔
奔
た
る

鵲
之
彊
彊　
　

鵲
の
彊
彊
た
る
あ
り

人
之
無
良　
　

人
の
良
き
こ
と
無
き
を

我
以
爲
兄　
　

我
以
て
兄
と
爲せ

り

［
傳
］
鶉ウ
ズ
ラは
奔
奔
と
し
た
樣
子
で
、
鵲
カ
サ
サ
ギは
彊
彊
と
し
た
樣
子
で
あ
る
（
鶉
則
奔
奔
、
鵲
則
彊
彊
然
（
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［
箋
］「
奔
奔
」「
彊
彊
」
と
は
、
鶉
や
鵲
が
巢
に
あ
っ
て
は
い
つ
も
決
ま
っ
た
つ
が
い
と
い
っ
し
ょ
に
暮
ら
し
、
飛
ぶ
時
に
は
後

を
相
從
う
よ
う
に
飛
ぶ
樣
を
言
う
。
宣
姜
が
頑
と
夫
婦
で
も
な
い
〔
の
に
不
義
の
行
い
に
耽
っ
て
い
る
〕
の
を
刺
る
（
奔
奔
、
彊

彊
、
言
其
居
有
常
匹
、
飛
則
相
隨
之
貌
、
刺
宣
姜
與
頑
非
匹
耦
（	

［
首
章
］

鵲
之
彊
彊　
　

鵲
の
彊
彊
た
る

鶉
之
奔
奔　
　

鶉
の
奔
奔
た
る
あ
り

人
之
無
良　
　

人
の
良
き
こ
と
無
き
を

我
以
爲
君　
　

我
以
て
君
と
爲せ

り

［
傳
］「
君
」
と
は
國
主
の
小お
く
が
た君
の
こ
と
で
あ
る
（
君
、
國
小
君
（

［
箋
］「
小
君
」
と
は
宣
姜
の
こ
と
を
言
う
（
小
君
、
謂
宣
姜
（	

［
卒
章
］

詩
中
の
「
彊
彊
」「
奔
奔
」
の
語
に
つ
い
て
、
毛
傳
が
ウ
ズ
ラ
と
カ
サ
サ
ギ
の
樣
子
を
表
す
と
漠
然
と
し
た
訓
詁
を
施
す
の
み
で
あ

る
の
を
、
鄭
玄
は
よ
り
具
體
的
に
、
雌
雄
の
仲
良
さ
げ
な
樣
子
を
表
す
と
說
明
す
る
。
も
ち
ろ
ん
鄭
玄
の
意
識
と
し
て
は
、
こ
の
說
明

は
毛
傳
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
敷
衍
し
た
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、『
禮
記
』「
表
記
」
に
、

孔
子
が
言
っ
た
。

―
ひ
と
り
天
子
の
み
は
天
か
ら
命
を
受
け
て
そ
の
位
に
就
く
。
一
般
の
士
は
、
君
か
ら
命
を
受
け
て
そ
の

位
を
得
る
。
ゆ
え
に
君
命
が
順
當
な
ら
ば
、
臣
下
は
こ
れ
に
從
う
が
、
も
し
君
命
が
道
に
逆
ら
え
ば
、
臣
下
は
こ
れ
に
從
わ
な
い
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こ
と
が
あ
る
。
詩
に
、「
上か
み

に
は
鵲
が
み
に
く
く
相
爭
い
、
下し
も

に
は
鶉
が
み
に
く
く
爭
う
。〔
そ
れ
と
同
樣
に
、
世
の
人
は
み
な
相

爭
っ
て
〕
良
い
人
な
ど
さ
ら
に
い
な
い
の
に
、
わ
た
し
は
〔
し
か
た
な
く
ろ
く

0

0

で
も
な
い
君
に
〕
仕
え
て
い
る
」
と
あ
る
（
子
曰
、

唯
天
子
受
命
于
天
、
士
受
命
于
君
。
故
君
命
順
則
臣
有
順
命
。
君
命
逆
則
臣
有
逆
命
。
詩
曰
鵲
之
姜
姜
、
鶉
之
賁
賁
、
人
之
無
良
、

我
以
爲
君
）�

（
譯
文
は
竹
内
照
夫
譯
に
據
っ
た）
（（
（

）

と
い
う
一
條
が
あ
り
、
詩
經
と
は
文
字
の
異
同
が
あ
る
（「
彊
彊
」
と
「
姜
姜
」、「
賁
賁
」
と
「
奔
奔
」）
が
、「
鶉
之
奔
奔
」
の
卒
章

が
引
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
鄭
玄
は
、

「
姜
姜
」「
賁
賁
」
は
ひ
ど
く
爭
い
戰
う
樣
子
で
あ
る
（
姜
姜
賁
賁
、
爭
鬪
惡
貌
）

と
注
す
る
。
詩
經
で
は
仲
睦
ま
じ
い
樣
子
と
說
明
し
て
い
た
の
が
、「
表
記
」
で
は
相
爭
う
樣
子
と
言
い
、
同
じ
詩
の
同
じ
語
の
意
味

が
二
經
で
正
反
對
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
矛
盾
に
つ
い
て
、『
禮
記
正
義
』
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

『
禮
記
』
の
本
條
で
「
鶉
之
奔
奔
」
を
引
詩
斷
章
し
、
主
君
が
道
に
逆
ら
っ
た
命
令
を
出
す
の
は
、
大
き
な
鳥
が
上
方
で
激
し

く
爭
い
戰
い
、
小
さ
な
鳥
も
ま
た
下
の
方
で
必
死
に
爭
い
戰
っ
て
い
る
の
に
似
て
い
る
と
言
う）
（1
（

（
此
經
引
詩
斷
章
、
言
君
有
逆
命
、

似
大
鳥
姜
姜
爭
鬪
於
上
、
小
鳥
賁
賁
亦
爭
鬪
於
下
）

『
禮
記
』
の
引
用
は
斷
章
取
義
だ
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
鄭
玄
が
詩
經
と
『
禮
記
』
と
で
正
反
對
の
語
釋
を
示
し
た
こ
と
を
『
禮
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記
正
義
』
は
正
當
化
し
て
い
る
。
斷
章
取
義
さ
れ
た
詩
句
は
、
原
典
か
ら
全
く
自
由
に
な
り
、
引
用
者
は
思
う
が
ま
ま
の
意
味
を
付
與

す
る
の
だ
と
い
う
認
識
が
こ
こ
に
は
見
ら
れ
る
。

こ
れ
に
對
し
て
、
翁
方
綱
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
『
禮
記
』「
表
記
」〔
に
本
詩
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
〕
の
「
賁
賁
」「
姜
姜
」
の
語
の
鄭
玄
の
注
は
、
詩
經
の
本
詩
の
箋
で

示
さ
れ
た
意
味
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
か
り
に
斷
章
取
義
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
字
義
の
善
惡
が
甚
だ
し
く
か
け
離
れ
る
こ
と
は

あ
り
得
な
い
。
毛
傳
は
鶉
と
鵲
の
有
樣
と
し
て
訓
釋
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
鄭
玄
に
比
べ
て
大
ら
か
に
語
義
を
捉
え
得
た
も
の
と

言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
表
記
』
の
疏
の
中
で
は
、
な
お
鄭
箋
の
語
釋
を
用
い
て
い
る
（
鄭
氏
注
表
記
賁
賁
姜
姜
、
與
此
義

別
。
正
使
斷
章
、
不
應
字
義
善
惡
太
懸
殊
也
。
毛
傳
但
以
其
貌
言
之
、
較
爲
渾
然
。
然
表
記
疏
中
亦
仍
用
箋
義
耳
（

	

（『
詩
附
記
』
卷
一
、
六
二
頁
（

翁
方
綱
は
『
正
義
』
を
眞
っ
向
か
ら
批
判
し
、
斷
章
取
義
で
あ
っ
て
も
本
義
か
ら
大
き
く
懸
け
離
れ
た
意
味
が
付
與
さ
れ
る
こ
と
は

あ
り
得
な
い
と
言
う
。
斷
章
取
義
で
あ
る
こ
と
を
根
據
に
し
て
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
意
味
を
引
用
者
の
恣
意
性
の
現
れ
と
し
て
處
理
す

る
『
正
義
』
と
對
照
的
に
、
翁
方
綱
の
認
識
に
お
い
て
は
、
斷
章
取
義
さ
れ
た
詩
句
も
原
義
の
強
い
引
力
に
拘
束
さ
れ
續
け
る
の
で
あ

る
。翁

方
綱
の
こ
の
認
識
は
、
單
に
後
人
が
斷
章
取
義
し
て
作
っ
た
文
章
を
い
か
に
解
釋
す
る
か
と
い
う
問
題
に
止
ま
ら
ず
に
、
斷
章
取

義
さ
れ
た
原
典
の
本
義
の
解
明
の
理
論
的
根
據
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
祈
父
」
と
同
樣
の
現
象
で
あ
る
。
本
詩
に
あ
っ

て
は
、
そ
れ
が
詩
經
「
鶉
之
奔
奔
」
の
鄭
箋
批
判
と
い
う
形
で
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
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『
詩
附
記
』
は
、「
表
記
」
鄭
玄
注
の
相
爭
う
樣
子
と
い
う
訓
釋
を
否
定
し
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
鄭
玄
が
「
表
記
」
解
釋
に
お

い
て
、
斷
章
取
義
の
恣
意
性
に
か
こ
つ
け
て
詩
經
と
正
反
對
の
解
釋
を
提
示
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
捉
え
て
、
そ
も
そ
も
鄭
玄

が
詩
經
で
示
し
た
「
仲
睦
ま
じ
い
樣
子
」
と
い
う
語
釋
自
體
の
信
賴
性
を
疑
っ
て
い
る
。『
詩
附
記
』
の
「
然
れ
ど
も
『
表
記
』
疏
中

も
亦
た
仍
ほ
箋
の
義
を
用
ふ
る
の
み
」
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
筆
者
な
り
に
敷
衍
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

『
禮
記
正
義
』
は
鄭
箋
の
「
姜
姜
、
賁
賁
は
、
爭
鬪
す
る
こ
と
惡
し
き
の
貌
」
を
正
し
い
語
釋
と
信
じ
、「
表
記
」
鄭
注
が
そ
れ

と
食
い
違
っ
て
い
る
の
を
「
斷
章
取
義
だ
か
ら
」
と
い
う
言
い
方
で
片
付
け
た
の
み
で
、
毛
傳
の
「
鶉
は
則
ち
奔
奔
、
鵲
は
則
ち

彊
彊
然
た
り
」
を
正
し
い
訓
詁
で
あ
る
と
認
識
し
、
鄭
玄
の
二
つ
の
訓
釋
い
ず
れ
を
も
相
對
化
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
終
わ
っ
た
。

彼
が
語
義
解
釋
と
い
う
レ
ベ
ル
で
、
斷
章
取
義
の
注
釋
と
原
典
の
注
釋
と
を
同
列
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
れ
は
、

斷
章
取
義
だ
か
ら
原
典
と
懸
け
離
れ
た
恣
意
的
な
意
味
が
付
與
さ
れ
て
當
然
と
し
て
、
斷
章
取
義
の
信
賴
性
を
低
く
見
積
も
る
疏
家
と

は
對
照
的
な
態
度
で
あ
る
。

そ
の
上
で
翁
方
綱
は
、
鄭
箋
が
毛
傳
を
敷
衍
し
て
い
る
と
い
う
前
提
そ
の
も
の
を
破
棄
し
、
毛
傳
と
鄭
箋
と
を
說
の
優
劣
と
い
う
見

地
か
ら
比
較
し
、「
彊
彊
」「
奔
奔
」
が
ウ
ズ
ラ
と
カ
サ
サ
ギ
の
樣
子
を
表
現
し
た
語
と
言
う
の
み
の
毛
傳
の
方
を
よ
り
優
れ
る
と
判
定

す
る
。
彼
が
毛
傳
を
評
し
て
言
っ
た
「
渾
然
」
と
い
う
語
は
、「
漠
然
と
し
て
い
る
」「
曖
昧
さ
を
帶
び
る
」
と
い
う
意
味
だ
が
、
前
稿

で
考
察
し
た
と
お
り
、
こ
れ
は
翁
方
綱
に
あ
っ
て
は
む
し
ろ
し
ば
し
ば
肯
定
的
評
價
を
表
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る（

（1
（

。
彼
に
は
詩
篇
と

は
本
來
曖
昧
性
を
持
っ
た
存
在
で
あ
り
、
確
然
と
し
て
具
體
的
な
意
味
を
摑
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
部
分
を
含
む
。
そ
の
よ
う
な
詩

篇
の
本
質
的
特
徴
に
思
い
を
致
さ
ず
、
そ
の
意
味
を
限
定
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
牽
强
附
會
な
解
釋
が
生
ま
れ
る
と
い
う
認
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識
を
持
っ
て
い
た
。「
鶉
之
奔
奔
」
で
言
え
ば
、「
彊
彊
」「
奔
奔
」
は
ウ
ズ
ラ
と
カ
サ
サ
ギ
の
樣
子
を
全
般
的
に
形
容
し
た
語

―
卑

近
な
日
本
語
表
現
を
例
に
す
れ
ば
、「
ね
ず
み
は
チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
」「
象
は
の
し
の
し
」
な
ど
と
形
容
す
る
の
と
近
い
か

―
と
と
れ
ば

そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
場
面
の
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
し
ぐ
さ
、
ふ
る
ま
い
な
の
か
と
、
狀
況
を
特
定
し
て
語
義

を
限
定
的
に
說
明
し
よ
う
と
し
た
鄭
玄
の
解
釋
態
度
は
誤
っ
て
い
て
、
そ
の
た
め
に
詩
經
と
『
禮
記
』
で
正
反
對
の
語
釋
を
付
け
無
理

や
り
說
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
、
翁
方
綱
は
考
え
る
。
翁
方
綱
に
あ
っ
て
は
、
斷
章
取
義
に
つ
い
て
の
認
識

が
彼
の
詩
經
解
釋
の
理
念
と
結
び
つ
き
、
先
人
の
經
說
の
是
非
を
判
定
す
る
指
標
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
そ
の
射
程
は
淸
朝
考
證
學

者
に
と
っ
て
の
偶
像
で
あ
る
後
漢
の
鄭
玄
の
說
を
批
判
す
る
ま
で
に
及
ん
で
い
る（

（1
（

。

＊
＊
＊　

＊
＊
＊

斷
章
取
義
を
詩
篇
の
詩
句
解
釋
の
根
據
と
し
て
積
極
的
に
利
用
す
る
と
い
う
態
度
は
、
宋
代
詩
經
學
の
創
始
者
で
あ
る
歐
陽
脩
に
す

で
に
表
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
筆
者
が
以
前
考
察
し
た
内
容
を
示
す（

（1
（

。
行
論
の
都
合
上
、
引
用
文
お
よ
び
文
章
の
一
部
が
重

複
す
る
。

邶
風
「
匏
有
苦
葉
」
の
、

匏
有
苦
葉　
　

匏
ひ
さ
ご

苦
き
葉
有
り

濟
有
深
渉　
　

濟
わ
た
り

深
き
渉
有
り

［
傳
］
興
な
り
。
匏　

之
を
瓠
と
謂
ふ
、
瓠
の
葉	

苦
く
し
て
食く
ら

ふ
可
か
ら
ざ
る
な
り
（
興
也
。
匏
謂
之
瓠
、
瓠
葉
苦
不
可
食
也
（
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は
、
毛
傳
に
從
え
ば
、「
ひ
ょ
う
た
ん
に
は
苦
い
葉
が
あ
っ
て
食
べ
ら
れ
な
い
。
渡
し
に
は
深
み
が
あ
っ
て
渡
れ
な
い
」
と
言
う
こ
と

に
な
る
が
、『
國
語
』
魯
語
に
叔
孫
穆
子
が
本
詩
を
賦
し
て
そ
の
決
意
を
述
べ
た
記
事
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
匏
」
を
腰
に
つ
け
て
川

を
渡
る
と
き
の
浮
き
袋
と
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
て
、
毛
傳
の
訓
詁
と
異
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
正
義
』
が
、

彼
ら
（
叔
孫
穆
子
・
叔
向
（
が
ひ
ょ
う
た
ん
を
取
っ
て
川
を
渡
る
た
め
の
道
具
に
す
る
と
言
っ
て
い
て
、
本
詩
の
毛
傳
と
解
釋

が
異
な
る
の
は
、
詩
を
賦
し
て
斷
章
取
義
を
し
た
も
の
で
あ
る
（
彼
云
取
匏
供
濟
、
與
此
傳
不
同
者
、
賦
詩
斷
章
也
（

と
言
い
、『
國
語
』
の
例
は
斷
章
取
義
で
あ
る
か
ら
解
釋
の
根
據
と
は
な
ら
な
い
と
す
る
の
に
對
し
て
、
歐
陽
脩
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

む
か
し
魯
の
叔
孫
穆
子
が
〔
晉
の
叔
向
に
對
し
て
〕「
匏
有
苦
葉
」
の
詩
を
賦
し
〔
自
分
の
秦
討
伐
の
覺
悟
を
示
し
〕
た
と
き
、

晉
の
叔
向
は
〔
そ
の
意
圖
を
推
し
量
っ
て
〕
言
っ
た
、「
苦
い
ひ
ょ
う
た
ん
は
食
べ
ら
れ
な
い
の
で
切
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
川

を
渡
る
と
き
に
使
わ
れ
る
だ
け
だ
〔
叔
孫
穆
子
は
ひ
ょ
う
た
ん
に
す
が
っ
て
川
を
渡
っ
て
で
も
秦
討
伐
を
決
行
す
る
つ
も
り
だ
〕」。

つ
ま
り
要
舟
（
ひ
ょ
う
た
ん
を
腰
に
く
く
り
つ
け
て
浮
き
袋
に
す
る
（
と
し
て
川
を
渡
る
こ
と
を
言
っ
た
の
で
あ
る
。『
春
秋
』

『
國
語
』
に
載
る
諸
侯
大
夫
が
詩
を
賦
し
た
故
事
は
、
多
く
は
詩
の
本
義
を
用
い
ず
、
た
だ
略
々
一
章
や
一
句
を
取
っ
て
、
そ
の

言
葉
を
假
に
用
い
て
そ
の
場
に
合
う
よ
う
に
用
い
る
の
で
あ
り
、「
鵲
巢
」「
黍
苗
」
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ

の
よ
う
な
故
事
を
引
い
て
詩
の
本
義
の
根
據
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
鳥
獸
草
木
な
ど
で
日
常
的
な
用
途
に

供
さ
れ
る
事
物
に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
味
を
誤
解
し
た
り
で
た
ら
め
を
言
っ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
は
ず
は
な
い
。
苦
い

ひ
ょ
う
た
ん
と
い
う
も
の
の
意
味
は
、
毛
鄭
が
詩
の
解
釋
を
す
る
以
前
に
は
、
叔
孫
穆
子
と
叔
向
が
言
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
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い
た
の
だ
ろ
う
。
叔
孫
穆
子
は
詩
が
作
ら
れ
た
時
に
ほ
ど
近
い
時
代
の
人
な
の
で
閒
違
え
る
は
ず
が
な
い
。
今
彼
の
說
に
よ
っ
て

こ
の
詩
を
解
釋
す
れ
ば
本
義
は
得
ら
れ
る
（
昔
魯
叔
孫
穆
子
賦
匏
有
苦
葉
、
晉
叔
向
曰
、
苦
匏
不
才
、
供
濟
於
人
而
已
。
蓋
謂
要

舟
以
渡
水
也
。
春
秋
國
語
所
載
諸
侯
大
夫
賦
詩
、
多
不
用
詩
本
義
、
第
略
取
一
章
或
一
句
、
假
借
其
言
以
茍
通
其
意
。
如
鵲
巢
黍

苗
之
類
、
故
皆
不
可
引
以
爲
詩
之
證
。
至
於
鳥
獸
草
木
諸
物
常
用
於
人
者
則
不
應
謬
妄
。
苦
匏
爲
物
、
當
毛
鄭
未
說
詩
之
前
其
說

如
此
、
若
穆
子
去
詩
時
近
、
不
應
謬
妄
也
。
今
依
其
說
以
解
詩
則
本
義
得
矣
（	

（『
詩
本
義
』「
匏
有
苦
葉
」
論
（

歐
陽
脩
は
、
斷
章
取
義
は
そ
れ
が
行
わ
れ
た
場
の
狀
況
と
行
っ
た
者
の
都
合
に
よ
っ
て
意
味
を
付
與
さ
れ
る
の
で
、
詩
篇
の
本
義
に

關
し
て
は
解
釋
の
論
據
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
認
め
る
。
し
か
し
、
生
活
に
身
近
な
動
植
物
に
つ
い
て
の
語
義
は
本
義
と
異

な
る
恣
意
的
な
意
味
を
付
加
す
る
は
ず
が
な
い
か
ら
、
充
分
論
據
と
な
し
得
る
と
考
え
る
。『
正
義
』
と
比
較
す
る
と
、
歐
陽
脩
は
斷

章
取
義
に
詩
篇
の
訓
詁
に
お
け
る
資
料
的
價
値
を
見
出
し
、
解
釋
の
材
料
と
し
て
積
極
的
に
活
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
こ
に
は
、
本
節
で
見
た
翁
方
綱
の
斷
章
取
義
說
と
共
通
の
志
向
性
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
か
ら
考
え
る
と
、
歐
陽
脩
の
斷
章
取
義
に

對
す
る
新
た
な
理
解
が
脈
々
と
繼
承
さ
れ
て
、
本
節
で
見
た
翁
方
綱
の
詩
說
に
結
實
し
た
と
い
う
、
詩
經
解
釋
の
方
法
論
の
歷
史
的
發

展
過
程
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
想
定
が
成
り
立
つ
か
否
か
は
、
歐
陽
脩
と
翁
方
綱
の
閒
に
橫
た
わ

る
七
百
年
以
上
の
時
の
中
で
、
歷
代
の
詩
經
學
者
が
斷
章
取
義
と
ど
の
よ
う
に
向
か
い
合
っ
た
か
を
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
こ

と
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
翁
方
綱
の
斷
章
取
義
說
を
さ
ら
に
檢
討
し
て
い
き
た
い
。
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（　

斷
章
取
義
は
作
詩
の
意
圖
を
捉
え
る
根
據
た
り
得
る

鄭
風
「
褰
裳
」
は
、
朱
熹
が
漢
唐
詩
經
學
の
解
釋
を
眞
っ
向
か
ら
批
判
し
異
な
る
解
釋
を
提
示
し
た
代
表
的
な
詩
篇
で
あ
る
。
本
詩

