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增
殖
す
る
言
外
の
意

―
そ
の
共
時
的
通
時
的
樣
相
と
詩
經
解
釋
學
史
上
の
意
義

―

種
村
和
史

（　

は
じ
め
に

筆
者
は
前
稿
に
お
い
て
、
歷
代
の
詩
經
注
釋
書
お
よ
び
詩
經
に
關
す
る
經
說
の
中
に
見
ら
れ
る
言
外
の
意
的
認
識
の
多
樣
性
を
考
察

し
た（

（
（

。
そ
の
中
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
詩
經
解
釋
學
史
に
お
け
る
言
外
の
意
認
識
に
つ
い
て
は
、
黃
忠
愼
氏
の
考
察
が
重
要
で
あ
る（

（
（

。

特
に
、
そ
の
「
在
『
詩
緝
』
裏
說
的
『
言
外
之
意
』
有
絶
大
部
分
其
實
都
是
聖
人
、
國
史
的
言
外
之
意（

3
（

」
は
、
嚴
粲
詩
經
學
の
特
徴
に

つ
い
て
の
指
摘
で
あ
る
が
、
廣
く
詩
經
解
釋
學
史
全
體
に
適
用
し
て
議
論
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。

黃
忠
愼
氏
の
發
言
は
、
詩
經
解
釋
學
に
お
い
て
言
外
の
意
と
い
う
問
題
は
、
詩
篇
を
作
っ
た
詩
人
の
「
意
」
に
限
定
し
て
考
え
る
の

で
は
不
十
分
で
あ
り
、
詩
經
に
關
わ
る
作
者
以
外
の
諸
々
の
人
々
の
「
意
」
も
包
攝
し
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
北
宋
・
歐
陽
脩
（
一
〇
〇
七
～
一
〇
七
二
（
が
「
本
末
論
」
で
論
じ
た
詩
篇
の
意
味
の
多
重
性
の
觀
點
を
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言
外
の
意
の
考
察
に
導
入
し
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
筆
者
は
黃
忠
愼
氏
の
主
張
に
基
づ
い
て
、
さ
ら
に
詩
經
が
儒
敎
の
經
典

と
し
て
編
纂
さ
れ
、
尊
崇
さ
れ
、
解
釋
さ
れ
、
再
解
釋
さ
れ
て
き
た
そ
の
歷
史
の
全
過
程
に
お
い
て
見
出
だ
さ
れ
て
き
た
、
詩
句
に
表

現
さ
れ
た
以
外
の
一
切
の
意
味
に
考
察
の
範
圍
を
擴
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

つ
ま
り
、
詩
經
解
釋
學
史
に
お
い
て
は
、
ち
ょ
う
ど
太
陽
の
周
り
を
惑
星
が
、
惑
星
の
周
り
を
衛
星
が
回
っ
て
い
る
よ
う
に
、
多
重

多
層
な
言
外
の
意
が
、
詩
句
に
表
現
さ
れ
た
事
柄

―
い
わ
ば
「
言
内
の
意（

4
（

」
を
取
り
卷
い
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
べ
き
な
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
樹
木
が
年
ご
と
に
年
輪
を
重
ね
て
そ
の
質
量
を
增
し
て
い
く
よ
う
に
、
詩
篇
も
人
々
に
讀
み
繼
が
れ
て

歷
史
を
積
み
重
ね
て
い
く
う
ち
に
、
言
外
の
意
を
一
層
ま
た
一
層
と
纏
っ
て
い
く
と
い
う
成
長
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
も
よ
い
か
も
し

れ
な
い
。
そ
の
よ
う
に
言
外
の
意
を
捉
え
る
こ
と
で
、
詩
經
解
釋
學
史
の
中
に
現
れ
た
夥
し
い
解
釋
を
整
序
し
、
そ
れ
ら
が
生
み
出
さ

れ
、
ま
た
別
の
解
釋
を
生
み
出
す
母
胎
に
な
っ
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
詩
經
解
釋
學
史

研
究
に
對
す
る
こ
の
よ
う
な
言
外
の
意
の
可
能
性
を
示
唆
し
た
も
の
と
し
て
、
黃
氏
の
指
摘
は
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
筆
者
は

考
え
る
。

筆
者
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
に
立
っ
て
言
外
の
意
と
い
う
視
點
か
ら
、
詩
經
解
釋
學
史
を
見
直
す
作
業
を
行
っ
て
い
る
。
前
稿
で
は
、

言
外
の
意
の
多
樣
性
を
考
察
し
、

（
ア
（
詩
人
が
意
識
的
に
修
辭
技
法
を
用
い
て
生
み
出
し
た
「
言
外
の
意
」

（
イ
（
詩
人
が
無
意
識
、
無
自
覺
に
込
め
た
も
の
と
し
て
の
「
言
外
の
意
」、
あ
る
い
は
詩
句
に
表
現
し
き
れ
な
い
餘
蘊
と
し
て
の

「
言
外
の
意
」

（
ウ
（
後
世
の
人
閒
が
、
詩
篇
か
ら
そ
の
原
義
に
關
わ
ら
な
い
道
德
的
意
義
を
任
意
に
讀
み
取
っ
た
も
の
と
し
て
の
「
言
外
の
意
」、

す
な
わ
ち
「
斷
章
取
義
」
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增殖する言外の意

と
い
う
三
つ
の
類
型
を
得
た
。
合
わ
せ
て
、
黃
氏
の
指
摘
を
手
掛
か
り
に
そ
の
相
互
の
關
係
に
つ
い
て
も
私
見
を
提
示
し
た
。
た
だ
し
、

そ
の
關
係
性
に
つ
い
て
の
分
析
は
い
ま
だ
槪
念
的
な
假
說
に
止
ま
り
、
實
證
性
に
缺
け
る
。
ま
た
、
言
外
の
意
の
類
型
が
右
の
三
種
で

盡
く
さ
れ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
な
い
。
本
稿
で
は
前
稿
で
得
た
知
見
を
も
と
に
さ
ら
に
考
察
を
深
め
る
た
め
に
、
一
篇
の
詩
を
取
り
上

げ
そ
れ
に
對
す
る
歷
代
の
學
者
の
注
釋
か
ら
、
い
か
な
る
種
類
の
言
外
の
意
が
讀
み
取
ら
れ
た
か
、
そ
の
有
樣
を
見
て
い
き
た
い
。
そ

し
て
そ
れ
ら
の
言
外
の
意
が
い
か
な
る
思
路
で
生
み
出
さ
れ
た
か
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
言
外
の
意
が
相
互
に
ど
の
よ
う
な
關
係
を
持
っ

て
い
る
か
、
言
い
換
え
れ
ば
ど
の
よ
う
な
派
生
過
程
を
經
て
多
樣
な
言
外
の
意
が
導
き
出
さ
れ
た
を
分
析
し
た
い
。

前
稿
で
は
、
言
外
の
意
に
つ
い
て
の
考
察
の
起
點
を
嚴
粲
『
詩
緝
』
に
置
い
た
。
こ
れ
は
、
黃
忠
愼
氏
の
研
究
か
ら
も
窺
え
る
よ
う

に
、
詩
經
注
釋
書
に
お
い
て
言
外
の
意
を
術
語
と
し
て
用
い
、
本
格
的
に
詩
經
學
の
重
要
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
は
嚴
粲
を
嚆
矢

と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
嚴
粲
の
言
外
の
意
的
認
識
に
よ
る
解
釋
が
彼
の
全
く
獨
自
の
發
想
で
あ
っ
た
わ
け
で

は
な
く
、
そ
の
解
釋
を
生
む
に
至
っ
た
解
釋
學
史
的
な
脈
絡
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
前
稿
で
も
紹
介
し
た
。
本
稿
で
は
、

前
稿
に
お
い
て
前
史
と
位
置
づ
け
た
漢
唐
詩
經
學
、
朱
熹
な
ど
の
解
釋
に
正
面
か
ら
向
き
合
い
、
そ
れ
が
言
外
の
意
認
識
を
用
い
た
解

釋
の
歷
史
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
っ
て
い
た
か
を
考
察
し
た
い
。

と
り
わ
け
、
朱
熹
『
詩
集
傳
』（
以
下
、『
集
傳
』
と
略
稱
（
は
嚴
粲
の
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
と
い
う
意
味
で
興
味
深
い
。『
集
傳
』
は
、

元
以
降
、
科
擧
の
標
準
テ
キ
ス
ト
と
な
り
絶
大
な
影
響
を
與
え
た
こ
と
か
ら
、
後
世
の
學
者
も
そ
の
枠
内
で
、
あ
る
い
は
批
判
す
る
に

し
て
も
そ
の
枠
を
强
く
意
識
し
て
研
究
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
朱
熹
自
身
は
そ
の
詩
經
研
究
に
お
い
て
「
言
外
の
意
」
と

い
う
術
語
を
ほ
と
ん
ど
使
用
せ
ず
、
そ
の
意
味
で
詩
經
學
の
重
要
な
解
釋
槪
念
と
は
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
し
か

し
そ
の
注
釋
に
は
事
實
上
、
言
外
の
意
的
發
想
を
用
い
て
詩
篇
解
釋
を
行
っ
た
例
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
解
釋
が
後
世
の
詩

經
學
に
ど
の
よ
う
に
繼
承
さ
れ
た
か
は
、
そ
れ
自
體
重
要
な
意
義
を
持
つ
問
題
で
あ
る
。
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ま
た
、
筆
者
は
嚴
粲
の
言
外
の
意
認
識
が
後
世
に
大
き
な
影
響
を
與
え
た
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
れ
も
や
は
り
朱
熹
詩
經
學
と
い
う

巨
大
な
蔭
の
下
と
い
う
文
脈
で
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
元
か
ら
明
中
期
に
か
け
て
の
朱
熹
詩
經
學
尊
崇
は
詩
經
學
の
停
滯
を