の
小
序
と
首
章
と
を
揭
げ
る
。

［
小
序
］「
褰
裳
」
は
正
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
詩
で
あ
る
。
狂
お
し
い
小
童
が
我
が
儘
放
題
に
振
る
舞
っ
て
い
た
の
で
、
國
人
は
こ

の
國
を
大
國
が
正
し
て
く
れ
な
い
か
と
願
っ
た
（
褰
裳
、
思
見
正
也
。
狂
童
恣
行
、
國
人
思
大
國
之
正
己
也
（	

［
箋
］
狂
お
し
い
小
童
が
我
が
儘
放
題
に
振
る
舞
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
突
と
忽
と
が
鄭
國
を
廻
っ
て
爭
っ
て
、
國
を
追
い
出

さ
れ
た
か
と
思
う
と
ま
た
舞
い
戻
っ
て
き
た
り
し
て
、
こ
れ
を
正
し
て
く
れ
る
大
國
も
な
い
こ
と
を
言
う
（
狂
童
恣
行
、
謂
突
與

忽
爭
國
、
更
出
更
入
、
而
無
大
國
正
之
（

子
惠
思
我　
　
　
　

子
惠
し
て
我
を
思
は
ば

褰
裳
涉
溱　
　
　
　

裳も

を
褰か
か

げ
て
溱
を
涉
ら
ん

子
不
我
思　
　
　
　

子　

我
を
思
は
ず

豈
無
他
人　
　
　
　

豈
に
他
人
無
か
ら
ん
や

狂
童
之
狂
也
且　
　

狂
童
の
狂
な
る
あ
り	

［
首
章
］
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『
正
義
』
に
據
れ
ば
本
詩
は
、
鄭
の
公
子
突
が
そ
の
身
は
先
君
の
庶
子
の
身
分
に
過
ぎ
な
い
に
も
關
わ
ら
ず
、
正
嫡
の
忽
と
鄭
君
の

座
を
廻
っ
て
爭
い
國
内
を
混
亂
に
陷
れ
て
い
た
の
で
、
大
國
が
忽
に
援
軍
を
送
っ
て
く
れ
る
よ
う
國
人
が
願
っ
て
作
っ
た
歌
だ
と
い
う
。

こ
れ
を
朱
熹
は
斥
け
、
本
詩
は
淫
詩
で
あ
る
と
し
、『
集
傳
』
で
次
の
よ
う
に
解
釋
す
る
。

淫
亂
な
女
が
、
彼
女
の
戀
人
に
言
う
、「
あ
な
た
が
も
し
も
う
れ
し
い
こ
と
に
私
を
愛
お
し
い
と
思
っ
て
く
だ
さ
る
の
な
ら
、

私
は
衣
の
裳
裾
を
か
ら
げ
て
溱
を
渡
っ
て
あ
な
た
に
つ
い
て
行
き
ま
す
。
で
も
、
も
し
あ
な
た
が
私
を
思
っ
て
く
だ
さ
ら
な
い
な

ら
、
他
に
私
が
つ
い
て
行
く
べ
き
お
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
わ
け
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
別
に
ど
う
し
て
も
あ
な
た
じ
ゃ
な
き
ゃ

だ
め
と
い
う
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
し
。
ほ
ん
と
に
も
の
を
知
ら
な
い
子
ど
も
み
た
い
な
お
方
だ
こ
と
、
あ
な
た
は
」。
こ
れ
も
ま

た
戀
人
に
戲
れ
た
の
で
あ
る
（
淫
女
語
其
所
私
者
曰
、
子
惠
然
而
思
我
、
則
將
褰
裳
而
涉
溱
以
從
子
。
子
不
我
思
、
則
豈
無
他
人

之
可
從
、
而
必
於
子
哉
。
狂
童
之
狂
也
且
、
又
謔
之
之
辭
（

朱
熹
は
、
漢
唐
詩
經
學
の
解
釋
を
誤
り
と
す
る
理
由
を
「
辨
說
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
說
明
す
る
。

本
詩
の
序
が
誤
っ
た
の
は
、
恐
ら
く
鄭
の
子
大
叔
（
游
吉
（
と
晉
の
韓
宣
子
（
韓
起
（
の
言
葉
に
基
づ
い
て
解
釋
を
し
、
彼
ら

の
發
言
が
斷
章
取
義
に
よ
っ
て
付
け
た
意
味
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
察
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
（
此
序
之
失
、
蓋
本
於
子
大
叔
韓

宣
子
之
言
、
而
不
察
其
斷
章
取
義
之
意
耳
（

彼
が
言
及
し
て
い
る
の
は
、『
春
秋
左
氏
傳
』「
昭
公
十
六
年
」
に
見
え
る
次
の
故
事
で
あ
る
。
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夏
四
月
、
鄭
の
六
人
の
卿
が
郊
外
で
、
宣
子
餞
別
の
宴
を
開
く
と
、
宣
子
は
言
っ
た
。「
お
の
お
の
方が
た

、
ど
う
か
詩
を
歌
っ
て

く
だ
さ
い
。
起
わ
た
く
しは

そ
れ
に
よ
っ
て
鄭
の
氣
持
が
わ
か
る
で
し
ょ
う
か
ら
」
…
…
子
大
叔
（
游
吉
（
が
〔
鄭
風
の
〕「
褰け
ん

裳し
よ
う」

を
歌

っ
て
、〔
晉
が
あ
て

0

0

に
な
ら
ぬ
と
他
人
の
所
に
行
く
意
を
寓
す
る（

（1
（

と
〕、
宣
子
は
、「
起
わ
た
く
しが

こ
こ
に
お
り
ま
す
。
わ
ざ
わ
ざ
子あ
な
たを

他

人
の
所
に
行
か
せ
た
り
は
し
ま
せ
ん
」
子
大
叔
が
〔
宣
子
の
鄭
へ
の
配
慮
に
〕
拜
謝
す
る
と
、
宣
子
は
、「
結
構
で
す
ね
。
子あ
な
たが

こ
の
詩
を
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
は
。
こ
の
詩
の
よ
う
に
愼
重
に
せ
ぬ
と
、〔
晉
・
鄭
兩
國
の
友
好
は
〕
長
續
き
し
ま
す
ま
い
」（
夏

四
月
、
鄭
六
卿
餞
宣
子
於
郊
。
宣
子
曰
、
二
三
君
子
請
皆
賦
、
起
亦
以
知
鄭
志
…
…
子
大
叔
賦
褰
裳
。
宣
子
曰
、
起
在
此
、
敢
勤

子
至
於
他
人
乎
。
子
大
叔
拜
。
宣
子
曰
、
善
哉
子
之
言
是
。
不
有
是
事
、
其
能
終
乎
（	

（
譯
文
は
小
倉
芳
彦
譯
に
據
る（

（1
（

（

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
中
で
子
大
叔
が
本
詩
を
歌
っ
て
聞
か
せ
、
韓
宣
子
が
理
解
し
た
意
圖
が
、
助
け
て
く
れ
な
い
な
ら
ば
他
の
國
を

探
し
て
援
助
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
を
詩
序
の
作
者
が
見
て
、
本
詩
の
本
義
も
同
樣
の
事
態
を
詠
っ
て
い
る
と
誤
解
し
た

と
、
朱
熹
は
推
測
す
る
。
そ
の
上
で
、
子
大
叔
は
本
詩
を
斷
章
取
義
し
た
だ
け
で
、
そ
こ
に
込
め
た
意
味
も
そ
の
場
か
ぎ
り
の
も
の
に

す
ぎ
な
い
と
言
う
。
斷
章
取
義
は
本
義
解
釋
の
根
據
と
は
な
ら
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
對
し
て
、
翁
方
綱
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

朱
熹
は
本
詩
小
序
の
「
辨
說
」
に
お
い
て
、
子
大
叔
が
本
詩
を
賦
し
た
の
は
斷
章
取
義
だ
と
言
う
。
思
う
に
、
詩
篇
の
作
者
の

意
圖
と
し
て
は
、
自
ず
か
ら
指
し
示
す
對
象
が
あ
る
の
だ
が
、
詩
を
歌
っ
た
者
は
晉
に
向
か
っ
て
賦
し
た
、
こ
う
い
う
も
の
が
斷

章
取
義
で
あ
る
。
も
し
自
分
の
國
の
淫
亂
な
女
性
の
汚
ら
わ
し
く
馴
れ
馴
れ
し
い
言
葉
を
、
國
史
が
採
集
し
、
賢
明
な
大
夫
が
さ
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ら
に
公
の
宴
席
で
こ
れ
を
歌
っ
て
聞
か
せ
、
さ
ら
に
ま
た
孔
子
が
こ
れ
を
琴
を
爪
彈
き
な
が
ら
歌
い
、
經
典
た
る
詩
經
に
收
錄
し

た
と
言
う
な
ら
ば
、
け
っ
し
て
そ
の
よ
う
な
道
理
が
あ
る
は
ず
は
な
い
（
朱
子
辨
序
說
以
子
大
叔
賦
褰
裳
爲
斷
章
取
義
。
蓋
作
詩

者
之
意
、
自
有
專
指
之
事
而
歌
詩
者
爲
晉
賦
之
。
此
即
斷
章
取
義
矣
。
若
其
本
國
中
淫
女
穢
狎
之
言
而
國
史
採
之
、
賢
大
夫
又
於

公
讌
歌
之
、
聖
人
又
弦
而
歌
之
、
列
於
正
經
、
必
無
是
理
也
（	

（『
詩
附
記
』
卷
二
、
一
〇
二
頁
（

斷
章
取
義
と
原
詩
と
の
關
係
に
つ
い
て
、
朱
熹
と
翁
方
綱
の
認
識
は
對
照
的
で
あ
る
。
朱
熹
は
、
斷
章
取
義
を
行
う
者
は
原
詩
の
意

味
内
容
に
ま
っ
た
く
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
自
分
の
言
論
表
現
に
役
立
て
る
た
め
に
完
全
に
恣
意
的
に
意
味
を
付
與
す
る
と
考
え
て
い
る
。

そ
れ
に
對
し
て
翁
方
綱
は
、
確
か
に
斷
章
取
義
が
指
し
示
す
の
は
原
詩
と
は
異
な
る
が
、
し
か
し
斷
章
取
義
を
す
る
者
も
原
詩
の
意

味
内
容
か
ら
完
全
に
自
由
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
人
は
詩
を
賦
す
る
時
、
そ
の
場
の
性
質
狀
況
に
規
制
さ
れ

ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
本
例
で
言
え
ば
、
晉
・
鄭
兩
國
の
首
腦
が
集
ま
る
外
交
の
場
で｢

褰
裳｣

は
斷
章
取
義
さ
れ
歌
わ
れ
た
。

も
し
本
詩
が
朱
熹
の
言
う
よ
う
に
取
る
に
足
り
な
い
民
衆
の
淫
ら
な
戲
れ
言
だ
と
し
た
ら
、
こ
の
よ
う
な
嚴
肅
な
場
面
で
取
り
上
げ
ら

れ
る
に
は
ま
っ
た
く
相
應
し
か
ら
ぬ
詩
だ
と
言
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

詩
經
の
編
纂
と
い
う
局
面
に
つ
い
て
言
え
ば
、
朱
熹
の
言
う
よ
う
に
、
孔
子
が
後
人
の
戒
め
と
す
る
た
め
に
あ
え
て
淫
詩
を
至
高
の

經
典
の
一
篇
と
し
て
編
入
し
た
と
い
う
考
え
方
も
成
り
立
つ
か
も
し
れ
な
い（

（1
（

。
し
か
し
、
斷
章
取
義
が
行
わ
れ
た
國
際
的
な
儀
式
の
場

で
、
猥
り
が
ま
し
い
詩
に
よ
っ
て
主
客
の
情
を
喩
え
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
斷
章
取
義
で
あ
っ
て
も
本
義
か
ら
全
く
の
無
關

係
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
故
に
、
朱
熹
の
解
釋
は
誤
り
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る

―
翁
方
綱
は
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
孔
子
に
よ
る｢

編
詩
の
意｣

の
解
明
を
詩
經
解
釋
の
中
核
に
据
え
る
詩
經
觀
に
對
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
受
容
の
あ
り
か
た
を
參
照
し
て
作
詩
の
意
に
迫
る
と
い
う
の
は
、
作
者
の
意
圖
を
考
え
る
資
料
が
乏
し
い
詩
經
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に
お
い
て
は
必
須
の
方
法
で
あ
る
が
、
數
多
あ
る
受
容
の
あ
り
か
た
の
中
で
も
、
儒
教
の
經
典
で
あ
る
と
い
う
詩
經
の
性
格
か
ら
、
孔

子
が
ど
う
讀
ん
だ
か
と
い
う
こ
と
が
最
も
大
切
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
斷
章
取
義
に
對
し
て
本
例
で
示
さ
れ
た
よ
う
な
認
識
で
臨

む
な
ら
ば
、
場
合
に
よ
っ
て
は
作
詩
の
時
代
に
孔
子
よ
り
先
行
す
る
人
々
が
ど
う
讀
ん
だ
か
と
い
う
こ
と
を
表
す
資
料
が
現
前
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
斷
章
取
義
で
あ
る
が
故
に
、
正
式
な
注
釋
と
は
同
日
に
は
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
は
言
え
、
受
容
者
が
作

詩
の
意
を
正
し
く
受
け
と
め
る
の
は
ど
の
範
圍
で
、
狀
況
に
合
わ
せ
て
彼
な
り
の
意
味
を
付
與
し
て
用
い
る
の
は
ど
の
範
圍
か
を
意
識

す
る
こ
と
で
、
詩
の
作
ら
れ
た
時
に
よ
り
近
接
し
た
時
期
の
受
容
の
實
例
と
い
う
優
位
性
を
も
っ
た
資
料
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
こ
の
認
識
に
基
づ
け
ば
、
斷
章
取
義
の
實
例
は
原
詩
を
解
釋
す
る
た
め
の
ま
た
と
な
い
資
料
と
な
る
。

詩
序
・
毛
傳
・
鄭
箋
と
言
っ
た
古
い
解
釋
を
歷
代
の
詩
經
學
者
が
重
視
し
た
の
は
、
そ
れ
ら
が
作
詩
の
時
期
に
近
い
か
ら
と
い
う
こ

と
が
大
き
な
理
由
で
あ
っ
た
。
右
に
見
た
翁
方
綱
の
認
識
は
、
こ
の
よ
う
な
傳
統
的
な
考
え
方
を
斷
章
取
義
に
應
用
し
て
、
詩
篇
解
釋

の
資
料
と
し
て
活
用
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

＊
＊
＊　

＊
＊
＊

本
節
で
檢
討
し
た
翁
方
綱
の
認
識
は
、
彼
獨
自
の
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
彼
の
同
時
代
人
で
彼
に
先
だ
っ
て
詩
經
研
究
に
携
わ

っ
た
戴
震
（
一
七
二
三
～
一
七
七
七
（
は
、
そ
の
若
年
の
著
述
『
毛
詩
補
傳
』
の
本
詩
「
戴
氏
篇
義
」（
こ
の
著
述
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
わ
る
歷
代
の
說
に
對
す
る
戴
震

の
意
見
な
ど
が
述
べ
ら
れ
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
（
の
中
で
、
す
で
に
次
の
よ

う
に
言
っ
て
い
る（

（1
（

。
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子
太
叔
が
本
詩
を
賦
し
た
時
に
は
、「
狂
童
」
に
よ
っ
て
自
國
を
侵
略
し
よ
う
と
す
る
者
を
喩
え
、「
子
惠
し
て
我
を
思
は
ば
」

と
い
う
句
で
韓
宣
子
、
名
は
起
、
を
指
し
、「
裳も

を
褰か
か

げ
て
溱
を
涉
ら
ん
」
と
い
う
句
で
晉
と
往
來
し
て
よ
し
み
を
通
じ
た
い
と

い
う
氣
持
を
示
し
た
。
だ
か
ら
韓
宣
子
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
「
起わ
れ

は
此
に
在
り
」
と
言
っ
た
の
だ
…
…
か
り
に
本
詩
を
男
女
が

戲
れ
ふ
ざ
け
た
汚
ら
わ
し
い
言
葉
と
す
る
な
ら
ば
、
子
太
叔
は
賓
客
を
も
て
な
す
宴
席
で
歌
う
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
思
う
は

ず
で
あ
り
、「
狂
童
の
狂
な
る
あ
り
」
と
い
う
語
は
猥
褻
で
馴
れ
馴
れ
し
い
こ
と
極
ま
り
な
く
、
韓
宣
子
も
聞
く
に
堪
え
な
か
っ

た
は
ず
で
あ
る
（
子
太
叔
賦
是
詩
、
則
以
狂
童
喻
侵
陵
己
者
、
而
子
惠
思
我
指
韓
起
、
褰
裳
涉
溱
指
與
晉
往
來
親
好
、
故
宣
子
受

之
曰
、
起
在
此
…
…
若
以
爲
男
女
戲
謔
之
穢
言
、
子
太
叔
不
宜
歌
于
燕
享
賓
客
、
狂
童
之
狂
、
褻
狎
之
甚
者
、
宣
子
豈
堪
任
受
邪
（

戴
震
は
ま
た
、
本
詩
を
も
と
に
し
て
、
詩
經
解
釋
の
重
要
な
方
法
的
觀
點
を
展
開
す
る
。

　

先
儒
は
、
變
風
は
里
巷
狹
斜
の
人
物
の
手
に
な
る
も
の
が
あ
る
と
言
う
が
、
そ
れ
で
は
變
雅
も
や
は
り
亂
人
が
作
っ
た
も
の
と

言
う
の
だ
ろ
う
か
。
今
の
人
々
は
先
儒
の
說
に
わ
ず
か
で
も
異
論
を
挾
む
こ
と
を
躊
躇
う
ば
か
り
に
、
聖
賢
が
編
し
た
「
思
ひ
邪

無
き
」
書
で
あ
る
詩
經
を
道
德
を
亂
す
邪
ま
な
言
辭
と
し
て
解
釋
す
る
。
こ
の
よ
う
な
說
の
根
據
を
考
え
る
に
、『
春
秋
』
が
亂

臣
賊
子
の
ふ
る
ま
い
を
記
錄
し
、
こ
れ
を
後
世
に
傳
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
國
の
亂
れ
、
正
し
い
政
が
失
わ
れ
た
樣
子
を
知

ら
し
め
よ
う
と
し
た
の
と
同
樣
の
意
圖
で
あ
る
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
春
秋
時
代
に
諸
國
の
宴
席
に
お
い
て
賦
さ
れ
た

詩
の
多
く
は
、
今
の
人
々
が
淫
亂
な
言
葉
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
鄭
の
六
卿
は
韓
宣
子
の
餞
別
の
宴
を
郊
外
で
催

し
、
そ
の
本
國
の
淫
詩
を
賦
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
自
國
が
亂
れ
、
正
し
い
政
が
失
わ
れ
て
い
る
の
を
世
閒
に
廣
め
知
ら
せ
よ
う

と
す
る
こ
と
が
ど
う
し
て
あ
り
得
よ
う
か
。
も
し
、「
そ
れ
は
賦
詩
斷
章
〔
で
本
義
と
關
わ
ら
な
い
意
味
を
自
由
に
付
與
す
る
も
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すべて本義のために

の
〕
だ
」
と
言
わ
れ
た
な
ら
ば
、
ま
た
反
論
す
る
す
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
。
五
倫
の
道
理
は
本
來
自
ず
か
ら
相
通
じ
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
朋
友
、
兄
弟
、
夫
婦
に
つ
い
て
詠
っ
た
詩
を
君
臣
の
間
柄
を
說
く
た
め
に
用
い
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
。
男

女
の
間
に
つ
い
て
詠
っ
た
詩
を
賢
者
を
好
む
氣
持
を
表
現
す
る
た
め
に
用
い
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
小
人
の

言
を
君
子
に
對
し
て
用
い
た
り
、
野
鄙
で
猥
褻
な
言
葉
を
朝
廷
で
歌
っ
た
り
、
客
を
も
て
な
す
た
め
に
使
っ
た
り
す
る
こ
と
は
あ

り
得
な
い
。
以
上
に
基
づ
い
て
、「
變
風
は
禮
義
に
止
ま
る
」
と
言
う
の
が
眞
實
で
あ
る
と
斷
定
で
き
る
の
で
あ
る
、（
先
儒
謂
變

風
有
里
巷
狹
邪
之
所
作
、
豈
變
雅
亦
亂
人
所
作
乎
。
今
人
于
先
儒
之
說
不
敢
少
異
、
而
獨
指
聖
賢
思
無
邪
之
書
爲
亂
言
邪
辭
。
考

其
說
之
所
據
、
以
爲
如
春
秋
書
亂
賊
爾
、
存
之
可
以
識
其
國
亂
無
政
。
然
春
秋
時
諸
國
燕
享
所
賦
、
多
今
人
所
謂
淫
亂
之
辭
者
。

鄭
六
卿
餞
韓
宣
子
于
郊
、
賦
其
本
國
之
淫
詩
、
豈
亦
播
其
國
亂
無
政
乎
。
若
曰
賦
詩
斷
章
、
則
亦
有
當
辨
者
。
五
倫
之
理
、
本
自

相
通
、
或
朋
友
、
兄
弟
、
夫
婦
之
詩
、
用
之
于
君
臣
。
或
男
女
之
詩
、
用
之
于
好
賢
。
然
不
可
以
小
人
之
言
加
之
君
子
、
鄙
褻
之

事
誦
之
朝
廷
、
接
之
賓
客
。
以
是
斷
之
、
變
風
止
乎
禮
義
、
信
矣
（	

（『
毛
詩
補
傳
』「
毛
詩
目
錄
、
國
風
」（

さ
ら
に
遡
れ
ば
、
淸
初
に
特
異
な
詩
經
解
釋
を
行
っ
た
こ
と
で
有
名
な
姚
際
恆
『
詩
經
通
論
』
も
本
詩
を
解
釋
す
る
中
で
、
戴
震
・

翁
方
綱
に
先
立
ち
同
樣
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

『
集
傳
』
が
淫
詩
と
い
う
妄
說
を
唱
え
た
た
め
に
、
後
人
は
そ
れ
に
從
う
者
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
實
際
に
は
そ
れ
は
誤
り
で

あ
る
…
…
こ
れ
ら
の
記
事
は
諸
侯
が
み
な
突
を
助
け
て
忽
を
討
伐
し
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
今
國
人
が
突
が
鄭
國
を
簒
奪
し
た

の
を
怨
ん
で
、
他
國
が
こ
の
事
態
を
正
す
た
め
に
や
っ
て
き
て
く
れ
る
こ
と
を
待
ち
望
ん
で
い
る
と
い
う
の
は
、
ど
う
し
て
寢
言

の
ご
と
き
說
と
し
て
廢
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
そ
れ
で
も
な
お
、『
集
傳
』
が
本
詩
を
淫
詩
だ
と
言
う
の
に
惑
わ
さ
れ
て
い
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る
者
も
い
る
。
案
ず
る
に
『
左
傳
』
に
、
鄭
の
六
卿
が
韓
宣
子
の
餞
別
の
宴
を
催
し
て
子
太
叔
が
本
詩
を
賦
し
た
と
あ
る
。
ど
う

し
て
自
國
の
淫
詩
を
大
國
の
公
卿
に
贈
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
よ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
な
ど
あ
る
は
ず
が
な
い
。
こ
う
い
う
わ

け
で
、
小
序
の
「
正
さ
る
る
を
思
ふ
」
と
い
う
說
が
、
も
と
も
と
韓
宣
子
と
子
太
叔
の
言
葉
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

の
に
、『
集
傳
』
が
こ
れ
を
淫
詩
と
し
て
、
一
顧
だ
に
し
な
か
っ
た
の
は
す
べ
て
誤
り
で
、　

歎
か
わ
し
い
限
り
で
あ
る
（
後
人
以

集
傳
言
淫
詩
之
妄
也
、
故
多
從
之
。
然
其
實
不
然
…
…
是
諸
侯
皆
助
突
伐
忽
。
今
乃
謂
國
人
怨
突
簒
國
而
望
他
國
來
見
正
。
豈
非

夢
語
耶
。
又
或
者
仍
惑
集
傳
以
爲
淫
詩
。
按
左
氏
鄭
六
卿
餞
韓
宣
子
而
子
太
叔
賦
之
。
豈
敢
以
本
國
之
淫
詩
贈
大
國
之
卿
哉
。
必

不
然
矣
。
因
嘆
序
說
思
見
正
、
本
循
韓
宣
子
子
太
叔
之
言
而
云
、
而
集
傳
以
爲
淫
詩
、
又
不
一
顧
之
、
皆
非
也
（

姚
際
恆
が
「
序
に
『
正
さ
る
る
こ
と
を
思
ふ
』
と
說
く
は
、
本も
と

韓
宣
子
子
太
叔
の
言
に
循
ひ
て
云
ふ
」
と
言
っ
て
い
る
の
が
注
目
さ

れ
る
。
彼
は
、
子
太
叔
が
「
褰
裳
」
の
本
義
に
正
し
く
沿
っ
て
斷
章
取
義
し
た
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
小
序
の
撰
者
も
、
子
太

叔
の
斷
章
取
義
的
解
釋
に
基
づ
い
て
、
本
詩
の
小
序
を
著
し
た
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
斷
章
取
義
を
詩
篇
の
本
義
を
理
解
す
る

た
め
の
最
上
の
資
料
と
見
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
戴
震
・
翁
方
綱
は
、
姚
際
恆
の
說
と
共
通
の
思
考
を
行
い

つ
つ
、
そ
れ
を
さ
ら
に
論
理
化
し
詩
篇
解
釋
の
理
念
と
し
て
提
示
し
た（

11
（

と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（　

斷
章
取
義
の
詩
經
解
釋
に
對
す
る
有
効
範
圍

前
節
で
筆
者
は
、
翁
方
綱
が
斷
章
取
義
を
詩
篇
解
釋
に
用
い
る
た
め
に
「
受
容
者
が
作
詩
の
意
を
正
し
く
受
け
と
め
る
の
は
ど
の
範

圍
で
、
狀
況
に
合
わ
せ
て
彼
な
り
の
意
味
を
付
與
し
て
用
い
る
の
は
ど
の
範
圍
か
」
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
態
度
を
持
っ
て
い
た
と
述
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すべて本義のために

べ
た
。
こ
の
こ
と
を
よ
り
詳
し
く
考
え
て
い
き
た
い
。

大
雅
「
緜
」
は
、
小
序
に
、「
文
王
の
興
れ
る
こ
と
、
本も
と

大
王
に
由
れ
り
（
文
王
之
興
、
本
由
大
王
也
（」
と
あ
り
、
文
王
の
祖
父
太

王
古
公
亶
父
が
、
文
王
に
よ
る
周
の
興
隆
の
た
め
に
そ
の
礎
を
築
い
た
こ
と
を
美
め
稱
え
た
詩
で
あ
る
。
詩
篇
の
ほ
と
ん
ど
が
古
公
亶

父
が
岐
周
へ
遷
都
し
た
際
の
苦
難
を
歌
っ
て
い
る
の
が
、
卒
章
（
第
九
章
（
は
文
王
へ
の
贊
美
で
結
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
結
節
點
の
位

置
を
占
め
る
第
八
章
に
、

肆
不
殄
厥
慍　
　

肆
か
る
が
ゆ
へに

厥そ

の
慍い
か

り
を
殄た

た
ざ
る
も

亦
不
隕
厥
問　
　

亦
た
厥そ

の
問
を
隕お
と

さ
ず

柞
棫
拔
矣　
　
　

柞
棫　

拔は
い

た
り

行
道
兌
矣　
　
　

道
を
行
く
こ
と
兌た
い

た
り

混
夷
駾
矣　
　
　

混
夷　

駾つ

い
て

維
其
喙
矣　
　
　

維
れ
其
れ
喙く
る

し
む

と
言
う
。
こ
れ
が
太
王
と
文
王
の
い
ず
れ
を
歌
っ
た
も
の
か
に
つ
い
て
議
論
が
あ
っ
た
。
鄭
箋
は
、

　
「
混
夷
」
と
は
、
夷
狄
の
國
を
指
す
。
文
王
か
ら
の
使
者
と
、
將
軍
兵
士
等
多
數
が
自
分
た
ち
の
國
に
や
っ
て
き
た
の
を
見
て
、

混
夷
は
恐
れ
戰
き
驚
き
走
り
、
柞
や
棫
の
林
の
中
に
駆
け
込
ん
で
逃
げ
、
困
苦
す
る
こ
と
甚
だ
し
か
っ
た
（
混
夷
、
夷
狄
國
也
。

見
文
王
之
使
者
、
將
士
眾
過
己
國
、
則
惶
怖
驚
走
、
奔
突
入
此
柞
棫
之
中
而
逃
、
甚
困
劇
也
（
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と
言
い
、
文
王
の
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
と
解
釋
す
る
。
朱
熹
も
、

し
か
し
大
王
が
こ
の
岐
山
に
や
っ
て
き
た
ば
か
り
の
こ
ろ
は
、
森
も
深
く
嶮
し
く
、
人
間
も
動
物
も
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
。

そ
の
後
人
口
が
少
し
ず
つ
增
え
、
歸
服
す
る
人
々
も
多
く
な
り
、
木
は
伐
採
さ
れ
道
が
通
う
よ
う
に
な
っ
て
、
混
夷
は
畏
れ
林
の

中
に
逃
げ
込
み
身
を
隱
し
、
息
を
潜
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
周
の
德
が
盛
ん
に
な
り
混
夷
が
自
ら
歸
服
し
た
こ
と
を
言
う
。
こ
れ

は
す
で
に
文
王
の
治
世
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
（
然
大
王
始
至
此
岐
山
之
時
、
林
木
深
阻
、
人
物
鮮
少
。
至
於
其
後
生

齒
漸
繁
、
歸
附
日
衆
、
則
木
拔
道
通
、
混
夷
畏
之
、
而
奔
突
竄
伏
、
維
其
喙
息
而
已
。
言
德
盛
而
混
夷
自
服
也
。
蓋
已
爲
文
王
之

時
矣
（

と
言
い
、
同
じ
く
文
王
を
歌
っ
た
も
の
だ
と
す
る
。
こ
れ
に
對
し
て
、
翁
方
綱
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

本
詩
小
序
に
「
文
王
の
興
れ
る
こ
と
、
本も
と

太
王
に
由
れ
り
」
と
言
う
。
し
か
し
、
卒
章
に
至
っ
て
よ
う
や
く
は
っ
き
り
と
「
文

王
厥そ

の
生
を
蹶う
ご

か
す
」
と
言
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
第
八
章
は
當
然
な
が
ら
な
お
太
王
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

小
序
の
說
は
正
し
い
…
…
呂
祖
謙
『
呂
氏
家
塾
讀
詩
記
』
も
次
の
よ
う
に
言
う

―
『
孟
子
』「
梁
惠
王
下
」
に
、「
文
王
昆
夷
に

事つ
か

ふ
」
と
言
う（

1（
（

。
文
王
で
す
ら
な
お
昆
夷
に
仕
え
た
の
だ
か
ら
、
太
王
の
時
に
昆
夷
が
す
で
に
〔
周
の
威
勢
に
よ
っ
て
〕「
喙く
る

し
」

ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
は
ず
が
な
い
。
思
う
に
本
詩
は
周
家
の
王
業
が
太
王
に
始
ま
り
文
王
に
成
就
し
た
と
い
う
こ
と
を

全
體
的
に
敍
述
し
て
い
る
の
で
あ
る

―
と
…
…
按
ず
る
に
本
詩
は
樹
木
を
拔
き
去
り
道
路
を
通
じ
さ
せ
、
と
う
と
う
岐
に
都
を
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遷
し
た
こ
と
を
敍
述
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
す
な
わ
ち
異
民
族
か
ら
の
壓
迫
が
止
ん
だ
そ
の
大
元
は
太
王
に
歸
せ
ら
れ
る
の
だ
と

言
っ
て
い
る
と
と
っ
て
問
題
は
な
い
。『
孟
子
』「
盡
心
下
」
に
、「〔
本
詩
第
八
章
に
〕『
肆
か
る
が
ゆ
へに
厥そ

の
慍い
か

り
を
殄た

た
ざ
る
も
、
亦
た

厥そ

の
問
を
隕お
と

さ
ず
』
と
言
う
の
は
文
王
の
こ
と
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
は
詩
を
引
用
し
て
斷
章
取
義
し
た
も
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
詩
は
本
來
太
王
を
指
し
て
詠
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
も
し
ぜ
ひ
と
も
本
詩
は
本
當
に

文
王
を
指
し
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、〔『
孟
子
』「
盡
心
下
」
に
、
右
の
引
用
に
先
立
っ
て
「
詩
云
、
憂

心
悄
悄
、
慍
于
群
小
、
孔
子
也
」
と
し
て
引
か
れ
る
邶
風
「
柏
舟
」
第
四
章
の
〕「
憂
ふ
る
心
悄
悄
た
り
、
群
小
に
慍い
か

ら
る
」
も
、

本
來
孔
子
を
指
し
て
詠
っ
た
も
の
だ
と
言
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
（
序
曰
、
文
王
之
興
、
本
由

太
王
也
。
然
至
卒
章
始
明
言
文
王
蹶
厥
生
、
則
八
章
自
仍
從
太
王
。
敘
說
爲
是
…
…
呂
氏
詩
記
亦
謂
孟
子
曰
文
王
事
昆
夷
。
文
王

猶
事
昆
夷
、
則
太
王
時
豈
即
有
昆
夷
喙
矣
之
事
。
蓋
摠
敘
周
家
王
業
始
於
大
王
、
而
終
於
文
王
耳
…
…
按
此
詩
敘
述
木
拔
道
通
、

以
終
遷
岐
之
義
、
即
以
外
侮
之
息
、
歸
本
於
太
王
、
奚
不
可
乎
。
觀
孟
子
肆
不
殄
厥
慍
、
亦
不
隕
厥
問
文
王
也（

11
（

、
是
引
詩
斷
章
取

義
、
則
此
詩
本
指
大
王
可
知
矣
。
若
必
謂
此
詩
實
指
文
王
、
則
將
謂
憂
心
悄
悄
、
慍
于
群
小
、
本
指
孔
子
可
乎
（

	

（『
詩
附
記
』
卷
六
、
三
四
一
頁
（

翁
方
綱
は
、
鄭
玄
や
朱
熹
が
本
詩
第
八
章
を
文
王
の
こ
と
を
詠
っ
た
と
し
た
の
は
、『
孟
子
』「
盡
心
下
」
が
、
本
詩
を
引
い
て
「
こ

れ
は
文
王
の
こ
と
で
あ
る
」
と
言
っ
た
の
に
基
づ
い
て
說
を
立
て
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る

―
か

り
に
彼
ら
の
言
う
と
お
り
、
孟
子
の
こ
の
言
葉
が
本
詩
の
本
義
を
說
明
し
た
も
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
孟
子
が
本
詩
と
竝
べ
て
邶
風

「
柏
舟
」
の
詩
句
を
引
き
「
こ
れ
は
孔
子
の
こ
と
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
同
樣
に
こ
れ
に
基
づ
き
、「
柏
舟
」
を
孔
子
の
身
の

上
を
詠
っ
た
詩
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
成
り
立
た
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
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「
緜
」
に
つ
い
て
も
孟
子
の
「
こ
れ
は
文
王
な
り
」
を
本
義
と
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
わ
か
る

―
と
。
彼
は
、
孟
子

に
よ
る
「
緜
」
の
引
用
は
斷
章
取
義
で
あ
る
か
ら
、
短
絡
的
に
こ
れ
を
根
據
に
し
て
詩
の
本
義
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
う
。

建
國
の
努
力
と
い
う
こ
と
で
、
太
王
と
文
王
は
共
通
す
る
。
一
方
で
翁
方
綱
の
解
釋
に
據
れ
ば
、
原
詩
は
本
來
は
太
王
の
こ
と
を
歌

っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
孟
子
は
、
そ
れ
を
斷
章
取
義
し
て
文
王
の
こ
と
に
當
て
嵌
め
た
の
で
、
原
詩
と
斷
章
取
義
と
で
指
す
も
の

は
異
な
る
。
こ
れ
は
、
前
節
で
見
た
翁
方
綱
の
斷
章
取
義
認
識

―
確
か
に
斷
章
取
義
が
指
し
示
す
の
は
原
詩
と
は
異
な
る
が
、
し
か

し
斷
章
取
義
を
す
る
者
も
原
詩
の
意
味
内
容
か
ら
完
全
に
自
由
に
な
る
こ
と
は
で
き
ず
、
原
詩
と
同
樣
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
表
現

す
る
た
め
に
用
い
る

―
と
合
致
し
て
い
る
。
彼
が
斷
章
取
義
を
詩
經
解
釋
の
根
據
と
す
る
時
、
彼
自
身
の
斷
章
取
義
の
定
義
に
厳
密

に
沿
っ
た
形
で
用
い
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

翁
方
綱
は
、
鄭
玄
・
朱
熹
の
解
釋
が
『
孟
子
』
の
斷
章
取
義
を
本
義
と
取
り
違
え
た
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
推
測
が
正
し
け
れ
ば
、

『
正
義
』
の
「
斷
章
取
義
は
取
る
に
足
ら
な
い
」
と
い
う
公
式
的
な
發
言
と
は
裏
腹
に
、
實
際
に
は
斷
章
取
義
を
本
義
探
索
の
た
め
の

重
要
な
據
と
し
て
考
え
る
傳
統
が
鄭
玄
以
來
脈
々
と
續
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
翁
方
綱
の
解
釋
姿
勢
と
共
通
す
る
解
釋
姿

勢
で
あ
る
。
た
だ
し
翁
方
綱
は
斷
章
取
義
を
安
易
に
本
義
に
結
び
つ
け
る
思
考
を
批
判
し
た
點
で
、
鄭
玄
・
朱
熹
ら
と
異
な
る
。
こ
の

よ
う
に
見
る
と
、
翁
方
綱
は
斷
章
取
義
を
資
料
と
し
て
重
視
す
る
傳
統
の
上
に
身
を
置
き
な
が
ら
も
、
從
來
の
詩
經
學
者
の
斷
章
取
義

利
用
の
し
か
た
に
見
ら
れ
る
未
熟
さ
を
摘
出
し
、
斷
章
取
義
が
詩
の
本
義
を
考
え
る
根
據
と
し
て
機
能
し
得
る
有
効
範
圍
を
冷
静
に
見

定
め
た
上
で
、
詩
經
解
釋
の
方
法
と
し
て
精
緻
化
し
よ
う
と
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

＊
＊
＊　

＊
＊
＊

な
お
、
こ
の
翁
方
綱
の
斷
章
取
義
說
に
も
淵
源
が
あ
る
。
例
え
ば
、
李
光
地
（
一
六
四
二
～
一
七
一
八
（『
詩
所
』
は
、
次
の
よ
う
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に
言
う
。

　

本
章
は
や
は
り
太
王
の
こ
と
を
取
り
上
げ
て
歌
っ
た
と
解
釋
す
る
の
が
正
し
い
。『
孟
子
』
が
本
詩
を
引
い
て
文
王
の
こ
と
と

し
て
い
る
の
は
、
ち
ょ
う
ど
、
そ
の
前
に
「
憂
心
悄
悄
」
と
い
う
詩
句
を
孔
子
の
こ
と
と
し
て
引
用
し
て
い
る
の
と
同
じ
こ
と
で
、

つ
ま
り
は
斷
章
取
義
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
（
此
章
仍
以
太
王
之
事
言
之
爲
是
。
孟
子
引
以
爲
文
王
之
事
者
、
猶
上
以
憂
心
悄
悄

爲
孔
子
、
蓋
斷
章
之
取
（

（　

斷
章
取
義
は
字
句
校
訂
の
根
據
に
は
な
ら
な
い

以
上
、
翁
方
綱
が
斷
章
取
義
の
特
徴
を
見
極
め
て
詩
篇
解
釋
の
資
料
と
し
て
活
用
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
見
て
き
た
が
、
彼
は
逆
に

斷
章
取
義
が
い
か
な
る
面
に
は
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
そ
の
限
界
を
指
摘
し
て
も
い
る
。
前
節
で
指
摘
し
た
、
詩
經
解
釋
の
資

料
と
し
て
の
有
効
範
圍
を
畫
定
し
よ
う
と
す
る
態
度
の
一
環
と
捉
え
ら
れ
る
。

小
雅
「
我
行
其
野
」
卒
章
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

成
不
以
富

亦
祇（

11
（

以
異

［
箋
］
あ
な
た
は
婚
禮
の
儀
に
從
っ
て
妻
を
娶
り
家
庭
を
作
ろ
う
と
し
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
は
富
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
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い
。
あ
な
た
は
こ
ん
な
ふ
う
に
人
の
道
に
外
れ
た
こ
と
を
す
る
、〔
自
分
を
棄
て
た
夫
が
〕
惡
む
べ
き
ふ
る
ま
い
を
し
た
と
女
は

言
う
（
女
不
以
禮
爲
室
家
成
事
、
不
足
以
得
富
也
。
女
亦
適
以
此
自
異
於
人
道
、
言
可
惡
也
（

鄭
箋
は
「
成
」
の
字
を
「
家
庭
を
作
る
」
と
い
う
意
味
に
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
從
え
ば
、
こ
の
二
句
は
「
成
せ
ど
も
以
て
富
ま
ざ

ら
ん
、
亦
た
祇た

だ
異
な
る
を
以
て
す
る
の
み
」
と
で
も
訓
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
に
關
し
て
は
『
論
語
』
に

斷
章
取
義
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
字
の
異
同
を
伴
う
異
說
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
『
論
語
』「
顏
淵
」
の
、

子
張
德
を
崇た
か

く
し
惑
ひ
を
辨
ぜ
ん
こ
と
を
問
ふ
。
子
曰
く
、
忠
信
を
主
と
し
、
義
に
徙う
つ

る
は
德
を
崇
く
す
る
な
り
。
之
を
愛
し

て
は
其
の
生
を
欲
し
、
之
を
惡
み
て
は
其
の
死
を
欲
す
。
既
に
其
の
生
を
欲
し
、
又
た
其
の
死
を
欲
す
る
は
、
是
れ
惑
ひ
な
り
。

「
誠
に
富
を
以
て
せ
ず
、
亦
た
祇た

だ
異
を
以
て
す
」（
子
張
問
崇
德
辨
惑
。
子
曰
、
主
忠
信
、
徙
義
崇
德
也
。
愛
之
欲
其
生
、
惡
之

欲
其
死
。
既
欲
其
生
、
又
欲
其
死
、
是
惑
也
。
誠
不
以
富
、
亦
祇
以
異
（

の
條
の
中
で
「
我
行
其
野
」
の
二
句
が
引
か
れ
る
が
、
詩
經
が
「
成
」
に
作
る
の
を
『
論
語
』
で
は
「
誠
」
に
作
り（

11
（

、
そ
れ
に
よ
っ
て

訓
釋
も
右
の
訓
讀
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
鄭
玄
と
は
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
朱
熹
『
集
傳
』
は
「
成
不
以
富
」
に
作
る
も
の
の
、

「
成
」
の
字
の
下
に
雙
行
注
で
、「『
論
語
』
は
『
誠
』
に
作
る
（
論
語
作
誠
（」
と
示
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
解
釋
す
る
。

實
際
に
は

0

0

0

0

、
あ
の
女
性
が
金
持
ち
な
の
に
心
引
か
れ
、
私
が
貧
し
い
こ
と
を
嫌
っ
た
た
め
に
〔
私
を
追
い
出
し
て
彼
女
と
結
婚

し
よ
う
と
し
て
い
る
〕
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
古
女
房
の
私
と
は
違
っ
て
、
彼
女
が
あ
な
た
の
目
に
新
鮮
に
見
え
た
の
で
し
ょ
う
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―
こ
こ
に
は
、
詩
人
が
人
を
責
め
る
時
に
も
眞
心
が
あ
り
愼
み
深
い
こ
と
が
表
れ
て
い
る
（
雖
實
不
以
彼
之
富
而
厭
我
之
貧
、

亦
祗
以
其
新
而
異
於
故
耳
。
此
見
詩
人
責
人
忠
厚
之
意
（

『
集
傳
』
の
「
實
は
彼
の
富
め
る
を
以
て
せ
ず
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
朱
熹
が
「
成
」
を
「
誠
」
の
通
假
と
し
て
處
理
し
、『
論
語
』

の
斷
章
取
義
に
從
っ
て
「
我
行
其
野
」
を
解
釋
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
翁
方
綱
は
こ
れ
に
反
對
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
「
成
不
以
富
、〔
亦
祇
以
異
〕」
二
句
に
つ
い
て
、
朱
熹
『
集
傳
』
は
別
の
解
釋
を
行
い
、『
論
語
集
注
』
に
お
け
る
解
釋
と
は
異

な
る
。
そ
れ
な
の
に
、『
論
語
』
に
從
っ
て
〔「
成
」〕
を
『
誠
』
に
作
っ
て
い
る
。『
論
語
』
の
引
用
し
て
與
え
た
意
味
は
斷
章
取

義
に
屬
す
る
も
の
な
の
で
、
こ
の
詩
の
解
釋
で
原
典
の
文
字
を
「
誠
」
に
改
め
る
の
は
適
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の