招
い
た
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
そ
の
停
滯
の
中
に
發
展
變
化
の
要
素
は
全
く
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
朱
熹
の
提
唱
し

た
詩
經
學
が
代
々
受
け
繼
が
れ
る
中
で
何
ら
か
の
變
容
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
朱
熹
の
言
外
の
意
的
解
釋
と
嚴
粲
の
解
釋
と
が

ど
の
よ
う
な
關
係
を
持
っ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
差
異
を
持
っ
て
い
る
か
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
後
世
に
受
容

さ
れ
た
か
、
こ
れ
ら
は
『
集
傳
』
獨
尊
の
時
代
の
詩
經
學
の
實
像
を
考
察
す
る
た
め
に
恰
好
の
視
點
を
提
供
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
考
察
を
行
う
こ
と
に
は
次
の
よ
う
な
狙
い
も
あ
る
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
淸
朝
の
戴
震
・
翁
方
綱
・
陳
奐
な
ど
の
學
者

に
よ
る
詩
經
の
詩
篇
の
解
釋
が
、
宋
代
詩
經
學
の
解
釋
理
念
・
方
法
か
ら
影
響
を
深
く
受
け
て
い
る
樣
子
を
考
察
し
、
宋
代
詩
經
學
と
、

そ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
側
面
を
强
調
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
淸
朝
考
證
學
の
詩
經
學
と
の
閒
に
學
的
繼
承
關
係
が
あ
る
こ
と
を
論

じ
て
き
た（

5
（

。
し
か
し
、
實
際
に
は
南
宋
と
淸
朝
の
閒
に
は
最
短
で
も
三
百
六
十
年
餘
り
の
時
閒
の
隔
た
り
が
存
在
し
て
い
る
。
筆
者
の

こ
れ
ま
で
の
考
察
は
そ
れ
を
捨
象
し
、
宋
代
詩
經
學
の
著
述
と
淸
朝
考
證
學
的
詩
經
學
の
著
述
と
い
う
二
點
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
故
に
、
そ
の
結
論
も
槪
念
的
な
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
と
い
う
性
格
が
强
か
っ
た
。
そ
の
實
相
を
捉
え
る
た
め
に
は
、
宋･

元･

明

･

淸
の
經
說
の
脈
略
を
丹
念
に
辿
る
こ
と
が
不
可
缺
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
閒
の
詩
經
學
の
蓄
積
は
膨
大
で
、
か
つ
相
互
の
關
係
も
複
雜
な
樣
相
を
呈
し
て
お
り
、
調
べ
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。

手
つ
か
ず
の
ま
ま
に
殘
し
て
き
た
こ
の
堆
積
を
探
る
た
め
に
は
、
考
察
の
手
掛
か
り
が
必
要
で
あ
る
。
言
外
の
意
は
そ
の
た
め
の
よ
い

導
き
の
絲
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
外
の
意
を
巡
る
學
說
の
繼
承
と
い
う
觀
點
か
ら
、
元
代
、
明
代
の
詩
經
注
釋
書
の
經
說

を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
宋
代
詩
經
學
と
淸
朝
考
證
學
の
詩
經
學
と
が
ど
の
よ
う
な
經
路
で
繫
が
っ
て
い
る
か
を
考
え
る
材
料
を
得

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
す
る
。
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增殖する言外の意

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
持
っ
て
考
察
を
行
っ
て
い
く
た
め
に
本
稿
で
取
り
上
げ
る
詩
は
、
衞
風
「
碩
人
」
で
あ
る
。
本
詩
に
つ

い
て
、
元
・
朱
公
遷
『
詩
經
疏
義
』
は
そ
の
題
下
疏
義
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

哀
傷
悼
惜
、
皆
な
言
外
に
在
り
（
哀
傷
悼
惜
、
皆
在
言
外
（

詩
人
が
こ
の
詩
を
通
し
て
傳
え
た
か
っ
た
、
大
國
齊
の
出
身
で
衞
の
莊
公
の
正
夫
人
と
な
っ
た
莊
姜
が
美
貌
と
婦
德
を
兼
ね
備
え
な

が
ら
、
夫
に
蔑
ろ
に
さ
れ
不
幸
な
人
生
を
送
っ
た
こ
と
に
對
す
る
「
哀
傷
悼
惜
」
の
思
い
は
、
本
詩
の
詩
句
上
に
は
表
現
さ
れ
る
こ
と

な
く
、
す
べ
て
言
外
に
込
め
隱
さ
れ
て
い
る
、
言
い
換
え
れ
ば
、
本
詩
の
詩
句
は
す
べ
て
言
外
の
意
を
讀
者（

6
（

に
悟
ら
せ
る
た
め
に
存
在

す
る
と
、
朱
公
遷
は
言
う
。
こ
れ
は
、
歷
代
詩
經
學
者
の
本
詩
に
對
す
る
問
題
意
識
を
端
的
に
要
約
し
た
言
葉
で
あ
る
。

表
現
さ
れ
た
も
の
と
作
者
が
傳
え
た
か
っ
た
も
の
と
の
懸
隔
の
有
樣
、
そ
の
懸
隔
を
乘
り
越
え
て
い
か
に
し
て
讀
者
に
言
外
の
意
を

傳
え
る
か
（
讀
者
は
い
か
な
る
プ
ロ
セ
ス
を
と
っ
て
言
外
の
意
に
到
達
す
る
か
（、
そ
も
そ
も
言
外
の
意
は
い
か
に
し
て
生
じ
る
も
の

な
の
か
、
な
ど
、
詩
經
解
釋
學
に
お
け
る
言
外
の
意
に
關
す
る
諸
々
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
本
詩
は
絶
好
の
材
料
を
提
供
す
る
。

さ
ら
に
そ
れ
ら
は
、
詩
經
の
詩
篇
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
詩
經
を
解
釋
す
る
と
い
う
こ
と
は
い
っ
た
い
い
か
な
る
行

爲
で
あ
る
か
と
い
う
根
本
的
な
問
題
に
對
す
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
學
者
の
考
え
方
に
根
差
し
て
い
る
と
い
う
點
で
も
重
要
で
あ
る（

7
（

。
複
雜

に
絡
ま
り
合
っ
た
歷
代
の
學
說
の
關
係
を
解
き
ほ
ぐ
し
な
が
ら
、
言
外
の
意
に
つ
い
て
の
思
惟
が
い
か
に
發
展
し
分
岐
し
て
そ
の
歷
史

を
紡
い
で
い
た
か
を
考
え
て
み
た
い
。
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（　

鄭
箋
と
『
毛
詩
正
義
』
が
後
世
に
殘
し
た
論
點

衞
風
「
碩
人
」
を
巡
っ
て
は
、
歷
代
樣
々
な
解
釋
が
行
わ
れ
、
互
い
に
議
論
が
繰
り
廣
げ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
議
論
の
的
と
な
る
問

題
は
、
す
で
に
漢
唐
詩
經
學
の
解
釋
の
中
に
萌
芽
的
に
現
れ
て
い
る
。
本
詩
小
序
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
碩
人
」
は
、
衞
の
莊
姜
を
憫あ

わ
れん

だ
詩
で
あ
る
。
莊
公
は
寵
愛
す
る
側
室
に
惑
溺
し
、
彼
女
に
驕
り
高
ぶ
り
目
上
を
蔑な

み

す
る
振

る
舞
い
を
さ
せ
た
。
莊
姜
は
賢
明
で
あ
っ
た
が
、
莊
公
か
ら
正
當
に
遇
さ
れ
ず
、
つ
い
に
子
供
を
儲
け
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
衞

の
國
人
は
憫
み
か
つ
憂
え
た
（
碩
人
、
閔
莊
姜
也
。
莊
公
惑
於
嬖
妾
、
使
驕
上
僭
。
莊
姜
賢
而
不
答
、
終
以
無
子
。
國
人
閔
而
憂

之
（

本
詩
第
三
章
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

碩
人
敖
敖　
　

碩せ
き
じ
ん人　

敖が
う

敖が
う

た
り

說
于
農
郊　
　

農の
う

郊か
う

に
說や

ど

る

四
牡
有
驕　
　

四し

牡ぼ　

驕け
う

た
る
こ
と
有あ

り

朱
幩
鑣
鑣　
　

朱し
ゆ

幩ふ
ん　

鑣へ
う

鑣へ
う

た
り

翟
茀
以
朝　
　

翟て
き

茀ふ
つ

し
て
以も

つ

て
朝て

う

す
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大
夫
夙
退　
　

大た
い

夫ふ　

夙は
や

く
退し

り
ぞく

無
使
君
勞　
　

君き
み

を
勞ら

う

せ
使し

む
る
こ
と
無な

か
れ

こ
こ
で
は
、
莊
姜
が
莊
公
に
嫁
ぐ
た
め
に
生
ま
れ
故
郷
の
齊
の
國
か
ら
衞
に
や
っ
て
來
た
時
の
、
禮
式
に
適
い
か
つ
盛
大
な
樣
子
と
、

彼
女
を
迎
え
た
衞
の
臣
下
の
言
葉
と
が
詠
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
後
半
二
句
、

大
夫　

夙は
や

く
退
き

君
を
勞
せ
し
む
る
こ
と
無
か
れ

に
注
目
し
た
い
。
こ
の
二
句
を
巡
っ
て
は
顯
著
な
違
い
を
有
す
る
異
說
が
複
數
提
出
さ
れ
活
發
な
議
論
が
繰
り
廣
げ
ら
れ
て
き
た
。
そ

こ
に
見
ら
れ
る
解
釋
の
違
い
は
、
あ
る
意
味
で
「
碩
人
」
詩
全
體
に
對
す
る
歷
代
の
詩
經
學
者
た
ち
に
よ
る
、
果
て
し
な
く
ま
た
入
り