二
句
の
諸
家
の
解
釋
は
い
ず
れ
も
小
序
の
「
宣
王
を
刺
る
」
と
は
合
っ
て
い
な
い
。
い
っ
た
い
何
を
刺
っ
て
い
る
の
か
を
言
っ
て

い
な
い
以
上
、
こ
の
二
句
は
闕
疑
と
し
て
、
に
わ
か
に
解
釋
を
與
え
よ
う
と
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
（
成
不
以
富
二
句
、
朱
子

集
傳
別
主
一
解
、
與
論
語
不
同
。
然
卻
依
論
語
作
誠
字
。
論
語
所
引
義
屬
斷
章
、
此
訓
詩
似
未
可
改
用
誠
字
也
。
然
二
句
諸
家
之

說
皆
若
未
合
序
曰
刺
宣
王
也
。
既
不
言
所
刺
何
事
、
則
此
二
句
必
應
闕
疑
、
不
能
遽
爲
之
解
（	

（『
詩
附
記
』
卷
四
、
二
四
三
頁
（

朱
熹
が
詩
經
の
文
字
を
『
論
語
』
に
斷
章
取
義
さ
れ
た
詩
句
の
文
字
に
置
き
換
え
て
詩
篇
の
意
味
を
解
釋
し
た
の
を
、
翁
方
綱
は
誤

っ
た
方
法
だ
と
指
摘
す
る
。
彼
は
、
詩
篇
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
や
詩
句
の
意
味
と
い
う
レ
ベ
ル
で
は
斷
章
取
義
は
ま
っ
た
く
恣
意
的

と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
原
典
と
間
に
一
定
の
繫
が
り
が
あ
る
と
考
え
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
實
用
の
た
め
の
引
用
で
あ
り
學
術
的

態
度
を
持
っ
た
も
の
と
は
言
え
な
い
。
故
に
彼
は
、
斷
章
取
義
は
字
句
の
校
訂
の
根
據
に
は
な
ら
な
い
と
判
斷
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
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こ
に
は
、
斷
章
取
義
の
有
効
範
圍
を
冷
静
に
測
り
定
め
よ
う
と
い
う
態
度
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
本
例
に
つ
い
て
は
、
我
々
は
翁
方
綱
が
批
判
し
た
朱
熹
の
解
釋
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
朱
熹
は
『
論
語
集
注
』
に
お
い

て
、
程
子
の
說
に
據
っ
て
、
本
條
に
こ
の
「
成
不
以
富
、
亦
祇
以
異
」
の
句
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
錯
簡
で
あ
り
、
本
來
は
「
季
氏
」

篇
の
、

齊
の
景
公　

馬
千
駟
有
り
。
死
す
る
の
日
、
民　

德
と
し
て
稱
す
る
無
し
。
伯
夷
叔
斉　

首
陽
の
下
に
餓
う
。
民
今
に
到
る
ま

で
之
を
稱
す
。
其
れ
斯
れ
を
之
れ
謂
ふ
與
（
齊
景
公
有
馬
千
駟
、
死
之
日
、
民
無
德
而
稱
焉
。
伯
夷
叔
斉
餓
於
首
陽
之
下
、
民
到

于
今
稱
之
、
其
斯
之
謂
與
（

の
條
の
頭
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
こ
こ
で
の
斷
章
取
義
と
し
て
の
意
味
を
、

人
が
稱
讃
す
る
の
は
、
彼
が
ど
れ
ほ
ど
富
ん
で
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ど
れ
だ
け
人
に
異
な
っ
て
（
優
れ
て
（
い
る

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
言
う
（
言
人
之
所
稱
、
不
在
於
富
、
而
在
於
異
也
（

と
解
釋
す
る
。

こ
れ
と
、
先
に
引
用
し
た
『
集
傳
』
に
本
詩
本
句
を
「
夫
が
自
分
を
棄
て
た
の
は
、
新
し
い
妻
が
金
持
ち
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
私
と
比
べ
る
と
目
新
し
く
新
鮮
に
映
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
解
釋
す
る
の
と
比
べ
た
場
合
、
原
典
に
詠
っ
て
い
る
の
が
夫
が
妻

を
棄
て
新
し
い
女
に
乘
り
換
え
た
と
い
う
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
事
柄
で
あ
る
の
に
對
し
て
、
斷
章
取
義
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
が
人
間
評

中国13_縦.indb   124 2020/03/09   18:56:47



125

すべて本義のために

價
の
觀
點
に
關
す
る
一
般
論
で
あ
る
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
兩
者
を
竝
列
し
て
み
る
と
、

詩
經　

夫
は
、
新
し
い
女
に
出
會
っ
て
、
古
女
房
の
私
と
は
違
っ
て
新
鮮
に
映
っ
た
の
で
愛
お
し
く
思
う

論
語　

人
間
は
、
あ
る
人
を
見
て
、
他
の
者
と
は
異
な
っ
て
優
れ
て
い
る
點
が
あ
る
と
評
價
す
る

と
、
い
ず
れ
も
人
が
人
を
評
價
す
る
理
由
を
述
べ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
意
味
で
兩
者
の
解
釋
は
同
方
向
で
あ
る
。

こ
れ
は
鄭
箋
と
は
異
な
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
鄭
玄
は
本
詩
を
、

夫
が
、
妻
を
棄
て
新
し
い
女
性
に
乘
り
換
え
る
と
い
う
、
人
の
道
に
外
れ
た
行
い
を
し
で
か
し
た

と
解
釋
し
、「
異
」
を
「
人
の
道
に
外
れ
た
」
と
と
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
北
宋
・
邢
昺
『
論
語
注
疏
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
〔
本
詩
は
〕
こ
の
よ
う
〔
に
何
の
落
ち
度
も
な
い
妻
を
棄
て
て
新
し
い
女
に
乘
り
換
え
る
よ
う
〕
な
行
い
は
、
裕
福
に
な
る
道

で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
せ
い
ぜ
い
人
と
異
な
る
よ
う
に
な
る
く
ら
い
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は

こ
の
詩
の
「
人
と
異
な
る
」
と
い
う
意
味
を
取
っ
て
、〔
自
分
と
性
格
や
行
動
が
異
な
り
反
り
の
合
わ
な
い
者
を
惡
む
と
言
う
〕

人
間
の
陷
り
が
ち
な
惑
い
を
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
言
此
行
誠
不
足
以
致
富
、
適
足
以
爲
異
耳
。
取
此
詩
之
異
義
、
以
非
人

之
惑
也
（
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こ
れ
に
據
れ
ば
、『
論
語
』
が
本
詩
を
引
用
し
た
の
は
、
詩
句
の
全
體
的
意
味
は
無
視
し
、「
異
」
と
い
う
語
の
み
を
、
し
か
も
原
典

と
は
異
な
る
語
義
に
よ
っ
て
用
い
る
た
め
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
邢
昺
は
、

　

こ
れ
は
斷
章
取
義
な
の
で
、
故
に
も
と
の
意
味
と
異
な
る
の
で
あ
る
（
此
引
詩
斷
章
、
故
不
與
本
義
同
也
（

と
し
て
、
斷
章
取
義
が
原
典
の
意
味
と
關
わ
り
な
い
恣
意
的
な
引
用
で
あ
る
と
說
明
し
て
い
る
。
こ
れ
と
比
較
す
る
と
、
程
頤
・
朱
熹

の
解
釋
は
原
典
と
斷
章
取
義
と
で
解
釋
の
ベ
ク
ト
ル
を
揃
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
を
裏
返
せ
ば
、
彼
ら
は
本
句
が
「
顏
淵
」
篇
の
「
子
張
問
崇
德
辨
惑
」
條
に
置
か
れ
た
ま
ま
で
は
、
原
典
と
の
間
に
充
分
な
意

味
の
對
應
を
持
っ
て
斷
章
取
義
を
說
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
錯
簡
で
あ
る
と
し
、
意
味
的
對
應
を
十
全
に
實
現
で
き
る
「
季

氏
」
篇
「
齊
景
公
有
馬
千
駟
」
條
に
移
動
さ
せ
た
、
さ
ら
に
『
論
語
』
の
文
脈
に
對
應
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
原
詩
の
意
味
も
讀
み
直
し

た
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
翁
方
綱
に
見
ら
れ
る
原
典
と
斷
章
取
義
と
の
間
に
文
脈
の
對
應
、

シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
對
應
が
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
認
識
は
、
程
頤
・
朱
熹
も
萌
芽
的
に
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
翁
方
綱
は
そ
の

よ
う
な
認
識
を
理
論
と
し
て
仕
立
て
上
げ
提
示
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

6　

斷
章
取
義
の
境
界
綫
は
ど
こ
に
あ
る
か

そ
も
そ
も
翁
方
綱
は
、
い
か
な
る
も
の
が
斷
章
取
義
に
當
た
る
と
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
、『
正
義
』
が
「
斷
章
取

義
」
だ
と
す
る
の
に
反
對
し
て
い
る
例
を
檢
討
し
、
翁
方
綱
に
お
け
る
斷
章
取
義
の
適
用
範
圍
を
考
察
し
て
み
た
い
。
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小
序
に
據
れ
ば
、
唐
風
「
綢
繆
」
は
、
晉
國
の
政
治
が
混
亂
し
た
た
め
に
、
民
衆
が
ふ
さ
わ
し
い
季
節
に
結
婚
す
る
こ
と
も
ま
ま
な

ら
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
刺
っ
た
詩
で
あ
り（

11
（

、
每
章
、

今
夕
何
夕　
　
　

今こ
の

夕ゆ
う
べは

何い
つ

の
夕
ぞ

見
此
良
人　
　
　

此
の
良
人
を
見
る

子
兮
子
兮　
　
　

子
や
子
や

如
此
良
人
何　
　

此
の
良
人
を
如
何
せ
ん	

［
首
章
］

今
夕
何
夕　
　
　

今こ
の

夕ゆ
う
べは

何い
つ

の
夕
ぞ

見
此
邂
逅　
　
　

此
の
邂
逅
を
見
る

子
兮
子
兮　
　
　

子
や
子
や

如
此
邂
逅
何　
　

此
の
邂
逅
を
如
何
せ
ん	

［
第
二
章
］

今
夕
何
夕　
　
　

今こ
の

夕ゆ
う
べは

何い
つ

の
夕
ぞ

見
此
粲
者　
　
　

此
の
粲
者
を
見
る

子
兮
子
兮　
　
　

子
や
子
や

如
此
粲
者
何　
　

此
の
粲
者
を
如
何
せ
ん	

［
卒
章
］
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と
、
そ
の
感
慨
を
吐
露
し
た
詩
句
が
詠
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
首
章
の
鄭
箋
は
、

「
今
夕
は
何
の
夕
ぞ
」
の
句
は
、「
こ
の
夕
べ
は
何
月
の
夕
べ
で
あ
る
か
〔
結
婚
に
ふ
さ
わ
し
い
月
の
夕
べ
で
は
な
い
〕、
そ
れ

な
の
に
お
前
は
麗
し
い
妻
を
迎
え
入
れ
る
と
は
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
結
婚
に
ふ
さ
わ
し
い
時
で
な
い
と
言
う
の
で
あ
る

（
今
夕
何
夕
者
、
言
此
夕
何
月
之
夕
乎
、
而
女
以
見
良
人
。
言
非
其
時
（

と
言
い
、
季
節
外
れ
に
嫁
を
娶
っ
た
男
を
詩
人
が
刺
っ
た
句
と
す
る
。『
正
義
』
は
鄭
箋
を
敷
衍
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

鄭
箋
は
…
…
故
に
こ
の
二
句
を
、
娶
っ
た
者
を
責
め
た
言
葉
と
捉
え
た
。『
說
苑
』
に
載
せ
ら
れ
る
…
…
〔
船
頭
が
歌
っ
た
〕

歌
の
意
味
の
ご
と
く
で
あ
れ
ば
、
二
句
は
こ
の
夕
べ
を
美
め
稱
え
た
も
の
と
な
り
、
鄭
箋
の
解
釋
と
は
異
な
っ
て
し
ま
う
が
、
こ

れ
は
船
頭
が
歌
に
込
め
た
思
い
そ
の
も
の
は
あ
る
い
は
本
詩
の
詩
句
か
ら
發
想
し
た
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ

は
引
詩
斷
章
で
あ
り
、
詩
人
が
本
來
言
わ
ん
と
し
た
意
味
と
同
じ
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
（
箋
…
…
故
以
此
二
句
爲
責

娶
者
之
辭
也
。
說
苑
…
…
如
彼
歌
意
則
嘉
美
此
夕
、
與
箋
意
異
者
、
彼
意
或
出
於
此
、
但
引
詩
斷
章
、
不
必
如
本
也
（

『
正
義
』
が
引
用
し
て
い
る
の
は
、
漢
・
劉
向
撰
『
說
苑
』
卷
十
一
「
善
說
」
に
見
え
る
、
楚
の
大
夫
莊
辛
が
襄
成
君
に
言
っ
た
次

の
言
葉
で
あ
る
。

　

あ
な
た
樣
は
、
か
の
鄂
君
子
晳
が
新
波
の
中
に
舟
を
浮
か
べ
た
折
の
こ
と
を
お
聞
き
及
び
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
…
…
鐘
鼓
の
演
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奏
が
終
わ
っ
た
時
、
舟
を
漕
ぐ
越
人
が
楫か
じ

を
抱
え
て
歌
い
出
し
ま
し
た
。
そ
の
歌
詞
は
こ
う
で
し
た
…
…
鄂
君
子
晳
は
、「
私
に

は
越
の
歌
が
わ
か
ら
な
い
の
で
、
あ
な
た
は
試
し
に
楚
の
言
葉
に
譯
し
て
私
に
聞
か
せ
て
く
れ
ま
せ
ん
か
」
と
言
い
ま
し
た
。
そ

こ
で
越
國
の
通
譯
を
召
し
出
し
て
譯
さ
せ
る
と
、
楚
の
言
葉
で
次
の
よ
う
に
言
い
ま
し
た
。

　
　

今
夕
何
夕
兮
搴
舟
中
流　
　
　
　

今
夕
は
何
の
夕
ぞ　

舟
を
中
流
に
搴
る

　
　

今
日
何
日
兮
得
與
王
子
同
舟　
　

今
日
は
何
の
日
ぞ　

王
子
と
舟
を
同
に
す
る
を
得
た
る

（
君
獨
不
聞
夫
鄂
君
子
晳
之
汎
舟
於
新
波
之
中
也
…
…
會
鐘
鼓
之
音
畢
、
榜
枻
越
人
擁
楫
而
歌
。
歌
辭
曰
…
…
鄂
君
子
晳
曰
、
吾

不
知
越
歌
、
子
試
爲
我
楚
說
之
。
於
是
乃
召
越
譯
、
乃
楚
說
之
曰
、
今
夕
何
夕
兮
搴
舟
中
流
。
今
日
何
日
兮
得
與
王
子
同
舟（

11
（

（

船
頭
が
歌
っ
た
歌
の
中
に
「
今
夕
は
何
の
夕
ぞ
」
と
い
う
「
綢
繆
」
と
同
じ
詩
句
が
見
え
る
が
、
そ
れ
は
身
分
の
低
い
身
で
あ
り
な

が
ら
貴
人
の
側
近
く
に
侍
る
光
榮
に
巡
り
合
っ
た
喜
び
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
時
季
外
れ
の
結
婚
を
批
判
し
た
と
鄭
玄
が
解
釋
す

る
「
綢
繆
」
と
は
食
い
違
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
疏
家
は
、
船
頭
は
確
か
に
「
綢
繆
」
の
詩
句
を
用
い
て
歌
を
歌
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は

「
引
詩
斷
章
」、
す
な
わ
ち
斷
章
取
義
に
す
ぎ
ず
、
單
に
表
現
を
借
り
て
用
い
た
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
原
詩
の
意
圖
と
食
い
違
っ
て
い
て

も
不
思
議
で
は
な
い
と
い
っ
て
合
理
化
す
る
。
斷
章
取
義
に
お
い
て
は
原
典
の
内
容
や
作
者
の
意
圖
は
無
視
さ
れ
恣
意
的
に
意
味
が
付

與
さ
れ
る
、
し
た
が
っ
て
原
典
の
解
釋
に
は
何
ら
寄
與
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
い
う
考
え
方
を
、
疏
家
が
持
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

こ
の
よ
う
な
『
正
義
』
の
說
明
を
、
翁
方
綱
は
批
判
す
る
。

　
『
正
義
』
は
、『
說
苑
』
が
載
せ
る
越
人
の
歌
を
「
引
詩
斷
章
」
と
言
う
が
、
そ
れ
は
間
違
っ
て
い
る
。
お
よ
そ
「
引
詩
斷
章
」
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と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
後
世
の
人
が
詩
の
言
葉
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
事
柄
を
論
斷
す
る
た
め
に
、
詩
句
に
別
に
意
味

や
指
し
示
す
事
柄
を
充
て
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
越
人
の
歌
の
ご
と
き
は
、
ど
う
し
て
詩
を
引
用
し
た
も
の
と
言
っ
た
り
、
斷
章

と
見
な
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
（
疏
謂
說
苑
越
人
歌
是
引
詩
斷
章
、
非
也
。
凡
所
謂
引
詩
斷
章
者
、
後
人
援
述
其
詞
以
斷

他
事
、
故
別
推
義
指
耳
。
若
此
越
人
之
歌
、
豈
得
謂
之
引
詩
而
目
爲
斷
章
邪
（	

（『
詩
附
記
』
卷
二
、
一
二
八
頁
（

翁
方
綱
は
、
越
人
の
歌
の
「
今
夕
何
夕
」
を
「
綢
繆
」
か
ら
の
「
引
詩
斷
章
」
と
は
認
め
な
い
。
彼
に
據
れ
ば
、
後
人
が
詩
經
（
な

ど
の
（
の
詩
を
引
用
す
る
時
に
は
、
詩
句
に
こ
と
寄
せ
て
そ
の
時
に
問
題
に
な
っ
て
い
る
事
柄
に
對
す
る
自
分
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と

を
目
的
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
論
評
行
爲
の
一
形
式
と
し
て
機
能
し
て
い
る
で
あ
る
。『
說
苑
』
に
引
か
れ
る
越
人
の
歌
は
、
自

己
の
歡
喜
の
感
情
を
素
樸
に
表
白
し
た
も
の
で
、
何
ら
論
評
の
意
圖
を
含
ん
で
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
今
夕
何
夕
」
の
句
が
「
綢

繆
」
と
共
通
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
單
に
語
句
の
偶
然
の
一
致
に
す
ぎ
ず
、「
引
詩
斷
章
」
に
は
當
た
ら
な
い
、
と
翁
方
綱

は
言
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

越
人
の
歌
は
「
綢
繆
」
解
釋
の
資
料
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
結
論
に
つ
い
て
、『
正
義
』
と
翁
方
綱
は
共
通
し

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
結
論
に
到
る
論
理
は
兩
者
で
ま
っ
た
く
異
な
る
。『
正
義
』
は
、
越
人
の
歌
が
斷
章
取
義
で
あ
り
、
斷
章
取

義
に
付
與
さ
れ
た
意
味
は
恣
意
的
な
も
の
だ
か
ら
解
釋
の
根
據
と
は
な
ら
な
い
と
言
う
。
そ
れ
に
對
し
て
翁
方
綱
は
、
越
人
の
歌
は
斷

章
取
義
で
は
な
い
か
ら
解
釋
の
根
據
と
な
ら
な
い
と
言
う
。
こ
れ
を
逆
に
言
え
ば
、
も
し
こ
れ
が
斷
章
取
義
で
あ
れ
ば
詩
篇
解
釋
の
た

め
の
資
料
と
し
て
の
價
値
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
彼
の
議
論
は
、
斷
章
取
義
の
有
用
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
斷
章

取
義
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
の
境
界
を
嚴
密
に
引
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

翁
方
綱
の
說
は
、
い
か
な
る
意
義
を
持
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
は
、「
綢
繆
」
の
解
釋
史
を
繙
く
必
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要
が
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
漢
唐
詩
經
學
の
解
釋
で
は
「
今
夕
何
夕
」
を
「
今
宵
は
い
っ
た
い
い
つ
の
夜
だ
と
お
前
は
思
っ
て

い
る
の
か
」
と
、
正
し
く
な
い
季
節
に
妻
を
娶
っ
た
者
を
刺
っ
た
句
と
捉
え
た
が
、
こ
れ
に
朱
熹
は
反
對
し
た
。
彼
は
「
詩
序
辨
說
」

で
、

本
詩
は
、
結
婚
し
た
者
が
良
き
相
手
を
手
に
入
れ
て
喜
ん
だ
言
葉
に
過
ぎ
な
い
。
晉
國
の
混
亂
を
刺
っ
た
も
の
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
（
此
但
爲
婚
姻
者
相
得
而
喜
之
詞
、
未
必
爲
刺
晉
國
之
亂
也
（

と
言
い
、
本
詩
に
は
結
婚
し
た
男
女
を
批
判
す
る
氣
持
ち
は
な
い
と
言
い
、『
集
傳
』
で
「
今
夕
何
夕
」
を
次
の
よ
う
に
解
釋
す
る
。

國
が
亂
れ
民
は
貧
し
く
、
男
女
の
中
に
は
結
婚
の
時
期
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
に
よ
う
や
く
婚
儀
を
行
う
こ

と
が
で
き
た
者
が
い
た
。
詩
人
は
、
妻
が
夫
に
語
り
か
け
た
言
葉
を
敍
述
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
…
…
今
宵
は
な
ん
と
い
う
夕
べ
。

こ
う
し
て
よ
き
人
が
私
の
側
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
を
、
思
い
が
け
ず
も
目
の
當
た
り
に
で
き
る
な
ん
て（

11
（

。
こ
う
言
っ
て
さ
ら
に
ま

た
自
分
に
言
う
、
お
前
や
お
前
、
こ
の
よ
き
人
を
ど
う
し
て
あ
げ
よ
う
か
、
と
。
喜
び
感
極
ま
っ
て
、
自
分
で
自
分
を
祝
福
す
る

言
葉
で
あ
る
（
國
亂
民
貧
、
男
女
有
失
其
時
、
而
後
得
遂
其
婚
姻
之
禮
者
。
詩
人
敘
其
婦
語
夫
之
詞
曰
…
…
今
夕
不
知
何
夕
也
。

而
忽
見
良
人
之
在
此
。
既
又
自
謂
曰
、
子
兮
子
兮
、
其
將
奈
此
良
人
何
哉
。
喜
之
甚
而
自
慶
之
詞
也
（

朱
熹
は
、「
今
夕
何
夕
」
を
「
今
宵
は
何
と
い
う
す
ば
ら
し
い
夜
で
あ
る
こ
と
よ
」
と
喜
び
感
極
ま
っ
て
發
せ
ら
れ
た
句
と
と
る
。