組
ん
だ
議
論
の
最
も
肝
要
な
部
分
を
集
約
し
て
い
る
觀
が
あ
る
。
こ
の
二
句
に
つ
い
て
毛
傳
は
、

大
夫
が
退
出
し
な
い
う
ち
は
、
君
主
は
路
寢
に
お
い
て
朝
政
を
執
り
行
い
、
夫
人
は
正
寢
に
お
い
て
大
奥
の
用
務
を
執
り
行
う（

8
（

。

大
夫
が
退
出
し
、
そ
の
後
で
執
務
を
終
了
す
る
（
大
夫
未
退
、
君
聽
朝
於
路
寢
、
夫
人
聽
內
事
於
正
寢
。
大
夫
退
、
然
後
罷
（

と
言
い
、
鄭
箋
は
、
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莊
姜
が
〔
衞
に
〕
や
っ
て
き
た
ば
か
り
の
時
、
朝
夕
に
朝
見
す
る
衞
の
諸
大
夫
は
み
な
早
め
に
退
出
し
、
主
君
を
疲
れ
さ
せ
な

い
よ
う
に
し
た
。
そ
れ
は
夫
婦
に
な
っ
た
ば
か
り
の
主
君
と
夫
人
と
が
、
仲
睦
ま
じ
く
過
ご
せ
る
よ
う
に
計
ら
う
の
が
よ
ろ
し
い

と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
（
莊
姜
始
來
時
、
衛
諸
大
夫
朝
夕
者
皆
早
退
、
無
使
君
之
勞
倦
者
、
以
君
夫
人
新
爲
妃
耦
、
宜
親
親
之

故
也
（

と
言
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
唐
・
孔
穎
達
（
五
七
四
～
六
四
八
（
等
撰
『
毛
詩
正
義
』（
以
下
、
誤
解
の
恐
れ
の
な
い
場
合
は
『
正
義
』

と
略
稱
（
は
次
の
よ
う
に
說
明
す
る
。

莊
姜
が
す
で
に
莊
公
の
朝
廷
に
入
る
と
、
朝
見
を
す
る
諸
大
夫
は
み
な
彼
女
の
た
め
に
早
め
に
退
出
し
た
。
主
君
と
夫
人
が
新

た
に
夫
婦
と
な
っ
た
ば
か
り
で
、
仲
睦
ま
じ
く
す
る
の
が
よ
い
か
ら
、
主
君
を
政
事
向
き
の
こ
と
で
疲
れ
さ
せ
な
い
よ
う
に
と
計

ら
っ
た
の
で
あ
る
（
既
入
朝
而
諸
大
夫
聽
朝
者
皆
爲
早
退
。
以
君
與
夫
人
新
爲
妃
耦
、
宜
相
親
幸
、
無
使
君
之
勞
倦
（

『
正
義
』
は
さ
ら
に
右
の
引
用
に
續
け
て
、
第
三
章
全
體
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

本
章
は
、
莊
姜
が
見
目
麗
し
く
、
す
べ
て
正
夫
人
と
し
て
の
正
式
な
禮
を
用
い
て
い
る
と
い
う
の
に
、
主
君
は
ど
う
し
て
ふ
さ

わ
し
い
扱
い
を
し
な
い
の
か
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
此
言
莊
姜
容
貌
之
美
、
皆
用
嫡
夫
人
之
正
禮
、
君
何
爲
不
答
之
乎
（

本
章
が
「
君
何
爲
れ
ぞ
之
に
答
へ
ざ
る
や
」
と
、
容
姿
に
も
禮
義
に
も
缺
け
る
と
こ
ろ
の
な
い
莊
姜
を
莊
公
が
正
當
に
遇
し
な
い
こ
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と
を
刺
っ
て
い
る
と
、『
正
義
』
は
言
う
。
こ
れ
は
、
後
漢
・
鄭
玄
（
一
二
七
～
二
〇
〇
（
の
箋
が
、
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
二
句

の
前
の
、
本
章
第
一
～
五
句
に
つ
い
て
、

こ
れ
は
さ
ら
に
、
莊
姜
が
近
郊
に
辿
り
着
い
た
と
こ
ろ
で
す
で
に
正
式
な
衣
服
に
着
替
え
て
お
り
、
そ
う
し
て
こ
の
よ
う
な

〔
豪
華
な
〕
馬
車
に
乘
っ
て
衞
君
の
朝
廷
に
入
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
す
べ
て
正
夫
人
と
し
て
の
正
式
な
儀
禮
を
用
い
た
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
を
言
う
。
そ
れ
な
の
に
、
今
や
莊
公
か
ら
受
け
て
然
る
べ
き
扱
い
を
さ
れ
て
い
な
い
（
此
又
言
莊
姜
自
近
郊
既
正

衣
服
、
乘
是
車
馬
以
入
君
之
朝
、
皆
用
嫡
夫
人
之
正
禮
。
今
而
不
答
（

と
言
い
、
ま
た
卒
章
に
つ
い
て
、

こ
の
章
で
は
、
齊
の
土
地
が
廣
大
で
豐
饒
、
莊
姜
を
送
っ
て
や
っ
て
來
た
男
女
も
見
目
麗
し
く
、
禮
儀
も
完
備
し
て
い
る
と
い

う
の
に
、
主
君
莊
公
は
ど
う
し
て
夫
人
を
な
お
ざ
り
に
す
る
の
か
と
言
う
（
此
章
言
齊
地
廣
𩜙
、
士
女
佼
好
、
禮
儀
之
備
、
而
君

何
爲
不
答
夫
人
（

と
言
う
の
に
基
づ
い
て
い
る（

9
（

。

鄭
玄
と
疏
家
は
と
も
に
、
詩
句
に
表
現
さ
れ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
本
詩
に
は
莊
姜
を
蔑
ろ
に
す
る
主
君
に
對
す
る
不
滿
の
思
い

が
秘
め
隱
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
こ
れ
は
、
小
序
の
「
莊
姜
を
閔
む
な
り
」「
國
人
閔
み
て
之
を
憂
ふ
」
と
本
詩
の
表
現
内
容
と
を

結
び
つ
け
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
孔
子
の
敎
え
を
受
け
た
子
夏
が
著
し
た
と
さ
れ
る
小
序
が
、
本
詩
を
賢
女
で
し
か
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も
正
室
で
あ
る
の
に
夫
莊
公
か
ら
蔑
ろ
に
さ
れ
た
莊
姜
の
身
の
上
を
憫
ん
で
作
ら
れ
た
詩
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
に
、
そ
の
詩
句
が

彼
女
の
豪
奢
圓
滿
な
樣
を
稱
贊
す
る
こ
と
に
終
始
し
て
い
る
と
い
う
矛
盾
を
解
消
す
る
た
め
、
詩
句
の
裏
に
「
今
に
し
て
答
へ
ら
れ

ず
」「
君
何
爲
れ
ぞ
之
に
答
へ
ざ
る
や
」
と
い
う
作
者
の
感
慨
が
籠
め
ら
れ
て
い
る
と
推
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
本
章
の
内
容
（「
言
内

の
意
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
（
と
、
小
序
が
言
う
作
詩
の
意
と
し
て
の
言
外
の
意
と
を
結
び
つ
け
る
回
路
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
小
序
の
「
こ
れ
を
閔
み
て
憂
ふ
」
を
大
き
な
（
結
論
的
な
（
言
外
の
意
と
す
れ
ば
、
鄭
箋
の
「
今
に
し
て
答
へ
ら
れ
ず
」、

『
正
義
』
の
「
君
何
爲
れ
ぞ
之
に
答
へ
ざ
る
や
」
は
、
大
き
な
言
外
の
意
を
導
き
出
す
た
め
の
小
さ
な
（
過
渡
的
な
（
言
外
の
意
と
位

置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
本
詩
小
序
の
『
正
義
』
の
、

本
詩
全
四
章
は
み
な
莊
姜
が
ふ
さ
わ
し
い
扱
い
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
主
君
は
手
厚
く
も
て
な
さ
な
い
。
こ
の
た
め
に
、

國
人
は
憫
ん
で
憂
え
て
い
る
の
で
あ
る
（
經
四
章
皆
陳
莊
姜
宜
答
、
而
君
不
親
幸
、
是
爲
國
人
閔
而
憂
之
（

に
當
て
嵌
め
て
說
明
す
れ
ば
、「
莊
姜
宜
し
く
答
ふ
べ
し
」
が
言
内
の
意
、「
而
れ
ど
も
君
親
幸
せ
ず
」
が
小
さ
な
言
外
の
意
、「
是
が

爲
に
國
人
閔
み
て
之
を
憂
ふ
」
が
大
き
な
言
外
の
意
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
章
に
話
を
戻
す
と
、
鄭
玄
は
本
章
の
詩
句
の
裏
に
「
今
に
し
て
答
へ
ら
れ
ず
」
と
い
う
詩
人
の
感
慨
が
言
外
の
意
と
し
て
存
在

し
て
い
る
と
考
え
、
疏
家
は
そ
れ
を
踏
襲
し
て
「
君
何
爲
れ
ぞ
之
に
答
へ
ざ
る
や
」
と
言
い
換
え
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

『
正
義
』
の
再
解
釋
は
は
た
し
て
鄭
玄
の
意
圖
を
充
分
に
汲
ん
だ
も
の
と
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
疑
念
を
抱
か
ざ
る
を
得
な

い
。
そ
れ
は
、
鄭
箋
が
「
今
に
し
て
答
へ
ら
れ
ず
」
と
言
っ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
を
言
い
換
え
た
『
正
義
』
の
「
君
何
爲
れ
ぞ
之
に
答