主
人
公
を
刺
っ
た
言
葉
と
と
る
か
、
は
た
ま
た
主
人
公
の
歡
喜
の
言
葉
と
と
る
か
、
そ
の
い
ず
れ
を
善
し
と
す
る
か
と
い
う
問
題
が
、
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こ
の
後
の
「
綢
繆
」
解
釋
史
の
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
。
翁
方
綱
は
、「
本
詩
は
、
朱
熹
『
集
傳
』
の
解
釋
が
詩
句
に
素
直
に
沿
っ
て

い
て
妥
當
で
あ
る
（
此
詩
朱
傳
於
文
義
爲
順
（」（『
詩
附
記
』
卷
二
、
一
二
八
頁
（
と
言
い
、
詩
句
解
釋
に
お
い
て
は
朱
熹
の
解
釋
に

從
う（

11
（

。
と
こ
ろ
で
翁
方
綱
は
、『
說
苑
』
の
越
人
が
「
綢
繆
」
の
「
今
夕
何
夕
」
の
句
を
斷
章
取
義
し
た
と
捉
え
た
『
正
義
』
の
說
を
論
難

し
た
が
、
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
の
は
翁
方
綱
が
初
め
て
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
彼
の
時
代
を
遡
る
百
年
ほ
ど
前
の
淸
初
の
詩
經

學
者
も
一
樣
に
「
綢
繆
」
と
越
人
の
歌
と
の
關
係
を
問
題
に
し
て
い
た
。
淸
・
朱
鶴
齡
（
一
六
〇
六
～
一
六
八
三
（
の
『
詩
經
通
義
』

に
次
の
よ
う
に
言
う
。

『
說
苑
』
に
越
人
が
「
今
夕
何
夕
兮
、
得
與
搴
舟
水
流
」
と
歌
っ
た
記
事
を
載
せ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
本
詩
の
「
今
夕
何

夕
」
の
詩
句
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、〔
本
詩
を
〕
思
う
人
に
會
う
こ
と
が
で
き
ず
に
思
慕
す
る
氣
持
を
詠
っ
た

歌
と
解
釋
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
（
說
苑
載
越
人
歌
今
夕
何
夕
兮
、
得
與
搴
舟
水
流
。
正
用
此
詩
今
夕
何
夕
語
。
不
可

云
不
得
見
而
思
之
也
（

淸
・
黃
中
松
（
生
卒
年
不
詳（

11
（

。
本
書
は
四
庫
全
書
に
著
錄
さ
れ
る
（『
詩
疑
辨
證
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

本
詩
の
「
今
夕
何
夕
、
見
此
良
人
」
を
詳
細
に
玩
味
し
て
み
る
と
、「
今
」
と
言
い
「
見
る
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
し

く
今
こ
の
時
に
會
う
こ
と
が
で
き
た
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
の
情
と
し
て
喜
ば
し
い
こ
と
は
、
思
っ
て
い
た
と
お
り
に
起

こ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
喜
び
も
淺
い
。
た
だ
、
絶
望
の
そ
の
最
中
に
、
思
い
が
け
な
く
も
ば
っ
た
り
出
會
う
こ
と
が
で
き
た
な
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ら
ば
、
そ
の
喜
び
は
、
抑
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
も
の
と
な
る
。
朱
熹
の
解
釋
は
、
も
と
よ
り
『
說
苑
』
の
越
人
の
歌
に
基
づ
い
て

い
る
の
で
あ
る
（
細
玩
經
文
今
夕
何
夕
、
見
此
良
人
、
曰
今
曰
見
、
正
言
今
可
得
見
也
。
人
情
可
喜
之
事
、
得
之
意
中
者
、
其
喜

也
淺
。
惟
於
絶
望
之
中
、
忽
然
得
之
望
外
、
則
其
喜
有
不
能
自
勝
者
矣
。
朱
子
之
解
、
固
本
說
苑
越
人
歌
也
（

	

（
卷
三
、「
綢
繆
篇
」（

一
方
、
淸
・
陳
啓
源
（
？
～
一
六
八
九（

11
（

（『
毛
詩
稽
古
編
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

さ
ら
に
本
詩
は
本
來
婚
姻
の
時
期
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
刺
っ
た
も
の
な
の
に
、
朱
熹
『
集
傳
』
は
反
對
に
結
婚
す
る
こ

と
が
で
き
た
後
に
夫
婦
が
語
り
合
っ
た
詩
と
考
え
た
の
は
、
と
り
わ
け
詩
の
意
味
を
捉
え
損
ね
て
い
る
。「
此
の
良
人
を
如
何
せ

ん
」
と
い
う
句
は
、
會
い
た
い
の
に
會
え
な
い
の
で
、
い
っ
た
い
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
は
明
ら

か
で
あ
る
。〔
よ
き
人
に
巡
り
會
っ
た
の
を
〕
喜
び
、
自
ら
祝
福
し
た
句
で
な
ど
あ
る
は
ず
が
な
い
。
朱
熹
が
こ
の
よ
う
な
解
釋

を
し
た
の
は
、
き
っ
と
越
人
が
楫
を
抱
え
て
本
詩
の
「
今
夕
何
夕
」
の
句
を
用
い
て
〔
舟
に
乘
っ
た
貴
人
を
〕
褒
め
稱
え
た
エ
ピ

ソ
ー
ド
に
據
っ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
は
引
詩
斷
章
は
、
必
ず
し
も
本
來
の
意
味
を
守
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

こ
と
を
全
く
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
孔
穎
達
『
正
義
』
が
こ
れ
に
つ
い
て
議
論
し
て
言
っ
た
理
屈
が
當
然
優
れ
て
い

る
（
又
此
詩
本
刺
昏
姻
失
時
、
而
朱
傳
反
以
爲
既
得
昏
姻
、
夫
婦
相
語
、
尤
非
詩
意
。
如
此
良
人
何
、
明
是
欲
見
而
不
得
見
、
無

可
奈
何
之
詞
也
。
安
在
其
喜
而
自
慶
乎
哉
。
朱
子
之
爲
此
解
者
、
殆
因
越
人
擁
楫
歌
用
此
詩
今
夕
何
夕
句
爲
嘉
美
之
談
耳
。
殊
不

知
引
詩
斷
章
不
必
如
本
。
孔
疏
辯
之
理
自
長
矣
（
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朱
鶴
齡
と
黃
中
松
は
、
越
人
の
歌
が
「
綢
繆
」
の
斷
章
取
義
で
あ
る
以
上
、
そ
の
意
境
は
原
詩
の
そ
れ
を
繼
承
し
て
い
る
は
ず
と
考

え
る
。
こ
の
認
識
を
根
據
に
し
て
、
越
人
の
歌
の
意
境
か
ら
逆
に
原
詩
の
意
境
を
類
推
し
、「
綢
繆
」
を
意
中
の
相
手
に
巡
り
合
っ
た

喜
び
を
歌
っ
た
も
の
だ
と
言
う
朱
熹
の
解
釋
は
正
し
い
と
主
張
す
る（

1（
（

。「
朱
子
の
解
は
固も
と

よ
り
『
說
苑
』
の
越
人
の
歌
に
本
づ
く
な

り
」
と
い
う
黃
中
松
の
言
葉
は
興
味
深
い
。
朱
熹
も
自
分
と
同
樣
、
越
人
の
歌
が
「
綢
繆
」
を
も
と
に
し
て
い
る
と
考
え
、
故
に
越
人

の
歌
の
意
境
を
「
綢
繆
」
に
も
當
て
嵌
め
て
そ
の
解
釋
を
導
き
出
し
た
の
だ

―
こ
の
よ
う
に
黃
中
松
は
朱
熹
の
思
路
を
推
測
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
對
し
て
、
陳
啓
源
は
越
人
の
歌
が
「
綢
繆
」
の
斷
章
取
義
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
斷
章
取
義
に
付
與
さ
れ
た
意
味
は
恣
意
的

な
も
の
な
の
で
、
原
詩
の
意
味
を
理
解
す
る
た
め
の
據
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
『
正
義
』
の
說
に
基
づ
い
て
、
朱
熹
の
解
釋
を
否
定
す

る（
11
（

。こ
の
よ
う
に
、
淸
初
詩
經
學
を
代
表
す
る
三
人
の
學
者
は
い
ず
れ
も
越
人
の
歌
が
「
綢
繆
」
の
斷
章
取
義
で
あ
る
と
い
う
『
正
義
』

の
說
を
前
提
と
し
、
そ
の
上
で
「
綢
繆
」
の
「
今
夕
何
夕
」
を
よ
い
伴
侶
を
得
た
喜
び
を
詠
っ
た
と
す
る
朱
熹
の
說
に
あ
る
い
は
贊
成

し
あ
る
い
は
反
對
す
る
た
め
に
、
越
人
の
歌
の
意
境
と
の
關
係
を
合
理
的
に
說
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
彼
ら
の
議

論
は
、
詩
篇
の
本
義
を
探
求
す
る
上
で
斷
章
取
義
が
持
つ
意
義
を
議
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
越
人
の
歌
を
「
綢
繆
」
の
斷
章
取
義
と

し
た
『
正
義
』
の
說
が
、
詩
經
解
釋
學
史
に
大
き
な
影
響
力
を
與
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
翁
方
綱
は
、「
綢
繆
」
詩
の
解
釋
に
つ
い
て
は
朱
熹
の
說
を
正
し
い
と
す
る
。
し
か
し
、
彼
も
越
人
の
歌
に
言
及
す
る
も
の
の
、

淸
初
三
家
と
は
異
な
り
、
そ
れ
を
「
綢
繆
」
の
斷
章
取
義
で
は
な
い
と
す
る
。
彼
は
、
語
句
が
一
致
し
た
り
類
似
し
て
い
る
と
い
う
理

由
で
斷
章
取
義
と
す
る
『
正
義
』
の
說
に
飽
き
足
り
ず
、
そ
れ
だ
け
で
は
斷
章
取
義
で
あ
る
と
は
確
定
で
き
な
い
と
考
え
る
。

彼
に
據
れ
ば
、
斷
章
取
義
と
認
定
す
る
た
め
に
重
要
な
の
は
、
そ
の
詩
句
が
い
っ
た
い
何
の
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と

中国13_縦.indb   134 2020/03/09   18:56:47



135

すべて本義のために

で
あ
る
。
淸
初
三
家
が
意
境
の
共
有
と
い
う
面
か
ら
原
典
と
斷
章
取
義
の
關
係
を
捉
え
よ
う
と
し
た
の
に
對
し
、
翁
方
綱
は
斷
章
取
義

を
詩
人
の
目
的
・
意
圖
と
い
う
局
面
に
お
い
て
捉
え
て
い
る
。
彼
は
、
現
今
の
事
象
に
對
す
る
論
評
を
す
る
た
め
に
先
人
の
詩
句
を
用

い
た
も
の
が
、
斷
章
取
義
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
斷
章
取
義
と
い
う
行
爲
を
論
評
行
爲
の
一
種
と
位
置
付
け
、
論
評
に
資
す
る

た
め
の
修
辭
技
法
と
し
て
斷
章
取
義
を
捉
え
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
翁
方
綱
が
斷
章
取
義
と
い
う
現
象
を
、
從
來
の
詩
經
學
者

よ
り
嚴
密
に
捉
え
る
姿
勢
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（　

ま
と
め

以
上
、
翁
方
綱
『
詩
附
記
』
に
見
え
る
斷
章
取
義
に
關
す
る
經
說
を
檢
討
し
た
。
考
察
を
通
じ
て
、
彼
が
斷
章
取
義
を
樣
々
な
視
點

と
方
法
を
用
い
て
詩
篇
解
釋
に
役
立
て
て
お
り
、
ま
た
そ
の
た
め
に
斷
章
取
義
の
内
包
と
解
釋
上
の
有
効
範
圍
を
確
定
さ
せ
よ
う
と
し

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
具
體
的
に
は
、
翁
方
綱
は
次
の
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
い
る
。

①	　

單
に
詩
句
上
の
一
致
や
類
似
に
よ
っ
て
、
斷
章
取
義
と
認
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
斷
章
取
義
は
、
詩
篇
に
歌
わ
れ
た
内
容

を
用
い
て
、
使
用
者
が
自
己
の
直
面
・
體
驗
す
る
事
件
や
事
象
に
つ
い
て
論
評
行
爲
を
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

②	　

し
た
が
っ
て
、
斷
章
取
義
に
よ
っ
て
付
與
さ
れ
た
意
味
は
、
原
典
に
詠
わ
れ
た
も
の
と
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
上
の
關
連
性
を
持

っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

③	　

①
②
の
條
件
を
滿
た
し
斷
章
取
義
と
認
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
は
原
典
の
詩
篇
を
解
釋
す
る
た
め
の
資
料
と
な
り
得
る
。

具
體
的
に
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
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・
詩
篇
の
語
・
詩
句
の
意
味
を
解
釋
す
る
根
據
と
な
り
得
る
。

・	
詩
篇
の
作
ら
れ
た
狀
況
・
作
者
の
意
圖
を
考
察
す
る
た
め
の
根
據
と
な
り
得
る
（
例
え
ば
、
外
交
の
場
で
斷
章
取
義
さ
れ
た
詩

篇
は
、
原
義
も
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
格
調
・
内
容
を
持
つ
は
ず
で
あ
る
な
ど
（。

④　

斷
章
取
義
は
學
術
的
な
態
度
を
持
っ
た
引
用
で
は
な
い
の
で
、
原
典
の
文
字
校
訂
の
根
據
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
（
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
正
義
』
は
斷
章
取
義
に
よ
っ
て
付
與
さ
れ
た
意
味
は
そ
の
場
限
り
の
恣
意
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と

い
う
認
識
を
示
し
、
い
か
な
る
も
の
が
斷
章
取
義
と
認
定
し
得
る
か
、
斷
章
取
義
は
原
典
と
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
の
偏
差
を
持
ち
得
る
か

に
つ
い
て
は
無
關
心
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
斷
章
取
義
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
原
典
の
そ
れ
と
大
き
く
懸
け
離
れ
て
い
た
と
し
て

も
そ
れ
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
な
く
、
あ
る
意
味
で
斷
章
取
義
は
か
え
っ
て
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
な
說
明
概
念
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
斷
章
取
義
觀
は
朱
熹
に
も
受
け
繼
が
れ
て
い
る
。

翁
方
綱
の
斷
章
取
義
に
對
す
る
議
論
が
し
ば
し
ば
『
正
義
』
や
朱
熹
の
說
に
反
對
す
る
形
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
が
從
來

の
認
識
に
甘
ん
ぜ
ず
斷
章
取
義
の
意
味
を
問
い
直
そ
う
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
で
、
斷
章
取
義
が
詩
篇
の
本
義
を

考
證
す
る
た
め
の
材
料
と
し
て
有
す
る
學
術
的
價
値
を
總
合
的
に
把
握
す
る
に
到
っ
た
。
翁
方
綱
は
斷
章
取
義
を
積
極
的
に
活
用
す
る

た
め
に
、
そ
の
學
問
的
整
備
を
目
指
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る（

11
（

。

た
だ
し
、
筆
者
は
こ
の
よ
う
な
翁
方
綱
の
認
識
が
斷
章
取
義
の
歷
史
的
實
相
を
正
し
く
捉
え
て
い
る
（
逆
に
言
え
ば
、『
正
義
』
や

朱
熹
の
斷
章
取
義
觀
が
誤
っ
て
い
る
（
と
主
張
し
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必

要
で
あ
ろ
う
。
本
稿
の
考
察
は
、
そ
れ
と
は
異
な
る
關
心
に
由
來
す
る
。
そ
れ
は
中
國
の
詩
經
學
者
た
ち
が
、
斷
章
取
義
と
い
う
現
象

が
詩
經
を
解
釋
す
る
た
め
に
い
か
な
る
價
値
を
持
つ
と
考
え
て
い
た
か
、
い
や
む
し
ろ
、
い
か
な
る
價
値
を
持
つ
こ
と
を
期
待
し
て
い
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た
か
と
い
う
關
心
で
あ
る
。
筆
者
の
狙
い
は
、
翁
方
綱
を
恰
好
の
ス
タ
デ
ィ
ケ
ー
ス
と
し
て
こ
の
問
題
に
切
り
込
む
こ
と
に
あ
る
。

『
詩
附
記
』
は
未
刊
の
書
で
あ
っ
た（

11
（

。
こ
れ
を
考
え
れ
ば
、
翁
方
綱
の
斷
章
取
義
說
が
同
時
代
お
よ
び
後
代
に
對
し
て
大
き
な
影
響

力
を
持
っ
た
と
い
う
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
れ
は
個
々
の
經
說
自
體
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
觀
點
か
ら
評

價
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
も
言
え
な
い
。
本
稿
の
論
述
の
中
で
折
々
指
摘
し
た
が
、
し
ば
し
ば
歐
陽
脩
以
來
の
諸
家
の
著
述
に
『
詩
附

記
』
と
同
樣
の
說
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
斷
章
取
義
に
對
す
る
認
識
の
多
く
は
、
翁
方
綱
の
獨
創
に
な
る
も
の
で

は
な
く
、
先
人
た
ち
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
て
い
た
の
を
繼
承
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

筆
者
は
、
む
し
ろ
翁
方
綱
の
斷
章
取
義
說
が
典
型
的
性
格
を
備
え
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
い
。
多
樣
な
先
行
研
究
を
繼
承
し
て
成

り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
翁
方
綱
に
先
立
っ
て
、
斷
章
取
義
に
對
す
る
關
心
が
詩
經
解
釋
學
史
上
に
普
遍
的
に
存
在
し
て
い
た
、

多
く
の
詩
經
學
者
が
『
正
義
』
の
單
純
な
概
括
に
飽
き
足
り
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
點
で
斷
章
取
義
を
見
つ
め
直
し
自
己
の
研
究
に
取
り

入
れ
て
い
た
こ
と
を
表
す
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
は
翁
方
綱
の
經
說
を
導
き
の
糸
と
し
て
、
歷
代
の
詩
經
學
者
達
が
斷
章
取
義
に
對
し

て
半
ば
無
自
覺
の
う
ち
に
有
し
て
い
た
認
識
、
一
言
で
言
え
ば
中
國
の
詩
經
學
者
た
ち
が
、
斷
章
取
義
に
何
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
た

か
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
、
中
國
の
詩
經
解
釋
學
史
を
形
成
し
た
中
心
的
思
惟
が
何
で
あ
っ
た

の
か
を
考
え
る
端
緒
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
筆
者
が
「
詩
經
解
釋
學
史
」
と
言
う
時
、
そ
の
視
野
に
は
『
正
義
』
や
朱
熹
も
入
っ
て
い
る
。
確
か
に
、
朱
熹
に
は
斷
章
取

義
に
付
與
さ
れ
た
意
味
が
恣
意
的
で
あ
り
詩
篇
解
釋
の
根
據
と
は
な
ら
な
い
と
す
る
發
言
が
多
い
。
し
か
し
、
筆
者
が
以
前
考
察
し
た

と
こ
ろ
で
は
、
朱
熹
『
詩
集
傳
』
に
お
い
て
衞
風
「
淇
奧
」
の
「
切
磋
琢
磨
」
の
語
に
與
え
ら
れ
た
注
釋
に
は
、『
論
語
』
と
『
大

學
』
二
書
に
本
詩
が
斷
章
取
義
さ
れ
て
付
與
さ
れ
て
い
る
意
味
が
融
合
さ
れ
て
い
た（

11
（

。
第
（
節
で
取
り
上
げ
た
小
雅
「
我
行
其
野
」
で

は
、『
論
語
』
の
異
文
を
用
い
て
、
詩
經
の
詩
篇
の
文
字
を
讀
み
替
え
て
解
釋
を
行
い
、
事
實
上
、
字
句
校
勘
の
根
據
と
し
て
斷
章
取
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義
を
用
い
て
お
り
、
ま
た
詩
句
の
意
味
も
『
論
語
』
の
文
脈
に
合
わ
せ
る
形
で
解
釋
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
發
言
と
は
異
な
り
、
實
際
の

詩
經
解
釋
で
は
む
し
ろ
斷
章
取
義
を
活
用
し
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、『
正
義
』
も
「
切
磋
琢
磨
」
を
「
大
學
」
の
斷
章
取
義
を
取
り
入
れ
て
解
釋
し
て
い
る（

11
（

。
ま
た
、
第
（
節
で
檢
討
し
た
よ
う

に
、
鄭
玄
が
「
緜
」
第
八
章
に
つ
い
て
太
王
で
は
な
く
文
王
の
事
蹟
が
歌
わ
れ
て
い
る
と
解
釋
し
た
の
も
、
あ
る
い
は
『
孟
子
』
の
斷

章
取
義
を
そ
の
ま
ま
取
り
込
ん
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
斷
章
取
義
だ
か
ら
本
義
解
釋
の
參
考
に
な
ら
な
い
と
し
て
排
除
す
る
の
も
、
や
は
り
本
義
解
明
と
い
う
觀
點
か
ら

斷
章
取
義
を
見
て
い
る
の
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
中
國
詩
經
學
史
に
お
い
て
は
、
本
義
解
明
に
ど
れ
ほ
ど
有
用
か

と
い
う
見
地
か
ら
斷
章
取
義
の
價
値
を
測
る
態
度
が
終
始
優
勢
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
思
う
。

こ
れ
に
基
づ
け
ば
、
翁
方
綱
の
斷
章
取
義
說
は
、
中
國
詩
經
學
に
流
れ
續
け
る
學
術
的
志
向
を
受
け
繼
ぎ
、
歷
代
の
諸
家
に
よ
っ
て

詩
篇
の
本
義
を
考
察
す
る
た
め
に
斷
章
取
義
を
利
用
し
て
生
み
出
さ
れ
た
經
說
が
、
詩
經
注
釋
中
に
散
在
す
る
の
を
取
捨
選
擇
し
な
が

ら
受
容
消
化
し
、
詩
篇
解
釋
の
方
法
論
と
し
て
機
能
し
得
る
一
貫
性
・
總
合
性
を
有
す
る
學
說
に
ま
と
め
上
げ
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
學

術
的
意
義
が
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

（　

日
中
詩
經
學
に
お
け
る
斷
章
取
義
說
の
差
異
に
つ
い
て
の
見
通
し

そ
の
一
方
で
、
翁
方
綱
、
ひ
い
て
は
大
多
數
の
中
國
の
詩
經
學
者
た
ち
に
は
、
斷
章
取
義
を
そ
の
本
質
的
性
格
で
あ
る
「
用
詩
の

意
」
の
多
樣
性
と
い
う
面
か
ら
探
求
す
る
志
向
は
薄
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
點
に
お
い
て
、
日
本
江
戸
期
の
學
者
と
は
鮮
明
な
對