へ
ざ
る
や
」
に
は
、「
今
に
し
て
」
と
い
う
要
素
が
缺
落
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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鄭
玄
は
、
詩
に
詠
わ
れ
て
い
る
出
來
事
が
起
こ
っ
た
の
は
過
去
の
こ
と
で
あ
り
、
詩
人
が
そ
れ
に
感
慨
を
催
し
詩
に
詠
っ
て
い
る
時

點
と
し
て
の
「
今
」（
あ
る
い
は
詩
の
語
り
手
が
語
っ
て
い
る
時
點
と
し
て
の
「
今
」（
と
は
違
う
、
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
詩
に

詠
わ
れ
て
い
る
の
は
「
今
」
の
こ
と
で
は
な
い
が
、
詩
人
が
本
當
に
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
詩
句
に
詠
わ
れ
て
い
な
い
「
今
」
の
有

樣
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
鄭
玄
が
見
出
だ
し
た
、
詩
に
詠
わ
れ
て
い
る
内
容
と
詩
人
の
眞
意
と
の
閒
に
存
在
す
る
懸
隔
と
は
、

詩
が
描
き
出
す
事
柄
が
屬
す
る
時
點
と
、
詩
人
が
感
慨
を
催
し
て
い
る
時
點
と
の
閒
に
横
た
わ
る
懸
隔
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
鄭
箋
に
と

っ
て
の
本
詩
の
言
外
の
意
と
は
時
閒
的
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、『
正
義
』
は
鄭
箋
の
敷
衍
を
し
な
が
ら
、
こ
の
「
今
に
し
て
」
を
受
け
繼
い
で
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
疏
家
は
詩
句

の
表
現
内
容
と
詩
人
の
眞
意
と
の
閒
に
懸
隔
が
あ
る
、
す
な
わ
ち
言
外
の
意
が
あ
る
と
考
え
る
點
で
は
鄭
箋
に
從
っ
て
い
る
も
の
の
、

そ
の
懸
隔
が
鄭
箋
の
言
う
よ
う
な
時
閒
的
性
格
を
有
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
か
は
疑
わ
し
い
。
先
に
引
用
し
た
本
詩
小
序
に
對
す
る

『
正
義
』
に
も
、「
經
四
章
皆
な
莊
姜
宜
し
く
答
へ
ら
る
べ
き
こ
と
を
陳の

ぶ
。
而
れ
ど
も
君
親
幸
せ
ず
。
是
が
爲
に
國
人
閔
み
て
之
を
憂

ふ
」
と
言
い
、
夫
莊
公
か
ら
愛
情
と
尊
敬
を
注
が
れ
て
し
か
る
べ
き
莊
姜
が
そ
れ
を
受
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
國
人
が
憫
み
憂
う
と

の
み
言
い
、
そ
の
よ
う
な
冷
遇
を
莊
姜
が
い
っ
た
い
い
つ
の
時
點
か
ら
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
問
題
に
し
て
い
な
い
。

こ
れ
か
ら
見
て
も
、
本
詩
の
表
現
と
意
圖
と
の
閒
に
時
閒
的
懸
隔
が
存
在
す
る
と
い
う
問
題
意
識
を
、
疏
家
が
鄭
玄
と
共
有
し
な
か
っ

た
可
能
性
は
高
い
。
莊
姜
が
衞
に
嫁
い
で
や
っ
て
來
た
當
初
か
ら
、
莊
公
は
彼
女
を
疏
外
し
て
い
た
、
と
疏
家
は
考
え
て
い
た
と
と
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
後
世
の
學
者
が
『
正
義
』
の
解
釋
を
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
餘
地
は
充
分
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
疑
念
を
生
じ
さ
せ
る
原
因
は
、
實
は
鄭
箋
側
に
も
あ
る
。
鄭
箋
は
第
三
章
中
の
第
五
句
目
ま
で
を
注
釋
し
て
「
今
に
し

て
答
へ
ら
れ
ず
」
と
言
う
。
こ
れ
に
據
れ
ば
詩
人
は
第
五
句
ま
で
に
、
莊
姜
が
衞
に
嫁
い
で
來
た
時
の
盛
儀
を
、
失
わ
れ
た
過
去
と
し

て
懐
か
し
く
追
想
し
な
が
ら
詠
い
、
そ
の
言
外
の
意
と
し
て
莊
姜
の
置
か
れ
た
現
狀
に
憐
憫
の
情
を
起
こ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
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る
。
そ
れ
で
は
、
殘
さ
れ
た
第
六
・
七
句
「
大
夫　

夙は
や

く
退
く
、
君
を
勞
せ
し
む
る
こ
と
無
か
れ
」
の
二
句
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な

位
置
付
け
を
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
鄭
箋
は
「
莊
姜
始
め
て
來
た
り
し
時
、
衛
の
諸
大
夫
の
朝
夕
す
る
者
は
皆
な
早
く
退
き
、

君
を
勞
倦
せ
使
む
る
者
無
し
。
君
夫
人
の
新
た
に
妃
耦
と
爲
り
、
宜
し
く
親
親
す
べ
き
を
以
て
の
故
な
り
」
と
言
い
、
莊
公
莊
姜
夫
妻

が
新
婚
の
時
に
は
、
諸
大
夫
が
二
人
が
慈
し
み
合
う
時
を
ゆ
っ
く
り
持
て
る
よ
う
に
配
慮
し
て
、
朝
見
も
そ
こ
そ
こ
に
退
出
し
た
と
言

う
。
こ
こ
か
ら
は
、
諸
大
夫
が
莊
姜
を
歡
迎
し
て
い
た
と
鄭
玄
が
考
え
て
い
た
こ
と
は
わ
か
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
配
慮
を
受
け

た
莊
公
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
鄭
玄
の
考
え
が
判
然
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
か
り
に
「
今
に
し
て
然
ら

ず
」
が
こ
の
部
分
の
後
に
置
か
れ
て
、
本
章
全
體
に
掛
か
っ
て
い
た
と
し
た
ら
、
新
婚
當
時
は
莊
公
も
莊
姜
へ
應
分
の
愛
情
を
注
い
で

い
た
と
理
解
し
て
か
ま
わ
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
實
際
の
位
置
は
、
本
章
七
句
の
前
五
句
と
後
二
句
と
の
敍
述
内
容
に
質

的
差
異
が
あ
る
と
鄭
玄
が
考
え
て
い
た
と
受
け
取
れ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
、
少
な
く
と
も
讀
者
が
そ
の
よ
う
に
讀
み
取
る
餘
地
を
殘

す
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
鄭
玄
が
こ
の
よ
う
に
注
釋
し
た
眞
意
は
、
そ
の
簡
單
な
記
述
か
ら
は
窺
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
れ
に
對
し
て
、『
正
義
』
は
第
三
章
全
體
の
通
釋
を
す
る
中
で
「
君
何
爲
れ
ぞ
之
に
答
へ
ざ
る
か
」
と
言
っ
て
い
て（

（1
（

、
第
三
章
の

敍
述
全
體
が
、
莊
姜
が
正
當
な
待
遇
を
受
け
な
い
こ
と
を
憫
む
思
い
を
秘
め
て
い
る
と
す
る
。『
正
義
』
も
本
章
前
五
句
に
つ
い
て

「
其
の
初
め
て
來
た
り
て
嫁
す
」
と
言
い
、
後
二
句
に
つ
い
て
は
「
既
に
朝
に
入
り
て
」
と
言
い
、
本
章
で
嫁
ぐ
道
中
と
嫁
い
だ
後
と

い
う
時
閒
の
流
れ
が
存
在
す
る
こ
と
に
は
言
及
す
る
も
の
の
、
そ
の
閒
隔
は
ご
く
短
い
も
の
で
、
そ
こ
に
莊
姜
の
境
遇
の
變
化
＝
莊
公

の
莊
姜
に
對
す
る
心
境
の
變
化
が
起
こ
っ
た
と
考
え
た
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
『
正
義
』
は
、
本
章
の
表
現
と
詩
人
の
意
圖
と
の
閒
の
懸
隔
が
時
閒
的
性
格
を
持
つ
と
い
う
、
鄭
箋
の
認
識

を
受
け
繼
い
で
い
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
た
だ
そ
の
場
合
、
本
章
の
詩
句
に
詠
わ
れ
た
新
婚
時
の
莊
姜
の
圓
滿
無
缺
な
情
景
の
裏
に

作
者
の
思
い
が
ど
の
よ
う
に
込
め
ら
れ
て
い
る
と
、
疏
家
は
考
え
て
い
る
の
か
、
そ
れ
が
判
然
と
し
な
い
。「
今
に
し
て
答
へ
ら
れ
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增殖する言外の意

ず
」
と
言
っ
た
鄭
箋
は
、
新
婚
の
莊
姜
の
幸
福
と
、
見
捨
て
ら
れ
た
莊
姜
の
絶
望
と
を
讀
み
取
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
對
し
て
『
正
義
』

は
、
美
し
い
莊
姜
が
正
夫
人
と
し
て
の
禮
を
行
っ
て
輿
入
れ
し
、
衞
の
諸
大
夫
た
ち
も
彼
女
を
歡
迎
し
て
い
る
の
に
、
莊
公
一
人
が
彼

女
に
冷
淡
な
態
度
を
示
し
て
い
る
と
解
釋
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
莊
姜
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
疏
家
は
說
明
し
な
い
。
莊
姜
と
い
う
女
性
と
そ
の
境
遇
を
、
彼
女
や
人
々
の
心
理
に
分
け
入
っ
て
理
解
し

よ
う
と
い
う
意
欲
が
大
き
く
な
く
、
莊
姜
＝
夫
に
粗
末
に
扱
わ
れ
た
不
幸
な
女
性
と
い
う
紋
切
り
型
の
理
解
で
善
し
と
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
鄭
箋
と
『
正
義
』
の
解
釋
に
は
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
相
違
が
あ
る
。「
今
に
し
て
」
の
有
無
、「
答
へ
ら
れ

ず
」
の
語
の
置
か
れ
た
位
置
は
、
莊
姜
が
結
婚
當
初
か
ら
不
幸
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
最
初
は
幸
福
な
日
々
を
送
っ
て
い
た
の
が
後

に
莊
公
の
心
變
わ
り
に
よ
っ
て
不
幸
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
解
釋
の
違
い
に
關
わ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ひ
い
て
は
莊
公
の
人
閒
像

に
つ
い
て
の
理
解
に
も
差
異
が
あ
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
鄭
箋
、『
正
義
』
と
も
こ
れ
ら
の
疑
問
に
明

確
に
答
え
て
お
ら
ず
、
そ
の
眞
意
を
捉
え
難
い
。

こ
れ
は
見
方
を
變
え
れ
ば
、
本
章
に
對
す
る
漢
唐
詩
經
學
の
注
釋
は
、
表
現
内
容
と
言
外
の
意
と
の
閒
の
時
閒
的
位
相
、
語
り
手
が

ど
の
よ
う
な
位
置
に
立
っ
て
い
る
か
、
莊
姜
の
人
生
行
路
、
莊
公
の
人
と
な
り
な
ど
に
つ
い
て
大
き
な
檢
討
の
餘
地
が
あ
る
こ
と
を
指

し
示
し
つ
つ
、
問
題
の
解
決
を
後
世
の
學
者
に
殘
し
た
と
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
小
序
の
說
を
護
持
し
つ
つ
解
釋
を
ひ
た

す
ら
精
緻
化
さ
せ
膨
大
化
さ
せ
て
き
た
と
見
ら
れ
る
漢
唐
詩
經
學
の
中
に
、
實
際
に
は
異
質
な
、
時
に
は
相
對
立
す
る
思
考
が
混
じ
り

合
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
後
の
時
代
の
解
釋
の
呼
び
水
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
宋
代
詩
經
學
・
元
明
詩
經
學
・
淸
朝
詩
經
學
は
、
自
分
た
ち
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
こ
の
よ
う
な
問
題
群
を
ど
の
よ
う
に

受
け
止
め
、
ど
の
よ
う
に
答
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
以
降
で
こ
れ
を
檢
討
し
て
い
き
た
い
。
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3　

莊
姜
は
い
つ
か
ら
不
幸
に
な
っ
た
か
？

『
正
義
』
に
見
ら
れ
た
、
鄭
箋
の
「
今
に
し
て
答
へ
ら
れ
ず
」
に
對
す
る
閒
却
は
、
宋
代
に
な
っ
て
も
續
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

北
宋
・
蘇
轍
（
一
〇
三
九
～
一
一
一
二
（『
詩
集
傳
』（
以
下
、『
蘇
傳
』
と
略
稱
（
は
、
本
詩
卒
章
の
注
釋
の
中
で
、
本
詩
全
體
の
主

旨
を
、

こ
の
詩
で
言
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
〔
素
晴
ら
し
い
〕
人
が
い
る
と
い
う
の
に
衞
君
は
ふ
さ
わ
し
い
扱
い
を
し
な
い
、

と
す
れ
ば
衞
君
は
責
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
夫
人
は
憫
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
是
詩
言
有
如
此
人
者
而

君
不
答
、
則
君
可
責
而
夫
人
可
閔
也
（

と
槪
括
的
に
說
明
す
る
が
、
本
詩
の
時
閒
性
に
對
す
る
問
題
意
識
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
南
宋
・
呂
祖
謙
（
一
一
三
七
～
一
一
八

一
（『
呂
氏
家
塾
讀
詩
記
』（
以
下
、『
呂
記
』
と
略
稱
（
第
三
章
の
注
釋
は
前
人
の
諸
注
釋
か
ら
の
引
用
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
が
、

問
題
と
な
る
鄭
箋
は
引
用
さ
れ
ず
、
ま
た
呂
祖
謙
自
身
の
解
釋
も
示
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
狀
況
を
變
え
た
の
は
南
宋
・
朱
熹
（
一
一
三
〇
～
一
二
〇
〇
（
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
詩
第
三
章
『
集
傳
』
に
、

次
の
よ
う
に
言
う
。

こ
れ
は
、
莊
姜
が
齊
か
ら
〔
衞
へ
〕
嫁
い
で
や
っ
て
き
た
時
…
…
衞
の
國
人
た
ち
が
彼
女
を
莊
公
の
妻
と
し
て
迎
え
る
こ
と
が
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增殖する言外の意

で
き
た
の
を
喜
び
、
そ
こ
で
諸
大
夫
で
主
君
に
朝
見
す
る
者
た
ち
は
早
々
に
退
出
し
て
、
主
君
が
政
事
に
疲
れ
て
、
夫
人
と
仲
睦

ま
じ
く
で
き
な
い
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
が
よ
い
と
言
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
詠
っ
て
、
今
は
そ
う
で
な
い
こ
と
を
歎
い

て
い
る
の
で
あ
る
（
此
言
莊
姜
自
齊
來
嫁
…
…
國
人
樂
得
以
爲
莊
公
之
配
、
故
謂
諸
大
夫
朝
於
君
者
宜
早
退
、
無
使
君
勞
於
政
事
、

不
得
與
夫
人
相
親
、
而
歎
今
之
不
然
也
（

『
集
傳
』
に
「
今
の
然
ら
ざ
る
を
歎
く
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
詩
の
語
り
手
の
立
つ
時
點
を
「
今
」、
本
章
に
詠
わ
れ
た

内
容
を
過
去
に
屬
す
る
も
の
と
見
て
、
そ
の
よ
う
な
う
る
わ
し
い
狀
態
は
過
去
の
も
の
と
な
り
、
今
は
失
わ
れ
て
も
は
や
存
在
し
な
い

と
歎
い
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
章
の
内
容
は
詩
人
が
過
去
を
回
想
し
て
敍
述
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
「
追
述
」
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
。
描
き
出
さ
れ
た
幸
福
な
過
去
と
描
か
れ
な
い
不
幸
な
現
在
と
い
う
二
種
類
の
相
異
な
る
色
彩
に
染
め
上
げ
ら
れ
た
時

閒
が
對
比
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
落
差
の
感
覺
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

朱
熹
の
こ
の
よ
う
な
解
釋
は
、
鄭
箋
の
「
今
に
し
て
答
へ
ら
れ
ず
」
を
受
け
繼
い
だ
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
加
え
て
、
彼
は

鄭
箋
が
第
三
章
第
五
句
ま
で
の
、
莊
姜
の
輿
入
れ
の
樣
子
を
詠
っ
た
詩
句
の
言
外
の
意
と
し
て
い
た
「
今
に
し
て
答
へ
ら
れ
ず
」
を
、

第
三
章
全
體
に
擴
張
し
て
そ
の
言
外
の
意
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
鄭
箋
が
解
決
す
る
こ
と
な
く
殘
し
た
、
末
二
句
「
大
夫
夙

く
退
き
、
君
を
し
て
勞
せ
使
む
る
こ
と
無
か
れ
」
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
に
も
解
答
を
與
え
た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
彼

は
鄭
箋
に
萌
芽
的
に
見
ら
れ
た
解
釋
の
視
點

―
時
閒
の
推
移
に
伴
う
人
閒
の
幸
不
幸
の
變
化

―
を
本
格
的
に
取
り
上
げ
て
、
本
詩

の
解
釋
を
行
っ
た
の
で
あ
る（

（（
（

。

朱
熹
が
用
い
た
論
法
は
、
彼
の
詩
經
解
釋
學
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
美
し
く
幸
福
な
過
去
の
有
樣
を

詠
う
こ
と
で
、
そ
れ
が
喪
失
さ
れ
て
し
ま
っ
た
事
實
を
際
立
た
せ
、
そ
の
落
差
の
感
覺
か
ら
現
在
の
狀
況
を
よ
り
强
く
意
識
し
歎
き
悲
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し
む

―
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
は
、
漢
唐
詩
經
學
の
中
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
「
陳
古
刺
今
」
あ
る
い
は
「
思
古
傷
今
」
と
呼
ば
れ

る
解
釋
法（

（1
（

と
同
樣
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
典
型
的
な
陳
古
刺
今
の
詩
と
は
、
例
え
ば
西
周
末
期
の
厲
王
・
幽
王
の
惡
政

に
苦
し
ん
だ
詩
人
が
、
周
の
文
王
治
下
の
幸
福
な
世
の
有
樣
を
追
慕
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
過
去
と
現
在
が
時
代
的
に
大
き
く
隔
っ
て

い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
朱
熹
が
言
っ
て
い
る
の
は
莊
姜
と
い
う
一
人
の
女
性
の
生
涯
に
お
け
る
過
去
と
現
在
と
い
う

微
視
的
な
時
閒
の
懸
隔
で
は
あ
る
が
、
過
去
の
幸
福
と
現
在
の
不
幸
と
の
落
差
の
感
覺
を
原
理
と
し
て
い
る
點
で
は
共
通
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
つ
と
に
檀
作
文
氏
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
朱
熹
は
「
陳
古
刺
今
」「
思
古
傷
今
」
と
い
う
槪
念
を
用
い
た
解
釋
に
對

し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
。
檀
作
文
氏
に
據
れ
ば
そ
れ
は
、
朱
熹
が
詩
篇
解
釋
の
理
念
と
し
て
「
以
詩
解
詩
」

―
詩
を
解
釋
す
る
の
に

詩
句
に
明
示
的
に
表
れ
た
意
味
に
基
づ
く
態
度
を
守
り
、
詩
句
に
表
現
さ
れ
て
い
な
い
事
柄
を
詩
の
意
味
と
し
て
解
釋
に
組
み
込
む
こ