照
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
、
土
田
健
次
郎
・
張
文
朝
・
高
山
大
毅
三
氏
の
研
究
を
踏
ま
え
、
伊
藤
仁
齋
と
荻
生
徂
徠
の
斷
章
取
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義
認
識
を
例
に
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

伊
藤
仁
齋
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

棠と
う
て
い棣

の
詩
は
淫
奔
の
辭
な
り
。
夫
子
こ
れ
を
取
っ
て
、
も
っ
て
道
の
甚
だ
邇ち
か

き
こ
と
を
明
か
す
（
棠
棣
之
詩
淫
奔
之
辭
也
。
夫

子
取
之
以
明
道
之
甚
邇
）�

（『
語
孟
字
義
』
卷
下
「
詩
」）
（3
（

）

第
3
節
で
見
た
よ
う
に
、
姚
際
恆
・
戴
震
・
翁
方
綱
は
、
鄭
風
「
褰
裳
」
が
正
式
な
外
交
の
場
で
斷
章
取
義
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

そ
の
原
義
が
高
雅
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
と
し
て
、
本
詩
を
淫
奔
詩
と
す
る
朱
熹
の
解
釋
に
反
對
し
た
。
一
方
伊
藤
仁
齋
は
、

「
棠
棣
」（
逸
詩
）
の
詩
は
本
來
は
淫
詩
で
あ
る
の
だ
が
、
孔
子
が
道
理
を
說
く
た
め
に
斷
章
取
義
し
て
使
っ
た
と
言
い
、
姚
・
戴
・
翁

の
よ
う
に
斷
章
取
義
の
意
味
や
品
格
が
原
詩
と
對
應
す
る
と
は
考
え
な
い
。
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

し
か
れ
ど
も
詩
の
用
、
も
と
作
者
の
本
意
に
在
ら
ず
し
て
、
讀
む
者
の
感
ず
る
と
こ
ろ
い
か
ん
と
い
う
に
在
り
。
け
だ
し
詩
の

情
、
千
彙
萬
態
、
い
よ
い
よ
出
で
て
い
よ
い
よ
窮
ま
り
無
し
。
高
き
者
は
こ
れ
を
見
れ
ば
、
す
な
わ
ち
こ
れ
が
た
め
に
高
く
、
卑ひ
く

き
者
は
こ
れ
を
見
れ
ば
、
す
な
わ
ち
こ
れ
が
た
め
に
卑
し
。
圓
た
り
方
た
り
、
そ
の
遇
す
る
と
こ
ろ
に
隨
う
。
あ
る
い
は
大
あ
る

い
は
小
、
そ
の
見
る
と
こ
ろ
に
從
う
（
然
而
詩
之
用
、
本
不
在
作
者
之
本
意
。
而
在
讀
者
之
所
感
如
何
。
蓋
詩
之
情
、
千
彙
萬
態
、

愈
出
愈
無
窮
。
高
者
見
之
、
則
爲
之
高
、
卑
者
見
之
、
則
爲
之
卑
。
爲
圓
爲
方
、
隨
其
所
遇
。
或
大
或
小
、
從
其
所
見
）�（
同
上
）

土
田
健
次
郎
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
伊
藤
仁
齋
は
斷
章
取
義
を
詩
經
の
多
樣
で
自
由
な
讀
解
の
典
型
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る）
（3
（

。
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仁
齋
の
說
は
明
・
鍾
惺
の
「『
詩
』
は
活
物
な
り（

11
（

」
と
い
う
詩
經
觀
を
受
け
繼
い
だ
も
の
だ
が
、
詩
經
が
「
活
物
」
た
り
得
る
の
は
、

讀
者
の
主
體
的
な
讀
解
行
爲
に
大
き
く
依
存
す
る
と
考
え
て
い
た
と
張
文
朝
氏
は
言
う（

11
（

。
右
に
擧
げ
た
「
棠
棣
」
に
つ
い
て
の
仁
齋
の

發
言
は
、
彼
が
詩
經
の
讀
者
の
讀
解
の
自
由
度
を
き
わ
め
て
大
き
く
見
積
も
っ
て
い
た
こ
と
、
斷
章
取
義
は
讀
者
に
よ
る
多
樣
で
自
由

な
讀
解
の
典
型
と
捉
え
て
い
た
こ
と
を
よ
く
表
す
。
張
文
朝
氏
は
、
ま
た
次
の
よ
う
に
言
う
。

一
詩
全
體
か
ら
で
も
、
あ
る
い
は
詩
の
一
、
二
句
か
ら
で
も
、
古
人
は
自
身
の
詩
經
の
「
情
」
に
つ
い
て
の
認
識
を
發
揮
し
て
、

詩
の
本
義
を
自
分
が
表
現
し
た
い
思
想
に
轉
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
、
仁
齋
は
考
え
る
（
仁
齋
認
爲
不
管
是
就
一
整
首
詩
篇
、

還
是
就
詩
中
的
一
、
二
句
子
、
古
人
都
能
發
揮
其
對
『
詩
』
之
情
的
掌
握
、
由
詩
之
本
義
轉
用
成
自
己
想
要
表
達
的
思
想（

1（
（

（。

　

簡
單
に
言
え
ば
、
こ
れ
が
「
斷
章
取
義
」
と
い
う
方
法
で
あ
り
、『
童
子
問
』
の
中
で
、「
各
經
の
大
意
」
に
つ
い
て
の
問
い
に

答
え
る
時
、
彼
は
「
古
書
に
『
詩
』
を
引
く
者
は
、
斷
章
取
義
多
し
。
蓋
し
古
人
『
詩
』
を
用
い
る
の
通
法
な
り
。
此
れ
亦
た

『
詩
』
を
讀
む
者
の
當
に
知
る
べ
き
所
な
り
」
と
こ
の
方
法
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
（
簡
言
之
、
卽
是
「
斷
章
取
義
」
之
方
法
、

而
此
方
法
直
到
他
在
『
童
子
問
』
中
囘
答
「
各
經
之
大
意
」
之
問
時
、
纔
囘
答
說
、「
古
書
引
『
詩
』
者
、
多
斷
章
取
義
、
蓋
古

人
用
『
詩
』
之
通
法
也
、
此
亦
讀
『
詩
』
者
之
所
當
知
也（

11
（

（。

伊
藤
仁
齋
に
よ
っ
て
見
出
だ
さ
れ
た
斷
章
取
義
の
意
義
は
、
翁
方
綱
を
は
じ
め
と
す
る
中
國
の
學
者
に
よ
る
そ
れ
と
大
き
く
異
な
っ

て
い
る
。
邶
風
「
柏
舟
」
第
四
章
の
「
憂
ふ
る
心
悄
悄
た
り
、
群
小
に
慍い
か

ら
る
（
憂
心
悄
悄
、
慍
于
群
小
（」
の
句
の
、
孟
子
に
よ
る

斷
章
取
義
を
例
に
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
伊
藤
仁
齋
は
、『
語
孟
字
義
』
卷
下
「
詩
」
の
中
で
本
句
を
取
り
上
げ
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
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「
憂
心
悄
悄
た
り
、
群
小
に
慍
ま
る
る
」
は
、
衛
の
莊
姜
の
そ
の
君
に
獲
ら
れ
ざ
る
を
怨
む
る
な
り
。
孟
子
こ
れ
を
引
い
て
、

も
っ
て
孔
子
の
事
と
す
…
…
學
者
こ
れ
を
觀
て
、
も
っ
て
詩
を
讀
む
の
法
を
悟
る
べ
し
（
憂
心
悄
悄
、
慍
于
群
小
、
衛
莊
姜
之
怨

不
獲
於
其
君
也
。
孟
子
引
之
、
以
爲
孔
子
之
事
…
…
學
者
觀
此
、
可
以
悟
讀
詩
之
法
矣
（

『
孟
子
』「
盡
心
下
」
に
、

『
詩
』
に
「
憂
ふ
る
心
悄
悄
た
り
、
群
小
に
慍い
か

ら
る
」
と
云
ふ
は
、
孔
子
な
り
（
詩
云
、
憂
心
悄
悄
、
慍
于
群
小
、
孔
子
也
（

と
言
う
。
世
に
受
け
入
れ
ら
れ
ず
小
人
た
ち
に
誹
謗
中
傷
さ
れ
る
孤
高
の
人
間
の
悲
し
み
を
詠
っ
た
こ
の
句
が
、
ま
る
で
孔
子
の
身
の

上
を
詠
っ
た
か
の
よ
う
だ
と
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
後
人
は
こ
の
孟
子
の
言
葉
を
模
範
と
す
る
こ
と
で
、
詩
篇
を
よ
り
よ
い
讀
解
す
る

た
め
の
秘
訣
を
摑
む
こ
と
が
で
き
る
、
と
仁
齋
は
言
い
、
孟
子
の
斷
章
取
義
を
理
想
的
讀
解
と
し
て
顯
彰
す
る
。
斷
章
取
義
と
い
う
行

爲
を
過
去
の
遺
物
で
は
な
く
、
自
分
を
含
む
現
在
未
來
の
人
間
の
讀
書
行
爲
に
直
結
す
る
も
の
と
捉
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

第
（
節
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
李
光
地
・
翁
方
綱
も
、
大
雅
「
緜
」
の
考
證
に
お
い
て
、
孟
子
に
よ
る
「
憂
心
悄
悄
、
慍
于
群
小
」

の
斷
章
取
義
を
取
り
上
げ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
意
圖
は
、「
緜
」
第
八
章
を
文
王
を
詠
っ
た
も
の
と
す
る
諸
家
に
對
す
る
反
證
と
す

る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
二
句
を
孟
子
が
孔
子
に
繫か

け
た
の
は
斷
章
取
義
で
あ
り
原
典
の
本
義
で
は
な
い
と
指
摘
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
と
竝
べ
て
「
緜
」
の
詩
句
を
引
用
し
、「『
肆
か
る
が
ゆ
へに

厥そ

の
慍い
か

り
を
殄た

た
ざ
る
も
、
亦
た
厥そ

の
問
を
隕お
と

さ
ず
』
は
文

王
な
り
」
と
文
王
に
繫
け
た
の
も
、
同
じ
く
本
義
を
捉
え
る
根
據
に
は
な
り
得
な
い
こ
と
を
證
明
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ

て
は
、
斷
章
取
義
は
古
人
の
言
說
を
考
證
す
る
た
め
の
資
料
と
し
て
の
み
機
能
し
て
お
り
、
仁
齋
の
ご
と
く
斷
章
取
義
そ
れ
自
體
が
持
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つ
意
味
生
成
能
力
に
注
目
す
る
態
度
は
見
ら
れ
な
い
。

荻
生
徂
徠
も
、
斷
章
取
義
に
仁
齋
と
同
樣
の
意
義
を
見
出
し
て
い
る
。
高
山
大
毅
氏
は
、
荻
生
徂
徠
の
詩
經
觀
を
論
じ
る
中
で
、

徂
徠
の
考
え
る
「
人
情
」
や
「
風
俗
」
の
理
解
と
は
、「
心
に
移
り
」、「
わ
が
心
が
行
き
わ
た
」
る
と
い
っ
た
言
葉
か
ら
分
か

る
よ
う
に
、
對
象
に
深
く
入
り
こ
ん
で
、
そ
の
感
情
の
あ
り
方
を
わ
が
身
に
引
き
受
け
、
内
在
的
に
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る（

11
（

。

と
言
い
、
徂
徠
に
と
っ
て
、
詩
經
を
讀
む
と
い
う
こ
と
は
、
立
場
に
よ
っ
て
異
な
る
人
々
の
感
情
の
あ
り
か
た
を
内
在
的
に
理
解
す
る

た
め
の
行
爲
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、

　

徂
徠
に
よ
れ
ば
、「
詩
」
に
は
、「
定
義
」
つ
ま
り
定
ま
っ
た
意
味
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
詩
」
が
作
ら
れ
た
具
體
的
背
景
を

述
べ
た
も
の
と
傳
え
ら
れ
る
「
詩
序
」
も
解
釋
の
一
例
に
過
ぎ
な
い
。
よ
っ
て
「
詩
」
の
語
に
通
常
と
異
な
る
意
味
を
持
た
せ
て

用
い
る
こ
と
は
、「
詩
」
句
の
誤
用
で
は
な
く
、
稱
讃
さ
れ
る
べ
き
活
用
で
あ
る（

11
（

。

と
言
い
、
古
代
に
お
い
て
「
詩
」
は
自
己
の
考
え
に
合
わ
せ
、
思
い
通
り
に
「
斷
章
取
義
」
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
す
る（

11
（

。
こ
こ
で
、
荻

生
徂
徠
が
詩
序
を
斷
章
取
義
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
捉
え
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
詩
經
を
讀
む
こ
と
の
意
義
が
多
樣
な
人
間
の
感
情
の

あ
り
か
た
を
内
在
的
に
知
る
こ
と
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
詩
人
や
聖
人
の
感
情
と
、
後
世
の
樣
々
な
人
間
の
感
情
と
は
、
關
心
の
對
象
と

し
て
同
列
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
詩
の
本
義
（
作
詩
の
意
・
聖
人
の
志
（
を
傳
え
た
詩
序
と
、
後
世
の
人
た
ち
が
詩

を
自
分
た
ち
の
狀
況
に
合
わ
せ
て
用
い
た
斷
章
取
義
と
の
間
に
、
價
値
的
差
異
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
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以
上
の
よ
う
な
、
伊
藤
仁
齋
・
荻
生
徂
徠
の
斷
章
取
義
說
は
、
彼
ら
が
詩
經
の
「
用
詩
」
の
局
面
を
重
視
し
た
こ
と
の
一
貫
と
し
て

あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
詩
經
を
讀
む
こ
と
は
、
詩
篇
を
自
分
た
ち
の
生
に
關
わ
る
も
の
と
し
て
主
體
的
に
捉
え
よ
う
と
い
う
意
欲
の
表

れ
で
あ
り
、
斷
章
取
義
は
詩
篇
を
自
分
た
ち
の
生
に
よ
り
深
く
關
わ
ら
せ
る
た
め
の
方
法
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
斷
章
取
義
は
詩
の
原

義
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、
そ
れ
自
體
獨
立
し
た
價
値
を
持
つ
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
作
者
の
意
か
ら
離
れ
て
、
用

詩
者
そ
の
も
の
に
視
點
を
据
え
て
、
意
味
の
多
樣
性
を

―
す
な
わ
ち
原
義
か
ら
の
跳
躍
の
樣
相
を

―
評
價
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
が

見
ら
れ
る
。
用
詩
の
多
樣
性
そ
の
も
の
に
、
詩
篇
に
秘
め
ら
れ
た
豐
饒
な
可
能
性
が
現
れ
る
。
仁
齋
・
徂
徠
は
、
斷
章
取
義
を
自
分
た

ち
の
生
き
る
現
在
か
ら
未
來
に
向
け
て
續
い
て
い
く
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
樣

の
認
識
は
後
の
伊
藤
東
涯
や
大
田
錦
城
に
も
見
ら
れ
る（

11
（

。

こ
れ
に
對
し
て
、
翁
方
綱
も
斷
章
取
義
を
用
詩
の
問
題
と
し
て
重
視
し
て
い
る
が
、
し
か
し
着
眼
の
し
か
た
は
仁
齋
・
徂
徠
と
大
き

く
異
な
っ
て
い
て
、
斷
章
取
義
を
過
去
の
完
結
し
た
現
象
と
し
て
客
體
化
し
て
捉
え
て
い
る
。

翁
方
綱
は
、
儀
式
の
場
で
斷
章
取
義
さ
れ
た
「
祈
父
」「
褰
裳
」
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
意
味
や
格
調
を
備
え
て
い
る
は
ず
だ
と

考
え
た
。
彼
は
、
斷
章
取
義
し
た
人
物
、
歌
わ
れ
た
狀
況
、
背
景
な
ど
と
、
原
詩
の
作
者
、
作
詩
の
狀
況
と
意
圖
と
の
間
に
は
對
應
關

係
が
存
在
す
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
き
、
用
詩
の
場
を
具
體
的
に
考
察
す
る
こ
と
で
、
詩
篇
の
意
味
を
測
定
で
き
る
と
考
え
る
。
彼
に

と
っ
て
は
、
斷
章
取
義
し
た
者
が
ど
れ
だ
け
詩
篇
の
作
者
の
意
を
斷
章
取
義
に
反
映
さ
せ
て
い
た
か
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
斷
章
取
義

は
古
い
時
代
の
用
詩
で
あ
る
が
故
に
、
原
詩
に
對
す
る
そ
の
理
解
は
後
世
の
人
間
よ
り
信
頼
が
置
け
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
翁
方
綱
は
斷
章
取
義
を
内
に
含
む
「
用
詩
」
と
い
う
行
爲
を
、
あ
く
ま
で
詩
篇
の
本
義
を
把
握
す
る
た

め
の
資
料
と
し
て
い
か
に
機
能
す
る
か
と
い
う
視
點
か
ら
見
て
い
る
。
こ
れ
は
、
本
稿
で
見
た
翁
方
綱
以
外
の
中
國
の
學
者
に
も
言
え

る
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
詩
經
を
讀
む
の
は
、
な
に
よ
り
も
そ
の
本
義
を
把
握
す
る
の
が
目
的
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
詩
篇
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は
研
究
對
象
と
し
て
、
靜
的
な
客
體
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
故
に
、
斷
章
取
義
も
原
義
と
の
關
わ
り
に
お
い
て
の
み
意
義
を
有
す
る
と

捉
え
ら
れ
、
本
義
を
解
明
す
る
た
め
の
資
料
と
い
う
見
地
か
ら
、
そ
の
有
用
性
が
測
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
認
識
は
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
翁
方
綱
ら
中
國
の
詩
經
學
者
に
と
っ
て
、
詩
經
は
人
々
に
普
遍
的
な
道
德
を

敎
え
る
存
在
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
な
に
よ
り
も
詩
篇
の
本
義
を
讀
み
取
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
本
義
（
作
詩
の
意
・
聖
人
の

志
（
と
斷
章
取
義
と
の
間
に
は
比
較
に
な
ら
な
い
價
値
の
差
異
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
義
追
求
へ
の
志
向
が
あ
ま
り
に
強
か
っ
た
た
め
、

斷
章
取
義
と
い
う
現
象
そ
の
も
の
を
關
心
の
對
象
と
し
て
捉
え
る
姿
勢
が
育
た
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
仁
齋
・
徂
徠
と
、
翁
方
綱
を
は
じ
め
と
す
る
中
國
の
詩
經
学
者
の
斷
章
取
義
觀
の
差
異
は
、「
用
詩
」

を
い
か
に
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
を
廻
る
日
中
の
詩
經
學
者
の
認
識
の
違
い
に
收
斂
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
詩
經
に
何
を
求
め
る
か

に
つ
い
て
の
認
識
の
違
い
に
繫
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
江
戸
時
代
の
學
者
は
自
分
た
ち
の
詩
經
觀
が
鍾
惺
を
代
表
と
す
る
明
代
の
詩

經
學
者
の
言
說
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る（

11
（

。
中
國
に
も
「
用
詩
」
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
存
在
し
て
い
る

の
で
あ
る（

11
（

。
し
か
し
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
淸
朝
の
學
者
か
ら
は
明
代
の
斷
章
取
義
說
の
痕
跡
を
伺
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
じ
く
明

代
の
斷
章
取
義
說
の
後
に
出
て
き
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
兩
國
に
お
け
る
差
異
は
な
ぜ
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
明

代
の
學
者
に
よ
る
斷
章
取
義
に
つ
い
て
の
解
釋
認
識
は
、
日
中
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
ど
の
よ
う
な
消
長
を
遂
げ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
高
山
氏
は
、
仁
齋
・
徂
徠
の
斷
章
取
義
觀
は
、
和
歌
な
ど
の
傳
統
文
學
の
影
響
、
あ
る
い
は
俗
文
學
を
含
む
當
時
の
文
藝
の

手
法
と
密
接
に
關
わ
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る（

11
（

、
こ
の
問
題
が
、
彼
我
の
文
學
的
傳
統
に
深
く
根
ざ
し
て
お
り
、
詩
經
を
文
藝
全
體
と
い

う
視
野
に
お
い
て
見
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
考
察
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
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さ
ら
に
、
本
稿
で
行
っ
た
日
中
の
斷
章
取
義
觀
比
較
は
、
扱
っ
た
資
料
に
非
對
稱
性
が
あ
っ
た
。
中
國
の
學
者
の
著
述
に
つ
い
て
は

そ
の
詩
經
注
釋
書
を
主
た
る
考
察
の
對
象
に
し
た
。
こ
れ
ら
は
著
述
の
性
格
上
、
自
ず
か
ら
詩
篇
の
本
義
そ
の
も
の
に
焦
点
が
當
た
る

だ
ろ
う
。
こ
れ
に
對
し
て
、
日
本
の
學
者
を
見
る
時
に
用
い
た
の
は
、
彼
ら
の
儒
學
に
つ
い
て
の
總
論
的
文
章
あ
る
い
は
『
論
語
』
の

注
釋
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
斷
章
取
義
と
い
う
行
爲
そ
れ
自
體
に
ス
ポ
ッ
ト
が
當
た
る
こ
と
に
な
る
。
取
り
上
げ
方
や
關
心
の
置
き

所
が
異
な
る
の
だ
か
ら
、
そ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
事
柄
が
異
な
る
の
も
當
然
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
な
お
日
中
の
斷
章
取
義
に
對
す
る
志
向
は
異
な
る
と
感
じ
ら
れ
る
。
中
國
の
學
者
の
經
說
に

見
え
る
志
向
か
ら
は
、
仁
齋
や
徂
徠
の
よ
う
な
斷
章
取
義
に
對
す
る
興
味
は
引
き
出
さ
れ
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
印
象
の
當

否
を
檢
證
す
る
た
め
に
は
、
斷
章
取
義
に
つ
い
て
の
思
考
を
廣
く
詩
經
注
釋
以
外
の
文
獻
か
ら
も
見
渡
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。

日
本
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
仁
齋
・
徂
徠
お
よ
び
彼
ら
の
學
統
に
列
な
る
學
者
の
詩
經
注
釋
に
徵
し
て
、
本
稿
で
見
た
よ

う
な
斷
章
取
義
觀
・
詩
經
觀
は
詩
經
そ
の
も
の
に
對
し
て
も
維
持
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
逆
に
、
斷
章
取
義
を
詩
篇
の
本
義
を
突

き
止
め
る
た
め
の
證
據
と
し
て
用
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
考
察
も
他
日
を
期
し
た
い
。

注（
（
（『
詩
本
義
』
召
南
「
騶
虞
」
本
義
に
、「
國
君
順
時
畋
于
騶
囿
之
中
、
蒐
索
害
田
之
獸
、
其
騶
囿
之
虞
官
乃
翼
驅
五
田
豕
、
以
待
君
之