と
を
恣
意
的
な
も
の
と
し
て
斥
け
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
こ
と
か
ら
來
て
い
た（

（1
（

。

し
か
し
、
朱
熹
の
批
判
は
、
彼
自
身
の
「
碩
人
」
解
釋
に
も
當
て
嵌
ま
っ
て
し
ま
う
。「
碩
人
」
に
は
不
幸
な
今
を
表
す
詩
句
は
な

い
に
も
關
わ
ら
ず
、『
集
傳
』
は
「
今
の
然
ら
ざ
る
を
歎
く
」
と
言
い
、
詩
人
は
莊
姜
の
今
の
境
遇
が
詩
句
に
詠
わ
れ
た
よ
う
な
も
の

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
强
く
讀
者
に
訴
え
て
い
る
の
だ
と
解
釋
す
る
。
こ
れ
は
「
以
詩
解
詩
」
の
理
念
か
ら
は
大
き
く
逸
脱
し
て
い

て
、
朱
熹
が
こ
の
理
念
に
立
っ
て
陳
古
刺
今
に
よ
る
解
釋
の
し
か
た
を
批
判
し
た
こ
と
と
矛
盾
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
、
朱
熹
は

自
繩
自
縛
に
陷
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
解
釋
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
理
由
を
考
え
る
資
料
と
し
て
、
彼
の
「
詩
序
辨
說
」
を
見
て
み
よ
う
。
本
詩
小
序
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

本
詩
小
序
は
『
春
秋
左
傳
』
に
參
照
す
る
に
、
本
義
を
得
た
も
の
で
あ
る
（
此
序
據
春
秋
傳
得
之
（
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朱
熹
は
、
本
詩
小
序
が
こ
の
『
春
秋
左
傳
』
の
記
載
と
合
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
根
據
に
し
て
、
本
詩
小
序
が
正
し
い
と
評
價

し
て
い
る
。『
春
秋
左
傳
』「
隱
公
三
年
」
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

衞
の
莊
公
は
齊
の
太
子
得
臣
の
妹
、
名
は
莊
姜
、
を
娶
っ
た
。
莊
姜
は
美
し
か
っ
た
が
子
が
な
か
っ
た
の
で
、
衞
人
は
彼
女
の

た
め
に
「
碩
人
」
の
詩
を
賦
し
た
（
衞
莊
公
娶
于
齊
東
宮
得
臣
之
妹
、
曰
莊
姜
。
美
而
無
子
、
衞
人
所
爲
賦
碩
人
也（

（1
（

（

『
春
秋
左
傳
』
は
、
莊
姜
が
子
供
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
國
人
が
「
碩
人
」
の
詩
を
作
っ
た
と
言
う
。
こ
の
記
述
に
小
序
の

「
莊
姜
賢
な
れ
ど
も
答
へ
ら
れ
ず
。
終
に
以
て
子
無
し
、
國
人
閔
み
て
之
を
憂
ふ
」
が
對
應
し
て
い
る
の
で
、
小
序
の
說
は
本
詩
が
作

ら
れ
た
歷
史
的
實
情
を
正
し
く
反
映
し
て
い
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
文
獻
に
莊
姜
が
不
遇
に
な
っ
た
後
で
「
碩
人
」
詩

は
作
ら
れ
た
と
あ
る
の
で
、
詩
篇
か
ら
彼
女
に
對
す
る
作
者
の
憐
憫
を
讀
み
取
る
必
要
が
生
じ
た
。
そ
の
結
果
、
朱
熹
は
陳
古
刺
今
的

發
想
を
用
い
て
解
釋
を
行
っ
た
。
本
詩
に
莊
姜
が
嫁
い
で
き
た
當
初
の
豪
奢
華
麗
な
樣
子
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
詩
人
が
昔
を
追
想

し
て
今
の
彼
女
の
不
幸
を
憫
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、『
春
秋
左
傳
』
の
「
衞
人　

爲
に
碩
人
を
賦
す
る
所
な
り
」、
本
詩
小
序
の
「
莊
姜

を
閔
む
な
り
」
は
、
詩
句
上
に
表
現
さ
れ
て
お
ら
ず
、
詩
句
の
背
後
に
隱
さ
れ
て
い
る
詩
人
の
思
い
を
說
明
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
た
、

こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

實
は
こ
の
說
明
は
、
朱
熹
が
「
以
詩
解
詩
」
と
い
う
理
念
を
も
っ
て
、
漢
唐
詩
經
學
で
頻
用
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
解
釋
法
で
あ
る

「
以
史
付
詩
」

―
詩
經
の
詩
篇
は
歷
史
的
事
實
に
基
づ
い
て
詠
わ
れ
た
と
考
え
、
史
書
の
記
錄
を
援
用
し
て
詩
篇
の
解
釋
を
行
う
態

度

―
に
反
對
し
た
と
さ
れ
る
こ
と
に
も
矛
盾
す
る
。
け
れ
ど
も
、
筆
者
が
以
前
考
察
し
た
と
こ
ろ
に
據
れ
ば
、
朱
熹
は
確
か
に
「
以

史
付
詩
」
を
濫
用
し
て
詩
篇
解
釋
を
行
う
こ
と
に
は
反
對
し
て
い
た
が
、
こ
の
解
釋
理
念
の
基
盤
を
な
す
、
詩
經
の
詩
篇
に
詠
わ
れ
た
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事
柄
は
（
歷
史
的
大
事
件
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
（
實
際
に
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
漢
唐
詩
經
學
と
同
樣
に
保
持

し
て
い
た（

（1
（

。
さ
ら
に
、
小
序
が
莊
姜
の
作
と
す
る
邶
風
「
綠
衣
」「
燕
燕
」「
日
月
」「
終
風
」
に
つ
い
て
朱
熹
は
、
確
證
は
得
ら
れ
な

い
け
れ
ど
も
「
今
姑し

ば
らく

之
に
從
ふ
」
と
い
う
立
場
を
表
明
し
て
い
る（

（1
（

。
朱
熹
は
一
部
の
詩
篇
が
歷
史
上
の
事
件
に
際
し
て
作
ら
れ
た
と

い
う
こ
と
を
完
全
に
否
定
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
本
詩
に
お
い
て
は
、
朱
熹
は
む
し
ろ
積
極
的
に
『
左
傳
』
の
記
述
を
根
據
に
し
て
、

莊
姜
を
詠
っ
た
詩
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

「
今
に
し
て
答
へ
ら
れ
ず
」
と
い
う
解
釋
は
鄭
箋
が
早
く
に
提
示
し
て
い
た
が
、
お
そ
ら
く
は
『
正
義
』
が
そ
の
意
を
汲
ん
で
敷
衍

を
し
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
、
有
力
な
解
釋
と
し
て
一
般
化
し
て
は
い
な
か
っ
た（

（1
（

。
そ
れ
を
朱
熹
が
改
め
て
取
り
上
げ
て
自
身
の
解

釋
に
採
用
し
、『
集
傳
』
が
元
以
降
絶
對
的
な
權
威
を
得
た
こ
と
に
よ
り
、
局
面
が
一
變
し
た
。
本
詩
に
對
す
る
陳
古
刺
今
的
解
釋
は

そ
の
後
、
廣
汎
か
つ
永
續
的
な
影
響
力
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
影
響
は
、
朱
子
學
を
遵
奉
し
た
學
者
に
對
し
て
の
み
に
止
ま
ら

な
か
っ
た
。
一
例
と
し
て
、
淸
・
陳
奐
（
一
七
八
六
～
一
八
六
三
（『
詩
毛
氏
傳
疏
』（
以
下
、『
奐
疏
』
と
略
稱
（
の
本
詩
第
三
章
の

注
釋
を
擧
げ
よ
う
。
彼
は
ま
ず
次
の
よ
う
に
言
う
。

詩
中
の
（「
翟て

き

茀ふ
つ

し
て
以
て
朝
す
」
の
（「
朝
」
の
字
、（「
君
を
し
て
勞
せ
使
む
る
こ
と
無
か
れ
」
の
（「
君
」
の
字
は
、
い
ず

れ
も
夫
人
に
つ
い
て
言
っ
た
も
の
で
あ
る（

（1
（

。『
列
女
傳
』「
賢
明
篇
」
に
詩
經
を
引
用
し
て
「『
大
夫
夙
く
退
き
、
君
を
し
て
勞
せ

使
む
る
こ
と
無
か
れ
』
と
あ
る
が
、
こ
の
君
と
い
う
の
は
女
君
、
す
な
わ
ち
君
主
の
正
夫
人
の
こ
と
で
あ
る
」
と
言
う
。
こ
れ
も

ま
た
魯
詩
の
說
に
よ
っ
て
毛
傳
の
正
し
さ
を
證
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
例
で
あ
る
（
經
中
朝
字
、
君
字
皆
就
夫
人
說
。
列
女
傳
賢

明
篇
引
詩
曰
、
大
夫
夙
退
、
無
使
君
勞
。
其
君
者
謂
女
君
也
。
此
又
可
援
魯
以
證
毛
矣
（
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傳
統
的
な
解
釋
で
は
「
大
夫
夙は

や

く
退
き
、
君
を
し
て
勞
せ
使
む
る
こ
と
無
か
れ
」
の
「
君
」
が
莊
公
を
指
し
て
い
る
と
と
り
、
莊
公

の
朝
廷
に
朝
見
し
た
大
夫
に
向
か
っ
て
「
我
が
君
莊
公
を
お
疲
れ
に
な
ら
せ
な
い
よ
う
に
」
と
言
っ
た
と
解
釋
す
る
。
こ
れ
に
對
し
て
、

陳
奐
は
「
君
」
が
「
女
君
」
の
意
味
で
、
莊
姜
を
指
し
て
い
る
と
と
り
、
大
奥
に
伺
候
し
た
大
夫
た
ち
に
向
か
っ
て
「
正
夫
人
を
お
疲

れ
に
な
ら
せ
な
い
よ
う
に
」
と
言
っ
た
と
解
釋
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釋
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詩
人
の
關
心
が
莊
姜
に
集

中
し
て
い
る
と
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
前
節
で
指
摘
し
た
、
漢
唐
詩
經
學
の
解
釋
で
解
決
さ
れ
な
か
っ
た
問
題

―

い
っ
た
い
詩
人
は
な
ぜ
大
夫
に
向
か
っ
て
「
莊
公
を
政
務
で
疲
れ
さ
せ
な
い
よ
う
に
」
と
呼
び
か
け
て
い
る
の
か
、
こ
れ
が
「
莊
姜
を

閔
む
」
と
い
う
作
詩
の
意
圖
と
ど
う
關
わ
る
の
か
と
い
う
問
題

―
と
眞
正
面
か
ら
向
き
合
わ
ず
に
濟
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ

で
、
陳
奐
が
自
說
を
論
證
す
る
た
め
に
、
漢
・
劉
向
撰
『
列
女
傳
』
の
記
述
を
根
據
に
し
、
か
つ
劉
向
の
詩
經
說
が
魯
詩
の
系
統
に
屬

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
毛
傳
を
正
し
く
解
釋
す
る
の
に
三
家
詩
の
說
が
有
効
で
あ
る
と
說
く（

（1
（

の
は
、
彼
の
考
證
學
者
と
し
て
の

面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。

し
か
し
、
陳
奐
は
そ
れ
に
續
け
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

詩
の
上
下
の
詩
句
の
意
味
は
、
み
な
夫
人
が
嫁
い
で
き
た
ば
か
り
の
盛
大
な
樣
に
つ
い
て
詠
っ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
「
翟て

き

茀ふ
つ

と
し
て
以
て
朝
す
」
以
下
の
三
句
は
、
常
の
朝
見
の
儀
禮
に
つ
い
て
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
莊
公
が
莊
姜
に
ふ
さ
わ

し
い
扱
い
を
し
な
く
な
っ
た
の
は
、
彼
が
州
吁
の
母
に
惑
溺
し
寵
愛
す
る
よ
う
に
な
っ
て
以
後
の
こ
と
で
あ
り
、
莊
姜
と
結
婚
し

た
ば
か
り
の
頃
は
ふ
さ
わ
し
い
扱
い
を
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
詩
人
は
こ
の
章
に
お
い
て
こ
の
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
（
詩
上
下
文
義
皆
就
夫
人
初
嫁
盛
時
說
、
而
唯
此
翟
茀
以
朝
三
句
、
就
常
朝
之
禮
言
之
。
蓋
莊
公
之
不
答

莊
姜
在
惑
嬖
州
吁
之
母
之
後
、
其
初
昏
原
未
見
其
不
答
也
。
故
詩
人
殆
於
此
著
明
之
（
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ま
た
、
本
詩
小
序
『
奐
疏
』
で
も
次
の
よ
う
に
言
う
。

本
詩
の
内
容
は
み
な
莊
姜
が
嫁
い
で
き
た
當
初
の
盛
大
な
樣
を
追
想
し
て
詠
っ
て
い
る
。
小
序
は
、
莊
姜
が
最
後
に
は
ふ
さ
わ

し
い
扱
い
を
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
說
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
女
が
國
人
に
憫
ま
れ
た
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る

（
詩
中
皆
追
念
莊
姜
初
嫁
盛
時
。
序
則
就
其
不
答
於
終
而
言
之
、
以
見
閔
爾
（

こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
陳
奐
は
本
詩
が
陳
古
刺
今
的
な
敍
述
法
を
取
っ
て
い
る
と
說
明
す
る
。

た
だ
し
第
三
章
『
奐
疏
』
に
は
、「
今
に
し
て
答
へ
ら
れ
ず
」
と
い
う
鄭
箋
は
引
用
さ
れ
ず
、
鄭
玄
の
說
を
參
考
に
し
た
と
は
書
か

れ
て
い
な
い
。
と
言
う
こ
と
は
陳
奐
は
、
鄭
玄
・
朱
熹
に
先
立
っ
て
、
毛
公
が
す
で
に
詩
の
表
現
内
容
と
言
外
の
意
と
の
閒
に
懸
隔
が

あ
り
、
か
つ
そ
れ
は
時
閒
的
性
格
に
關
す
る
も
の
だ
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
考
え
方
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

毛
傳
に
は
本
章
の
み
な
ら
ず
詩
全
體
に
つ
い
て
も
陳
古
刺
今
で
あ
る
こ
と
を
說
明
す
る
語
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
陳
奐
は
そ
の

陳
古
刺
今
說
的
解
釋
を
、
鄭
箋
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
朱
熹
に
採
用
さ
れ
、
そ
の
後
元
明
の
詩
經
學
を
經
て
一
般
化
し
た
と
い
う
解
釋
史

の
流
れ
の
中
で
受
容
し
、
考
證
學
的
考
察
を
も
っ
て
煉
り
上
げ
た
上
で
、
そ
れ
を
毛
公
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
解
釋
と
し
て
提
示
し
た
と
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
陳
奐
は
毛
傳
獨
尊
の
立
場
を
揭
げ
て
詩
經
研
究
に
取
り
組
ん
だ
學
者
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、

彼
の
尊
崇
し
た
毛
傳
と
は
決
し
て
文
字
に
定
着
さ
れ
後
世
に
傳
わ
っ
た
限
り
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
言
う
な

ら
ば
、
彼
は
毛
傳
の
「
言
外
の
意
」
を
讀
み
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
彼
は
彼
の
目
の
前
に
現
に
殘
さ
れ
た
テ
キ
ス

ト
と
し
て
の
毛
傳
を
、
彼
自
身
が
讀
み
取
っ
た
そ
の
言
外
の
意
で
膨
ら
ま
せ
た
「
毛
傳
」
を
尊
崇
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
の
行
っ
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た
毛
傳
の
言
外
の
意
の
讀
み
取
り
は
、
毛
公
以
後
約
二
千
年
に
渡
り
學
者
た
ち
に
よ
っ
て
繰
り
廣
げ
ら
れ
た
批
判
の
應
酬
、
經
說
の
繼

承
、
修
正
、
發
展
と
い
う
詩
經
解
釋
の
歷
史
を
咀
嚼
し
た
上
で
な
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
陳
奐
自
身
が
そ
の
内
實
を
再
構
成
し
た

毛
傳
と
は
、
あ
る
意
味
で
彼
が
最
良
と
考
え
る
解
釋
を
盛
り
込
む
た
め
の
媒
體
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

陳
奐
の
み
な
ら
ず
淸
朝
考
證
學
の
詩
經
解
釋
學
に
お
い
て
標
榜
さ
れ
る
「
漢
學
」
は
、
そ
れ
を
歷
史
的
、
實
體
的
な
も
の
と
し
て
の
み

見
て
は
重
要
な
部
分
を
取
り
こ
ぼ
す
恐
れ
が
あ
る
こ
と
、
そ
の
實
相
は
各
學
者
の
個
別
の
經
說
を
檢
證
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
察
さ
れ

る
べ
き
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
朱
熹
が
提
示
し
た
解
釋
は
、
淸
朝
考
證
學
の
詩
經
學
の
深
部
ま
で
浸
透
す
る
息
の
長
さ
を
保
っ
た

の
で
あ
る
。

＊
＊
＊　

＊
＊
＊

他
方
で
、
朱
熹
の
解
釋
は
後
世
の
學
者
か
ら
批
判
を
受
け
て
も
い
る
。
例
と
し
て
、
明
・
孫
鑛
（
一
五
四
三
～
一
六
一
三
（
の
說
を

檢
討
し
よ
う
。
彼
の
『
批
評
詩
經
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

本
詩
は
、
莊
姜
が
衞
に
や
っ
て
き
た
ば
か
り
の
時
、
衞
の
國
人
が
彼
女
を
贊
美
し
て
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
も
し
、
時
を
隔
て

て
後
に
〔
當
時
の
樣
子
を
追
憶
し
て
〕
敍
述
し
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
本
章
の
詠
っ
て
い
る
の
は
的
外
れ
で
、
後
の
卒
章
は
と
り

わ
け
無
内
容
な
こ
と
を
詠
っ
て
い
て
と
り
と
め
が
な
い
こ
と
に
な
る
（
此
當
是
莊
姜
初
至
衛
時
、
國
人
美
之
而
作
者
。
若
是
後
面

述
則
此
章
意
覺
不
中
節
而
後
章
尤
覺
支
慢
無
收
束
（

孫
鑛
は
、
本
詩
が
莊
姜
を
讃
歎
あ
る
い
は
祝
福
し
て
作
ら
れ
た
と
言
い
、
刺
詩
で
は
な
く
、
ま
た
詩
人
が
過
去
を
追
想
し
て
作
っ
た
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詩
で
は
な
い
と
斷
定
す
る
。
こ
れ
は
朱
熹
の
說
に
對
す
る
明
確
な
批
判
で
あ
る
。

し
か
し
一
方
で
、
孫
鑛
は
本
詩
の
題
下
に
「
閔
莊
姜
也
」
と
注
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば

こ
れ
は
、
本
詩
を
「
閔
む
詩
」
と
捉
え
る
點
で
は
、
孫
鑛
も
傳
箋
正
義
お
よ
び
朱
熹
と
同
じ
立
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
表
す
も
の
だ

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
孫
鑛
が
解
釋
し
た
「
碩
人
」
と
い
う
詩
世
界
の
中
で
、「
莊
姜
を
閔
む
」
と
い
う
感
情
は
い
っ
た
い
ど
こ
に