射
」
と
言
い
、「
騶
虞
」
を
役
人
と
と
っ
て
い
る
。

（
（
（
淸
・
王
先
謙
『
詩
三
家
義
集
疏
』
召
南
「
騶
虞
」
詩
題
下
注
に
、「
魯
、
韓
說
曰
、
騶
虞
、
天
子
掌
鳥
獸
官
」
と
あ
り
、
疏
に
こ
れ
が

『
周
禮
』「
鍾
師
」
疏
・
許
愼
『
五
經
異
義
』
に
基
づ
く
と
言
う
。
翁
方
綱
が
何
に
基
づ
い
て
こ
の
語
釋
を
齊
詩
の
說
と
し
た
か
は
不
詳
。
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（
（
（
淸
・
孫
希
旦
『
禮
記
集
解
』（
沈
嘨
寰
・
王
星
賢
點
校
、
十
三
經
淸
人
注
疏
、
中
華
書
局
、
一
九
八
九
（
一
四
三
九
頁
を
參
考
に
し
て
譯

し
た
。

（
（
（
筆
者
は
、『
逸
周
書
彙
校
集
注
』（
黃
懷
信
等
撰
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
五
（
卷
七
「
王
會
解
第
五
十
九
（
に
よ
っ
て
確
認
し
た
が
、

當
該
文
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。

（
（
（
本
例
で
、『
正
義
』
が
「
射
注
及
答
志
、
皆
喻
得
賢
多
、
引
詩
斷
章

0

0

0

0

也
」
と
い
う
の
を
翁
方
綱
は
取
り
上
げ
て
「
射
義
云
、
樂
官
備
、
非

斷
章
取
義

0

0

0

0

也
。」
と
言
う
。
ま
た
、
大
雅
「
緜
」『
詩
附
記
』
に
、「
觀
孟
子
肆
不
殄
厥
慍
、
亦
不
隕
厥
問
、
文
王
也
。
是
引
詩
斷
章
取
義

0

0

0

0

0

0

、

則
此
詩
本
指
大
王
可
知
矣
」（
卷
六
、
三
四
一
頁
（
と
言
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
彼
の
意
識
で
は
「
引
詩
斷
章
」
と
「
斷
章
取
義
」

が
同
義
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
本
稿
は
こ
れ
に
從
う
。

（
6
（
例
え
ば
、
邶
風
「
匏
有
苦
葉
」『
正
義
』
に
「
韋
昭
注
云
…
…
取
匏
供
濟
、
與
此
傳
不
同
者
、
賦
詩
斷
章
也
」
と
言
い
、
小
雅
「
無
羊
」

『
正
義
』
に
、「
易
中
孚
卦
曰
豚
魚
吉
者
…
…
如
彼
注
意
以
豚
魚
喻
小
民
與
此
乖
者
…
…
此
則
斷
章
取
義
故
不
同
也
」
と
言
い
、
大
雅
「
文

王
有
聲
」『
正
義
』
に
、「
禮
記
引
此
詩
、
彼
註
云
、
武
王
築
而
成
之
、
與
此
異
者
、
引
詩
斷
章
多
異
於
本
」
と
言
う
な
ど
。

（
（
（
朱
熹
は
、
斷
章
取
義
が
恣
意
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
た
。『
四
書
或
問
』
卷
二
七
「
孟
子
」
卷
二
に
次
の
よ
う
に
言

う
。

曰
、「『
畏
天
之
威
、
于
時
保
之
』、
此
周
頌
（「
我
將
」（
之
言
、
保
天
下
之
事
也
。
而
以
畏
天
爲
言
、
何
哉
」。
曰
、「
聖
賢
之
言
、

各
有
攸
當
、
彼
以
成
王
而
言
、
則
固
以
畏
天
而
能
保
文
武
之
天
下
矣
。
且
古
人
引
詩
、
斷
章
取
義
、
固
不
如
是
之
拘
也
」（『
朱
氏
全

書
』
第
六
册
、
九
二
八
頁
（

　
　
　

そ
れ
故
、
原
典
の
解
釋
の
た
め
の
資
料
と
い
う
見
地
か
ら
は
重
要
視
し
て
い
な
か
っ
た
。『
孟
子
』「
滕
文
公
上
」
の
「
魯
頌
曰
、『
戎

狄
是
膺
、
荊
舒
是
懲
』。
周
公
方
且
膺
之
、
子
是
之
學
、
亦
爲
不
善
變
矣
」
に
つ
い
て
朱
熹
『
集
注
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

魯
頌
閟
宮
之
篇
也
…
…
按
今
此
詩
爲
僖
公
之
頌
、
而
孟
子
以
周
公
言
之
、
亦
斷
章
取
義
也
。

　
　
　

ま
た
、
正
し
い
解
釋
に
と
っ
て
阻
害
要
因
に
な
り
か
ね
な
い
と
警
戒
も
し
て
い
た
。

序
之
失
如
上
篇
（「
行
葦
」（。
蓋
亦
爲
孟
子
斷
章
所
誤
爾
（
大
雅
「
既
醉
」「
辨
說
」（

思
一
章
幾
機
二
字
無
異
義
。
舉
易
一
句
者
特
斷
章
取
義
以
解
上
文
（『
語
類
』
卷
九
四
、
周
子
之
書
、
通
書
、
思
、
第
六
册
二
四
〇
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〇
頁
（

　
　
　

本
文
第
（
節
に
引
用
し
た
「
褰
裳
」「
辨
說
」
も
參
照
の
こ
と
。

　
　
　

古
典
解
釋
を
離
れ
て
一
般
論
と
し
て
も
斷
章
取
義
を
否
定
的
に
見
て
い
た
こ
と
を
表
す
發
言
も
あ
る
。

辭
欲
巧
、
乃
斷
章
取
義
。
有
德
者
言
雖
巧
、
色
雖
令
無
害
。
若
徒
巧
言
令
色
、
小
人
而
已
（『
晦
庵
集
』
卷
三
九
、
書
、
問
答
、「
答

范
伯
崇
」（

（
（
（
一
首
の
中
で
複
数
囘
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
も
數
え
れ
ば
、
の
べ
十
四
例
。
細
目
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
（
小
雅
の
分
屬
は
『
詩
附

記
』
に
據
っ
た
（。

　
　
　

周
南
「
卷
耳
」

　
　
　

召
南
「
騶
虞
」

　
　
　

鄘
風
「
鶉
之
奔
奔
」

　
　
　

鄭
風
「
褰
裳
」

　
　
　

唐
風
「
綢
繆
」

　
　
　

小
雅
、
彤
弓
之
什
「
祈
父
」、
「
我
行
其
野
」

　
　
　
　
　
　

桑
扈
之
什
「
車
舝
」

　
　
　

大
雅
、
文
王
之
什
「
緜
」、
「
皇
矣
」

　
　
　
　
　
　

蕩
之
什　

「
蕩
」

（
（
（『
春
秋
左
氏
傳
』「
閔
公
二
年
」
に
、「
初
、
惠
公
之
卽
位
也
少
、
齊
人
使
昭
伯
烝
於
宣
姜
、
不
可
、
强
之
。
生
齊
子
、
戴
公
、
文
公
、
宋

桓
夫
人
、
許
繆
夫
人
」
と
言
う
。

（
（0
（『
春
秋
左
氏
傳
』「
桓
公
十
六
年
」
に
「
初
、
衞
宣
公
烝
於
夷
姜
」
と
あ
り
、
杜
預
注
に
「
夷
姜
、
宣
公
之
庶
母
也
。
上
淫
曰
烝
」
と
言
い
、

『
正
義
』
に
「
淫
母
而
謂
之
烝
、
知
烝
是
上
淫
」
と
言
う
。

（
（（
（『
禮
記　

下
』（
新
釋
漢
文
體
系
、
明
治
書
院
、
一
九
七
九
（、
八
三
一
頁
。

（
（（
（
主
君
が
道
に
外
れ
た
命
令
を
下
す
の
は
、
主
君
が
天
と
爭
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
、
大
鳥
同
士
の
爭
い
に
喩
え
ら
れ
、
臣
下
が
主
君
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の
逆
命
に
従
わ
な
い
の
は
、
臣
下
が
主
君
と
爭
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
、
小
鳥
同
士
の
爭
い
に
喩
え
ら
れ
る
と
、
鄭
玄
は
言
う
の
だ
と

説
明
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
（（
（
拙
稿
「
詩
の
わ
か
ら
な
さ
と
向
か
い
あ
っ
て

―
戴
震
と
の
比
較
か
ら
見
た
翁
方
綱
『
詩
附
記
』
の
特
徵
」（『
中
國

―
社
會
と
文
化
』

第
三
四
號
、
二
〇
一
九
年
七
月
（
參
照
。

（
（（
（
周
南
「
卷
耳
」『
詩
附
記
』
の
以
下
の
議
論
も
、
本
節
で
考
察
し
た
原
詩
と
斷
章
取
義
の
意
味
と
が
あ
ま
り
に
懸
け
離
れ
る
こ
と
は
あ
り

得
な
い
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

本
詩
の
「
周
行
」
の
「
周
」
の
字
義
に
つ
い
て
鄭
箋
は
「
周
王
朝
」
と
す
る
が
、
本
詩
を
引
く
『
荀
子
』『
春
秋
左
氏
傳
』
は
「
徧
く
」

と
と
る
の
に
對
し
、
鄭
箋
を
敷
衍
す
る
『
正
義
』
は
、『
荀
子
』『
左
氏
傳
』
の
用
例
は
斷
章
取
義
で
あ
り
本
義
と
は
異
な
る
と
說
明
す
る
。

「
徧
く
」
が
正
し
い
と
考
え
る
翁
方
綱
は
、
斷
章
取
義
で
問
題
を
說
明
し
よ
う
と
す
る
『
正
義
』
に
反
對
す
る
。
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
『
荀
子
』「
解
蔽
篇
」
曰
、「
詩
云
、『
采
采
卷
耳
、
不
盈
頃
筐
。
嗟
我
懷
人
、
寘
彼
周
行
』。
頃
筐
易
滿
也
。
卷
耳
易
得
也
。
然
而

不
可
以
貳
周
行
。
故
曰
、
心
枝
則
無
知
、
傾
則
不
精
、
貳
則
疑
惑
、
以
贊
稽
之
、
萬
物
可
兼
知
也
」。『
春
秋
』
襄
公
十
五
年
左
氏
傳

曰
、「
詩
云
、『
嗟
我
懷
人
、
寘
彼
周
行
』。
能
官
人
也
、
王
及
公
侯
伯
子
男
甸
采
衞
大
夫
、
各
居
其
列
、
所
謂
周
行
也
」。
注
、「
行
、

列
也
。
周
、
徧
也
。
詩
人
嗟
嘆
、
言
我
思
得
賢
人
、
置
之
徧
於
列
位
。
是
后
妃
之
心
、
以
官
人
爲
急
」
…
…
『
呂
氏
讀
詩
記
』
謂
、

「
不
如
以
經
解
經
」。
朱
子
謂
、「
序
首
句
（「
卷
耳
、
后
妃
之
志
也
」（
得
之
。
餘
（「
又
當
補
佐
君
子
、
求
賢
審
官
。
知
臣
下
之
勤
勞
、

内
有
進
賢
之
志
、
而
無
險
詖
、
私
謁
之
心
、
朝
夕
思
念
、
至
於
憂
勤
也
」（
皆
鑿
說
」
…
…
又
按
『
春
秋
傳
』
注
以
「
周
」
訓
「
徧
」、

『
疏
』
以
爲
斷
章
亦
非
也
。
既
云
、「
輔
佐
君
子
、
求
賢
審
官
」。
自
當
以
「
徧
」
爲
義
、
不
當
直
指
國
號
言
之
也
。
假
令
國
號
言
、

自
不
得
言
「
彼
」
也
。
且
以
官
人
輔
佐
君
子
、
故
曰
「
志
」、
若
以
思
念
君
子
、
則
意
之
云
乎
、
豈
曰
、「
志
」
之
云
乎
。

	

（
卷
一
、
一
四
頁
。
標
點
符
號
お
よ
び
（　

（
内
の
語
句
は
、
讀
者
の
理
解
の
た
め
に
筆
者
が
補
っ
た

―
以
下
同
じ
（

（
（（
（
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
三
章
第
（
節
②
參
照
。

（
（6
（
本
詩
「
子
不
我
思
、
豈
無
他
人
」
の
句
を
、
漢
唐
詩
經
學
で
は
、
ま
ず
近
し
い
國
に
救
援
を
求
め
て
本
詩
を
送
っ
た
が
、
も
し
そ
の
國

が
我
が
國
を
助
け
て
く
れ
な
い
な
ら
ば
、「
他
に
あ
て
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
、
別
の
國
に
救
援
を
求
め
に
行
く
ま
で
」
と
解
釋
す
る
。

韓
宣
子
も
同
樣
に
理
解
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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すべて本義のために

（
（（
（『
春
秋
左
氏
傳
（
下
（』（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
九
（、
一
八
四
頁
。

（
（（
（
た
だ
し
、
翁
方
綱
は
基
本
的
に
朱
熹
の
淫
詩
說
に
対
し
て
否
定
的
な
態
度
を
と
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
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

―
」（
慶
應
義
塾
大
學
日
吉
紀
要
『
中
國
硏
究
』、
第
十
二
號
、
二

〇
一
九
年
三
月
（
參
照
。

（
（（
（
た
だ
し
、
戴
震
も
翁
方
綱
と
同
樣
、
本
詩
を
淫
詩
と
す
る
朱
熹
の
說
に
は
反
對
す
る
が
、
そ
の
解
釋
は
翁
方
綱
と
は
若
干
異
な
る
。
次

の
よ
う
に
言
う
。

　

本
詩
の
本
來
の
意
味
は
、「
狂
童
の
狂
な
る
あ
り
」
と
い
う
語
で
、
鄭
國
の
君
寵
を
笠
に
着
て
權
力
を
握
っ
た
者
ど
も
が
日
々
に

狂
暴
な
行
爲
を
す
る
と
い
う
こ
と
を
言
い
、「
溱
洧
を
涉
ら
ん
」
と
い
う
語
で
大
國
に
急
行
し
て
事
態
に
知
ら
せ
よ
う
と
い
う
こ
と

を
言
う
…
…
お
よ
そ
詩
で
「
豈
に
他
人
無
か
ら
ん
や
」
と
言
う
の
は
、
い
ず
れ
も
詩
人
が
も
っ
ぱ
ら
念
頭
に
置
い
て
い
る
對
象
が
あ

っ
て
言
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
も
し
「
他
人
に
告
げ
ず
し
て
子
に
告
げ
ん
」
と
言
っ
た
ら
、「
子あ
な
た」
を
自
分
を
救
っ
て
く
れ
る
人
だ

と
見
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。「
豈
に
他
人
無
か
ら
ん
や
」
と
言
っ
た
ら
、
彼
は
自
分
を
救
っ
て
く
れ
な
い
か
ら
、
知
ら
せ
に
は
行

か
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
あ
な
た
が
私
を
思
っ
て
く
れ
な
い
の
な
ら
、
わ
た
し
は
き
っ
と
あ
な
た
に
急
ぎ
知
ら
せ
た
り
な
ど
し
な
い
、

「
狂
童
の
狂
な
る
」
樣
が
こ
の
よ
う
で
あ
る
の
に
、
あ
な
た
は
ど
う
し
て
こ
れ
を
坐
視
し
て
い
ら
れ
る
の
か
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
の
言
い
方
は
差
し
迫
っ
て
い
て
、
表
現
は
反
語
的
で
あ
る
。「
式
微
」
で
歸
る
こ
と
を
勸
め
て
い
る
の
も
裏
に
主
君
を
恨
む

心
が
あ
り
、
や
は
り
反
語
の
類
で
あ
る
（
詩
之
本
意
、
以
狂
童
之
狂
、
指
國
之
權
寵
日
爲
狂
行
、
以
涉
溱
洧
爲
奔
告
大
國
…
…
凡
詩

稱
豈
無
他
人
、
皆
申
言
其
意
嚮
所
專
、
若
曰
不
告
他
人
而
告
子
者
、
以
子
能
恤
己
也
。
豈
無
他
人
、
彼
不
恤
己
、
故
不
往
告
也
。
使

子
不
我
思
、
我
必
不
急
而
告
子
矣
。
狂
童
之
狂
如
是
、
子
寧
能
坐
視
之
乎
。
其
言
迫
、
其
辭
反
。
式
微
之
勸
歸
有
似
怨
君
、
亦
反
辭

類
也
（	

（『
毛
詩
補
傳
』
鄭
風
「
褰
裳
」「
戴
氏
篇
義
」（

（
（0
（
後
の
方
玉
潤
（
一
八
一
一
～
一
八
八
三
（『
詩
經
原
始
』
も
、
本
詩
の
主
旨
を
「
有
益
な
友
に
よ
っ
て
正
さ
れ
る
こ
と
を
思
う
（
思
見
正

於
益
友
也
（」
を
し
た
上
で
、
や
は
り
『
左
傳
』
の
斷
章
取
義
を
根
據
に
し
て
、『
集
傳
』
の
解
釋
を
斥
け
る
。

　

詩
人
は
良
友
が
そ
の
子
弟
を
善
導
し
て
く
れ
る
こ
と
を
望
み
、
故
に
詩
を
作
っ
て
送
っ
て
こ
う
言
っ
た
…
…
こ
れ
ま
で
本
詩
を
こ

の
よ
う
に
解
釋
し
た
者
は
い
な
か
っ
た
が
、
私
が
思
う
に
詩
文
に
沿
っ
て
意
味
を
考
察
す
る
と
こ
の
よ
う
に
し
か
解
釋
で
き
な
い
。
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そ
う
で
な
け
れ
ば
、『
左
傳
』
に
子
太
叔
が
こ
の
詩
を
歌
っ
て
韓
宣
子
に
餞
し
た
と
あ
る
そ
の
時
、
韓
宣
子
が
そ
れ
を
怪
し
み
咎
め

な
か
っ
た
は
ず
が
な
い
（
詩
人
有
望
於
良
友
之
裁
成
其
子
弟
也
、
故
遺
之
以
詩
曰
…
…
自
來
此
詩
無
是
解
者
、
愚
循
文
按
義
當
如
是

耳
。
不
然
、
左
傳
子
大
叔
之
歌
是
什
以
餞
韓
宣
子
、
而
宣
子
能
無
怪
之
耶
。

（
（（
（『
孟
子
』「
梁
惠
王
下
」
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

齊
宣
王
問
曰
、「
交
鄰
國
有
道
乎
」。
孟
子
對
曰
、「
有
。
惟
仁
者
爲
能
以
大
事
小
、
是
故
湯
事
葛
、
文
王
事
昆
夷
」。

（
（（
（『
孟
子
』「
盡
心
下
」
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

貉
稽
曰
、「
稽
大
不
理
於
口
」。
孟
子
曰
、「
無
傷
也
。
士
憎
茲
多
口
。
詩
云
、『
憂
心
悄
悄
、
慍
于
群
小
』、
孔
子
也
。『
肆
不
殄
厥

慍
、
亦
不
殞
厥
問
』、
文
王
也
」。

（
（（
（
こ
の
字
、
詩
經
・『
論
語
』
な
ど
、
あ
る
い
は
諸
本
間
で
「
祇
」「
祗
」「
袛
」
と
異
同
が
あ
り
、
阮
元
『
毛
詩
注
疏
挍
勘
記
』
に
論
が
あ

る
。
本
稿
は
用
い
た
テ
キ
ス
ト
の
文
字
に
從
う
。

（
（（
（
詩
經
諸
本
の
中
に
も
「
誠
」
字
に
作
る
も
の
も
あ
る
。
阮
元
『
毛
詩
注
疏
挍
勘
記
』
に
、「
成
不
以
富
、
唐
石
經
小
字
本
相
臺
本
同
。
閩

本
明
監
本
毛
本
亦
同
。
考
文
古
本
成
作
誠
」
と
言
う
。
筆
者
の
目
睹
し
た
も
の
で
は
、
靜
嘉
堂
文
庫
藏
『
毛
詩
鄭
箋
』（
古
典
研
究
叢
書

漢
籍
之
部
（
、
汲
古
書
院
、
一
九
九
三
、
中
册
一
二
七
頁
（
が
「
誠
」
に
作
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
本
稿
で
は
翁
方
綱
の
認
識
を
考
察
す

る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
の
で
、
テ
キ
ス
ト
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
翁
方
綱
の
說
に
從
い
詩
經
は
「
成
」
に
作
る
と
し

て
論
を
進
め
る
。

（
（（
（
唐
風
「
綢
繆
」
序
に
、「
綢
繆
、
刺
晉
亂
也
。
國
亂
則
昏
姻
不
得
其
時
焉
」
と
言
う
。

（
（6
（『
說
苑
校
證
』（
向
宗
魯
校
證
、
中
華
書
局
、
一
九
八
七
（、
二
七
七
頁
。

（
（（
（
朱
熹
は
、
鄭
箋
と
は
異
な
り
、
本
詩
は
、
首
章
―
妻
が
夫
に
、
第
二
章
―
夫
婦
が
互
い
に
、
卒
章
―
夫
が
妻
に
呼
び
掛
け
た
も
の
と
解

釋
す
る
。

（
（（
（
た
だ
し
、
翁
方
綱
は
本
文
の
引
用
に
續
け
て
「
た
と
え
、
本
詩
を
刺
る
詩
だ
と
す
る
小
序
の
說
と
對
應
さ
せ
て
も
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
は

な
い
（
卽
揆
諸
序
說
刺
時
之
意
亦
不
相
悖
（」
と
も
言
い
、『
正
義
』
と
『
集
傳
』
と
を
融
合
し
よ
う
と
も
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙

稿
二
〇
一
九
年
三
月
參
照
。
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すべて本義のために

（
（（
（
廣
西
師
範
大
學
出
版
社
排
印
本
に
附
載
さ
れ
る
王
欣
夫
の
說
に
據
れ
ば
、
黃
中
松
の
息
子
の
黃
烈
の
著
述
と
言
う
。
黃
烈
は
自
著
が
四

庫
全
書
に
著
錄
さ
れ
る
よ
う
、
著
者
に
父
の
名
を
借
り
た
（
四
庫
全
書
の
著
錄
方
針
で
は
原
則
と
し
て
、
生
存
し
て
い
る
者
の
著
書
は
著

錄
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
と
言
う
。

（
（0
（
江
尻
徹
誠
『
陳
啓
源
の
詩
經
學

―
「
毛
詩
稽
古
編
」
研
究
』（
北
海
道
大
學
出
版
會
、
二
〇
一
〇
（
六
頁
。

（
（（
（
朱
鶴
齡
は
「
正
に
此
の
詩
の
…
…
語
を
用
ふ

0

0

0

0

」
と
言
い
、
黃
中
松
は
「『
說
苑
』
の
越
人
の
歌
に
本
づ
く

0

0

0

」
と
言
い
、「
斷
章
」
の
語
は

使
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
兩
者
と
も
越
人
の
歌
と
「
綢
繆
」
と
が
「
引
詩
斷
章
」
の
關
係
に
あ
る
と
考
え
た
か
ど
う
か
は
、
嚴
密
に

は
わ
か
ら
な
い
。
ひ
い
て
は
、
兩
者
が
「
斷
章
取
義
」「
引
詩
斷
章
」
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
か
（
特
に
「
斷
章
取
義
」「
引
詩
斷

章
」
が
原
典
の
意
境
を
繼
承
す
る
も
の
な
の
か
否
か
（
に
つ
い
て
も
別
に
考
察
が
必
要
で
あ
る
。

（
（（
（『
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
に
よ
っ
て
檢
索
し
た
と
こ
ろ
、『
毛
詩
稽
古
編
』
に
は
十
四
例
の
「
斷
章
」
の
用
例
が
あ
る
。
う
ち
十
例
に
、
斷

章
取
義
は
原
典
と
は
關
わ
り
な
く
恣
意
的
に
意
味
が
付
與
さ
れ
る
と
い
う
趣
旨
の
發
言
が
見
ら
れ
る
。
陳
啓
源
は
『
正
義
』
の
斷
章
取
義

觀
を
か
な
り
忠
實
に
繼
承
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
（（
（
本
節
の
分
析
に
關
連
し
て
、『
詩
附
記
』
大
雅
「
蕩
」
に
見
ら
れ
る
「
斷
章
」
に
つ
い
て
の
議
論
を
紹
介
し
た
い
。

　

本
詩
小
序
に
、「
蕩
は
、
召
穆
公　

周
室
大
い
に
壞や
ぶ

れ
ぬ
る
こ
と
を
傷い
た

め
り
。
厲
王
無
道
に
し
て
、
天
下
蕩
蕩
と
し
て
綱
紀
文
章

無
し
。
故
に
是
の
詩
を
作
る
」
と
言
う
。
孔
穎
達
『
毛
詩
正
義
』
が
『
爾
雅
』「
釋
訓
」
を
引
い
て
說
明
し
て
い
る
の
が
正
し
い
。

「
釋
訓
」
の
「
版
版
、
盪
盪
は
僻
な
り
」
に
、
孫
炎
が
「
蕩
蕩
は
法
度
廢
懷
せ
る
の
僻
な
り
」
と
注
し
て
い
る
の
は
、
斷
章

0

0

で
は
な

い
。
近
ご
ろ
邵
晉
涵
氏
の
『
爾
雅
正
義
』
は
、『
毛
詩
正
義
』
が
『
論
語
』〔「
泰
伯
」〕
に
「
蕩
蕩
乎
民
無
能
名
焉
」
と
言
い
、『
尚

書
』「
洪
範
」
に
「
王
道
蕩
蕩
」
と
言
う
こ
と
か
ら
、
と
う
と
う
『
爾
雅
』「
釋
訓
」
の
說
解
を
、
斷
章

0

0

し
て
意
味
を
解
釋
し
た
も
の

と
見
做
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
間
違
い
で
あ
る
（
序
曰
、
蕩
、
召
穆
公
傷
周
室
大
壞
也
。
厲
王
無
道
、
天
下
蕩
蕩
無
綱
紀
文
章
。
故

作
是
詩
也
。
孔
疏
引
爾
雅
釋
訓
是
也
。
釋
訓
云
、
版
版
盪
盪
僻
也
。
孫
炎
曰
、
蕩
蕩
法
度
廢
懷
之
僻
、
非
斷
章
也
。
近
日
邵
氏
晉
涵

爾
雅
正
義
、
因
孔
疏
引
論
語
蕩
蕩
乎
民
無
能
名
焉
、
洪
範
王
道
蕩
蕩
、
遂
以
爾
雅
釋
訓
之
文
、
目
爲
斷
章
釋
義
者
非
也
（

	

（『
詩
附
記
』
卷
七
、
四
〇
六
頁
（

　
　
　

こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
が
、「
蕩
」
首
章
の
、
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蕩
蕩
上
帝　
　

蕩
蕩
た
る
上
帝

下
民
之
辟　
　

下
民
の
辟き
み

な
り

　
　

の
「
蕩
蕩
」
の
訓
詁
で
あ
る
。
鄭
箋
は
「『
蕩
蕩
』
は
、
法
律
制
度
が
廢
絶
し
破
壞
さ
れ
て
し
ま
っ
た
樣
を
言
う
（
蕩
蕩
、
法
度
廢
懷
之

貌
（」
と
言
い
、
こ
の
訓
釋
は
『
爾
雅
』「
釋
訓
」
の
「
版
版
、
盪
盪
は
僻
也
」
と
符
合
す
る
。
し
か
し
、
一
方
で
「
蕩
蕩
」
は
『
論
語
』

「
泰
伯
」、『
尚
書
』「
洪
範
」
の
用
例
で
は
、
果
て
し
な
く
廣
大
な
樣
を
表
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
正
反
相
異
な
る
語
義
が
混
在

し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、『
毛
詩
正
義
』
は
、

　
「
蕩
蕩
」
と
は
、
廣
く
平
ら
か
な
樣
を
表
す
語
で
あ
り
、
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
善
惡
い
ず
れ
か
に
偏
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

『
論
語
』
に
「
蕩
蕩
乎
民
無
能
名
焉
」
と
言
い
、『
尚
書
』「
洪
範
」
に
「
王
道
蕩
蕩
」
と
言
う
の
な
ど
は
、
惡
事
善
事
の
定
め
な
く
、

廣
く
平
ら
か
な
る
こ
と
蕩
蕩
然
た
る
有
樣
で
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
對
し
て
本
詩
小
序
が
「
蕩
蕩
無
綱
紀
文

章
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、〔「
蕩
蕩
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
内
〕
善
事
を
除
外
し
て
〔
惡
事
の
み
に
焦
點
を
當
て
て
〕
言
っ
て
い
る
も

の
な
の
で
、
こ
の
「
蕩
蕩
」
は
法
律
制
度
が
廢
絶
し
破
壞
さ
れ
た
樣
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
（
蕩
蕩
是
廣
平
之
名
、
非
善

惡
之
稱
、
若
論
語
云
、
蕩
蕩
乎
、
民
無
能
名
焉
。
洪
範
云
、
王
道
蕩
蕩
。
言
其
無
復
惡
事
善
事
、
廣
平
是
蕩
蕩
爲
善
也
。
此
序
言
蕩

蕩
無
綱
紀
文
章
、
言
其
除
去
善
事
、
知
此
蕩
蕩
是
法
度
廢
壞
之
貌
（

　
　

と
言
う
。
淸
・
邵
晉
涵
『
爾
雅
正
義
』（
皇
淸
經
解
本
（
は
、『
正
義
』
の
說
を
承
け
て
こ
の
問
題
を
次
の
よ
う
に
說
明
し
合
理
化
し
よ
う

と
す
る
。

　

案
ず
る
に
、『
毛
詩
正
義
』
は
、『
爾
雅
』「
釋
訓
」
の
說
解
が
大
雅
「
蕩
」
の
「
蕩
蕩
」
に
對
す
る
鄭
箋
が
斷
章

0

0

し
て
詩
義
を
解

釋
す
る
た
め
に
示
し
た
訓
詁
と
合
致
し
て
い
る
こ
と
を
分
析
し
て
說
明
し
た
の
で
あ
る
…
…
言
葉
の
意
味
に
は
、
そ
の
用
法
に
關
わ

ら
ず
通
貫
す
る
意
味
と
い
う
も
の
も
あ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
用
法
に
固
有
の
意
味
と
い
う
も
の
も
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
示
し
て
い
る

事
柄
は
異
な
る
の
で
、
牽
强
附
會
な
說
明
を
行
う
必
要
は
な
い
。
こ
の
『
爾
雅
』「
釋
訓
」
篇
に
は
詩
經
の
語
を
解
說
し
た
も
の
が

多
い
の
で
、
だ
か
ら
郭
璞
は
も
っ
ぱ
ら
詩
經
の
訓
詁
に
基
づ
い
て
意
味
を
解
釋
し
〔「
皆
邪
辟
」
と
注
し
〕
た
の
で
あ
る
（
案
孔
疏

分
析
訓
義
與
此
篇
斷
章
釋
詩
之
義
相
合
…
…
訓
有
旁
通
、
義
有
分
屬
、
各
見
指
歸
、
無
庸
皮
傅
、
此
篇
多
釋
詩
文
、
故
郭
氏
專
據
詩

傳
爲
義
（
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翁
方
綱
は
こ
の
邵
晉
涵
の
說
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
邵
晉
涵
・
翁
方
綱
の
經
說
を
讀
む
と
、「
斷
章
」
の
語
を
用
い
る
際
の
兩

者
の
視
野
が
違
う
こ
と
に
氣
付
く
。
邵
晉
涵
は
、「
訓
有
旁
通
、
義
有
分
屬
」
と
言
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
は
そ
の
根
柢
に
普
遍
的

に
通
貫
す
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
が
、
實
際
の
用
例
は
文
脈
や
時
代
の
違
い
な
ど
に
よ
り
分
岐
し
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
的
な
意
味
を
表
現
す
る

と
い
う
言
語
觀
を
も
と
に
、
注
釋
者
が
各
用
例
に
特
徴
的
な
語
義
を
分
析
的
に
說
明
す
る
こ
と
を
「
斷
章
し
て
詩
を
釋
す
」
と
言
っ
て
い

る
。
そ
れ
に
對
し
て
翁
方
綱
は
、
根
本
の
意
味
を
外
れ
た
臨
時
的
な
語
義

―
す
な
わ
ち
望
文
生
義
の
同
義
語

―
と
い
う
意
味
で
、
邵

晉
涵
の
言
う
「
斷
章
」
を
捉
え
、
彼
が
『
爾
雅
』
の
說
解
や
鄭
箋
の
說
明
を
輕
視
し
て
い
る
と
し
て
反
撥
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
翁
方
綱
は
邵
晉
涵
に
對
し
て
適
切
な
批
判
を
行
っ
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
の
だ
が
、
逆
に
こ
こ
か
ら
、
翁
方
綱
が

「
斷
章
」
を
本
義
か
ら
外
れ
た
意
味
と
捉
え
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
安
易
に
「
斷
章
」
の
概
念
を
詩
經
解
釋
に
持
ち
込
む
こ
と
に
反
對
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
は
「
斷
章
」
を
愼
重
に
扱
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
（（
（
畿
輔
叢
書
（
淸
・
王
灝
輯
。
光
緖
五
年
、
一
八
七
九
、
定
州
王
氏
謙
德
堂
刊
本
（
に
收
錄
さ
れ
、
後
、
排
印
さ
れ
て
叢
書
集
成
初
編
に

收
め
ら
れ
た
が
、
近
代
に
な
っ
て
初
め
て
出
版
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
出
版
さ
れ
た
の
は
全
書
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
影

響
力
は
限
定
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（（
（
拙
稿
「
二
つ
の
斷
章
取
義

―
宋
代
に
お
け
る
『
如
切
如
磋
、
如
琢
如
磨
』
解
釋
の
展
開
」
―
（『
日
本
宋
代
文
學
學
會
報
』、
第
五
號
、

二
〇
一
八
年
十
二
月
（
參
照
。

（
（6
（
同
右
。

（
（（
（
日
本
思
想
大
系
『
伊
藤
仁
齋
・
伊
藤
東
涯
』（
吉
川
幸
次
郎
・
淸
水
茂
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
（
所
收
。
引
用
文
の
訓
讀
は
淸
水

茂
氏
の
訓
讀
に
據
っ
た
。
た
だ
し
振
假
名
に
つ
い
て
は
、
上
揭
書
は
總
ル
ビ
に
す
る
が
、
本
稿
で
は
繁
雜
を
避
け
て
必
要
最
小
限
に
止
め

る
。

（
（（
（
土
田
健
次
郎
「
伊
藤
仁
齋
の
詩
經
觀
」（『
詩
經
研
究
』、
第
六
號
、
一
九
八
一
（。

（
（（
（
明
・
鍾
惺
『
隱
秀
軒
集
』
卷
二
三
「
詩
論
」
の
冒
頭
に
見
え
る
語
。
な
お
、
鍾
惺
の
詩
經
研
究
に
つ
い
て
は
村
山
吉
廣
「
鍾
伯
敬
『
詩

經
鍾
評
』
の
周
邊
」（『
詩
經
研
究
』
第
六
號
、
一
九
八
〇
（
を
參
照
。

（
（0
（「
總
而
言
之
、
仁
齋
「『
詩
』
活
物
也
」
之
『
詩
』
觀
、
…
…
而
詩
辭
之
所
有
有
此
特
性
、
除
了
詩
辭
本
身
因
素
之
外
、
讀
『
詩
』
者
之
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文
學
素
養
也
直
接
關
係
到
詩
辭
此
特
色
之
顯
微
」（
張
文
朝
「『
論
語
古
義
』
中
所
見
伊
藤
仁
齋
之
『
詩
經
』
觀
」、『
淸
華
中
文
學
報
』、

第
十
五
期
、
二
〇
一
六
、
十
八
頁
（。

（
（（
（
張
文
朝
氏
前
揭
論
文
、
二
〇
頁
。

（
（（
（
張
文
朝
氏
前
揭
論
文
、
二
二
頁

（
（（
（
高
山
大
毅
『
近
世
日
本
の
「
禮
樂
」
と
「
修
辭
」

―
荻
生
徂
徠
以
後
の
「
接
人
」
の
制
度
構
想
』
第
五
章
「『
人
情
』
理
解
と
『
斷
章

取
義
』

―
荻
生
徂
徠
の
文
學
論
」（
東
京
大
學
出
版
會
、
二
〇
一
六
（
二
一
七
頁
。
高
山
氏
に
據
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
認
識
は
伊
藤
仁

齋
の
子
伊
藤
東
涯
に
も
あ
っ
た
と
言
う
。「（
伊
藤
東
涯
『
讀
詩
要
領
』
で
は

―
筆
者
補
記
（『
人
情
を
道
ふ
』
と
い
う
語
が
、
…
…
他

者
の
感
情
の
理
解
の
文
脈
で
發
せ
ら
れ
て
い
る
」（
高
山
前
揭
書
、
第
五
章
、
二
一
八
頁
（。

（
（（
（
高
山
前
揭
書
、
第
五
章
、
二
二
三
頁
。

（
（（
（
高
山
前
揭
書
、
二
二
四
頁
。

（
（6
（
伊
藤
東
涯
に
つ
い
て
は
注
（
（（
（
參
照
。
大
田
錦
城
『
九
經
談
』
卷
八
「
詩
」
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

要
之
、
古
之
學
者
賦
詩
引
詩
、
不
拘
作
者
之
原
意
、
而
取
義
變
化
無
方
。
予
故
於
作
者
本
意
謂
之
形
跡
矣
。
於
學
者
取
義
謂
之
神

明
矣
。
若
夫
解
詩
者
不
得
不
就
形
跡
求
之
、
而
其
取
義
當
於
神
明
焉
。
予
二
十
二
三
時
曾
悟
此
義
、
著
詩
論
一
篇
。
辨
之
古
今
、
唯

歐
陽
永
叔
論
詩
本
末
、
丘
瓊
山
論
詩
粗
知
此
意
耳
。

（
（（
（
伊
藤
東
涯
『
讀
詩
要
領
』
に
、
斷
章
取
義
を
論
じ
て
「
此
事
、
古
來
よ
り
言
い
來
た
る
事
な
れ
ど
も
、
先
儒
、
さ
の
み
表
章
せ
さ
れ
ず
。

さ
る
に
よ
っ
て
、
學
者
、
そ
の
こ
と
を
し
る
こ
と
ま
れ
な
り
。
明
、
丘
瓊
山
『
大
學
衍
義
補
』
七
十
四
卷
に
此
論
有あ
り

…
…
『
詩
を
讀
む
の

法
は
、
文
に
隨
つ
て
以
て
意
を
尋
ぬ
る
に
在
り
。
詩
を
用
ゆ
る
の
妙
は
、
又
章
を
斷
つ
て
義
を
取
る
に
在
る
な
り
』
と
。
又
、
鍾
伯
敬
が

『
詩
論
』
に
も
、
こ
の
說
あ
り
」（
淸
水
茂
・
大
谷
雅
夫
・
揖
斐
高
編
『
日
本
詩
史	

五
山
堂
詩
話
』、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
6（
、
岩
波
書

店
、
一
九
九
一
、
二
〇
頁
（。「
又
林
未
軒
が
『
史
綱
疑
辨
』
の
内
に
、
玉
陽
田
汝
成
『
詩
序
』
を
の
す
。
こ
れ
も
上
の
說
と
同お
な
じき

こ
と
な

り
。
其
文
に
云
、『
大
抵
古
人
の
詩
を
學
ぶ
は
、
意
を
言
外
に
得
、
其
の
詞
を
脱
略
し
て
、
要
妙
を
超
悟
す
。
初
め
よ
り
柄
旨
の
存
す
る

所
に
問
ひ
泥な
ず

ま
ざ
る
な
り
…
…
斯
れ
皆
曲
暢
旁
通
、
斷
章
取
義
、
初
め
よ
り
柄
旨
の
存
す
る
所
に
拘か
か
はら
ざ
る
な
り
』
と
。
こ
の
說
も
ま
た

あ
き
ら
か
な
り
」（
同
、
二
二
頁
（（
振
假
名
は
必
要
最
小
限
に
止
め
た
（。
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（
（（
（
村
山
吉
廣
前
揭
論
文
參
照
。

（
（（
（「
江
戸
期
の
儒
者
が
『
斷
章
取
義
』
を
重
視
す
る
背
景
に
は
、
和
歌
の
『
斷
章
取
義
』
的
な
引
用
の
影
響
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」（
高

山
大
毅
「
應
答
と
し
て
」、『
中
國

―
社
會
と
文
化
』
第
三
四
號
、
二
〇
一
九
、
二
八
一
頁
（。「
徂
徠
・
東
涯
と
學
問
上
の
立
場
の
異
な

る
室
鳩
巢
も
、
和
歌
の
引
用
を
『
斷
章
取
義
』
と
結
び
つ
け
る
」（
同
上
、
二
八
二
頁
（。「
一
方
、『
斷
章
取
義
』
は
、
戲
作
や
狂
詩
はマ
マ

近

い
關
係
に
あ
る
。
讀
者
と
共
有
し
て
い
る
知
識
を
巧
み
に
用
い
、
難
解
な
比
喩
や
見
立
て
で
仲
間
意
識
を
掻
き
立
て
る

―
古
文
辭
の
詩

文
も
戲
れ
の
文
藝
も
そ
の
制
作
に
要
求
さ
れ
る
能
力
は
同
じ
で
あ
る
」（
高
山
前
揭
書
、
二
三
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
研
究
院
の
漢
籍
電
子
文
獻
（Scripta	Sinica

（
瀚
典
全
文
檢
索
系
統
	（.0	
版
（
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
（

●
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
」

『
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
』（
略
稱
『
語
類
』（

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

●
南
宋
・
嚴
粲
『
詩
緝
』
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據
明
趙
府
味
經
堂
刊
本
影
印
本
（
臺
灣
・
廣
文
書
局
、
一
九
七
〇
（

●
淸
・
陳
啓
源
『
毛
詩
稽
古
編
』

皇
淸
經
解
本

●
淸
・
朱
鶴
齡
『
詩
經
通
義
』

文
淵
閣
四
庫
全
書
本

●
淸
・
李
光
地
『
詩
所
』

文
淵
閣
四
庫
全
書
本

●
淸
・
黃
中
松
『
詩
義
辨
證
』

陳
丕
武
・
劉
海
珊
點
校
（
廣
西
師
範
大
學
出
版
社
、
二
〇
一
八
（

●
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
・
姚
際
恆
『
詩
經
通
論
』

淸
・
王
篤
校
、
同
治
六
年
成
都
書
局
據
道
光
十
七
年
韓
城
王
氏
刊
本
重
刊
本
、
早
稻
田
大
學
圖
書
館
風
陵
文
庫
。「
早
稻
田
大
學
圖
書
館

古
典
籍
總
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」http://w

w
w
.w
ul.w

aseda.ac.jp/kotenseki/htm
l/bunko（（/bunko（（_f000（/index.htm

l

を
利
用

（
閲
覧
日
、
二
〇
一
九
年
十
月
十
二
日
（

●
淸
・
方
玉
潤
『
詩
經
原
始
』

李
先
耕
點
校
（
中
華
書
局
、
一
九
八
六
（

●
淸
・
王
先
謙
『
詩
三
家
義
集
疏
』

呉
格
點
校
、
十
三
經
淸
人
注
疏
（
中
華
書
局
、
一
九
八
七
（

●
『
文
淵
閣
四
庫
全
書
電
子
版

─
原
文
及
全
文
檢
索
版
』

中国13_縦.indb   156 2020/03/09   18:56:48



157

すべて本義のために

上
海
人
民
出
版
社
・
迪
志
文
化
出
版
有
限
公
司

●
『
伊
藤
仁
齋	

伊
藤
東
涯
』

吉
川
幸
次
郎
・
淸
水
茂
校
注
、
日
本
思
想
体
系
（（
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
（

●
『
日
本
詩
史	
五
山
堂
詩
話
』

淸
水
茂
等
編
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
6（
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
（

＊	

本
稿
は
、
二
〇
一
七
年
二
月
二
日
に
開
催
さ
れ
た
中
國
社
會
文
化
學
會
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
一
八
世
紀
の
經
學
～
東
ア
ジ
ア
三
國
の
樣
相
を

比
較
す
る
～
」
に
お
け
る
筆
者
の
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
の
報
告
に
對
す
る
高
山
大
毅
氏
の
コ
メ
ン
ト
の
中
で
、
日
中
の
斷
章
取
義
の
相
違
に

つ
い
て
の
問
題
提
起
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
觸
發
さ
れ
、
筆
者
な
り
の
考
察
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
氏
の
コ
メ
ン
ト
の
要
點
は
『
中

國

―
社
會
と
文
化
』
第
三
四
號
、
二
〇
一
九
、
に
揭
載
さ
れ
た
「
應
答
と
し
て
」
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
重
要
な
問
題
に
取
り
組
む
機

緣
を
與
え
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
に
感
謝
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

＊
本
稿
は
、
二
〇
一
九
年
度
慶
應
義
塾
大
學
學
事
振
興
資
金
個
人
研
究
に
よ
る
成
果
で
あ
る
。
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