ど
の
よ
う
に
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
、
詩
人
す
な
わ
ち
衞
の
國
人
が
莊
姜
を
「
美
め
」
て
本
詩
を
作
っ
た
と
言
っ

て
い
る
の
で
、
作
者
の
心
に
彼
女
を
「
閔
む
」
感
情
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
言
内
で
あ
れ
言
外
で
あ
れ
、
作
詩
の

意
の
内
部
に
は
憫
み
の
情
は
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
す
れ
ば
、
莊
姜
を
憫
む
思
い
は
、
作
詩
の
意
の
外
部
に
求
め
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
本
詩
を
讀
ん
だ
者
の
心
の
中

に
生
ず
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
（
こ
こ
で
言
う
「
讀
者
」
は
、
廣
い
意
味
に
用
い
る
。
太
師
・
孔
子
・
注
釋
者
・
あ
る
い
は

讀
者
、
い
ず
れ
に
せ
よ
作
者
な
ら
ざ
る
者
が
本
詩
を
讀
ん
で

―
あ
る
い
は
聽
い
て

―
抱
く
感
慨
、
そ
れ
が
「
閔
む
」
思
い
な
の
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
思
い
は
、
詩
經
を
讀
ん
で
人
閒
が
與
え
ら
れ
る
心
の
淨
化
、
敎
化
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
（。
事
の
顚
末
を
知

る
者
が
、
本
詩
で
圓
滿
無
缺
な
莊
姜
の
姿
が
詠
わ
れ
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
幸
福
が
衞
の
國
人
た
ち
に
よ
っ
て
祝
福
さ
れ
て
い
る
の
を

讀
み
、
そ
の
幸
福
が
實
際
に
は
成
就
す
る
こ
と
が
な
く
、
彼
女
は
不
幸
な
境
遇
に
陷
っ
た
こ
と
に
思
い
を
馳
せ
、
二
種
の
時
の
落
差
に

感
じ
入
り
、
莊
姜
を
憫
む
氣
持
ち
が
心
に
生
じ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
時
、
讀
者
が
抱
く
感
慨
は
、
す
な
わ
ち
『
集
傳
』
が
言
う
「
今
の
然
ら
ざ
る
を
歎
く
」
と
い
う
思
い
に
重
な
っ
て
い
る
。
異
な

る
の
は
、
朱
熹
の
言
う
「
今
」
が
、
莊
姜
と
同
じ
時
代
に
生
き
る
衞
の
國
人
が
莊
姜
の
不
遇
を
現
に
見
な
が
ら
本
詩
を
作
っ
て
い
る

「
今
」
で
あ
り
、「
閔
む
」
と
は
「
作
詩
の
意
」
と
し
て
の
感
慨
で
あ
る
の
に
對
し
て
、
孫
鑛
の
解
釋
に
お
い
て
は
、
本
詩
の
讀
者
の
心

に
結
ば
れ
る
莊
姜
の
盛
美
な
風
姿
と
、
讀
者
が
歷
史
的
知
識
と
し
て
知
っ
て
い
る
莊
姜
の
不
幸
な
後
半
生
と
の
落
差
か
ら
運
命
の
殘
酷
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さ
を
突
き
つ
け
ら
れ
て
抱
く
の
が
「
閔
む
」
と
い
う
感
情
で
あ
り
、
つ
ま
り
そ
れ
は
「
讀
詩
の
意
」
と
し
て
の
感
慨
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。『
集
傳
』
で
は
詩
人
の
感
慨
だ
っ
た
「
今
の
然
ら
ざ
る
を
歎
く
」
と
い
う
思
い
が
、
孫
鑛
に
お
い
て
は
讀
者
の
思
い
に
ス

ラ
イ
ド
し
て
い
る
。
本
詩
が
「
閔
む
」
詩
た
り
得
る
の
は
、
作
者
が
詩
に
定
着
し
た
世
界
と
、
そ
の
後
、
事
態
が
推
移
し
た
結
果
の
世

界
と
の
閒
の
落
差
が
讀
者
に
感
慨
を
催
さ
せ
、
憫
み
の
情
を
湧
き
起
こ
さ
せ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

孫
鑛
の
解
釋
を
こ
の
よ
う
に
分
析
し
た
結
果
、
興
味
深
い
事
實
に
氣
付
く
。
そ
れ
は
、『
批
評
詩
經
』
が
言
っ
て
い
る
こ
と

―
詩

篇
の
讀
者
の
心
に
、
作
者
の
意
圖
し
て
い
た
の
と
は
逆
方
向
の
感
情
が
喚
起
さ
れ
る
、
そ
し
て
そ
の
逆
方
向
の
感
情
こ
そ
が
詩
經
の
敎

化
の
意
圖
に
叶
う

―
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
朱
熹
が
『
集
傳
』
の
中
で
唱
え
た
淫
詩
說
と
同
構
造
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
ま
た
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
朱
熹
は
本
詩
第
三
章
を
解
釋
す
る
に
際
し
て
、
傳
統
的
な
陳
古
刺
今
說
と
同
構
造
の
解
釋
方
法
を

用
い
て
い
た
が
、
こ
の
陳
古
刺
今
說
と
は
、「
以
詩
解
詩
」

―
詩
句
が
表
現
す
る
事
柄
に
よ
っ
て
詩
篇
の
意
味
を
理
解
す
る
＝
詩
句

に
表
現
さ
れ
な
い
意
味
を
讀
み
取
ろ
う
と
す
る
態
度
を
戒
め
る

―
の
立
場
か
ら
朱
熹
が
批
判
し
た
解
釋
方
法
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
見
る
と
、
朱
熹
に
と
っ
て
孫
鑛
の
批
判
は
痛
烈
な
皮
肉
と
な
っ
て
い
る
。
朱
熹
は
本
詩
第
三
章
を
解
釋
す
る
た
め
に
、

彼
が
本
來
反
對
し
て
い
た
は
ず
の
陳
古
刺
今
と
同
樣
の
手
法
を
用
い
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
。
そ
の
朱
熹
の
解
釋
を
批
判
し
た
孫
鑛
が

用
い
た
解
釋
手
法
は
、
朱
熹
が
「
以
詩
解
詩
」
の
理
念
に
よ
っ
て
解
釋
を
行
う
た
め
に
用
い
た
「
淫
詩
說
」
と
同
じ
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
持

つ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
鄭
玄
の
批
判
を
受
け
た
何
休
が
「
康
成　

吾
が
室
に
入
り
吾
が
矛
を
操
り
て
以
て
我
を
伐
つ

か
」
と
歎
じ
た（

11
（

の
と
相
似
た
狀
況
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

本
詩
の
陳
古
刺
今
的
解
釋
に
對
す
る
孫
鑛
の
批
判
に
は
淵
源
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
南
宋
・
楊
簡
（
一
一
四
一
～
一
二
二
六
（『
慈

湖
詩
傳
』
は
、
小
序
を
批
判
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
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小
序
に
は
も
と
よ
り
誤
謬
が
多
い
。
詳
し
く
本
詩
を
檢
討
す
る
に
、
た
だ
齊
姜
が
衞
に
嫁
い
だ
當
初
、
そ
の
聲
望
の
高
さ
、
儀

禮
の
盛
大
さ
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
あ
る
。
國
人
は
そ
れ
を
喜
ん
だ
が
た
め
に
、
其
の
事
を
敍
述
し
詠
唱
し
た
の
で
あ

る
。「
大
夫
夙
く
退
き
、
君
を
し
て
勞
せ
使
む
る
こ
と
無
か
れ
」
と
詠
う
の
に
至
っ
て
は
、
衞
君
が
新
た
に
婚
儀
を
行
っ
た
ば
か

り
な
の
で
、
彼
に
夫
人
と
相
親
し
ん
で
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
氣
持
ち
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
後
に
な
っ
て
回
想
し
て
作
っ

た
と
い
う
こ
と
は
と
り
わ
け
あ
り
得
な
い
。
詩
句
の
雰
圍
氣
に
は
、
そ
こ
に
憂
悶
の
思
い
な
ど
表
れ
て
い
な
い
（
毛
詩
序
固
多
謬

誤
。
詳
觀
是
詩
、
惟
見
齊
姜
始
歸
於
衛
、
其
聲
燄
、
儀
物
之
盛
。
國
人
說
之
、
故
敘
詠
其
事
。
至
曰
、
大
夫
夙
退
、
無
使
君
勞
、

則
尤
其
以
衛
君
新
有
嘉
禮
、
欲
其
與
夫
人
相
親
之
情
。
殊
非
其
後
追
書
。
其
辭
氣
略
不
見
其
有
憂
閔
之
意
（

楊
簡
は
、「
辭
氣
」、
詩
句
の
發
す
る
雰
圍
氣
か
ら
、
本
詩
に
は
追
想
の
要
素
は
な
い
と
言
う
。
こ
れ
は
孫
鑛
が
「
若
し
是
れ
後
面
に

述
ぶ
と
す
れ
ば
則
ち
此
の
章
の
意　

節
に
中あ

た

ら
ざ
る
を
覺
え
て
、
後
章
尤
も
支
慢
に
し
て
收
束
す
る
こ
と
無
き
を
覺
ゆ
」
と
言
う
の
と

同
樣
、
詩
句
が
表
現
す
る
雰
圍
氣
、
氣
分
と
い
っ
た
側
面
か
ら
舊
說
の
妥
當
性
を
判
斷
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
點
か
ら
も
、
孫
鑛
の

解
釋
が
楊
簡
の
そ
れ
を
繼
承
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

た
だ
し
、
兩
者
の
說
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
楊
簡
の
解
釋
に
は
孫
鑛
と
は
異
な
り
莊
姜
を
憫
ん
だ
詩
と
い
う
言
葉
が
な
く
、
徹

頭
徹
尾
喜
び
の
詩
だ
と
す
る
點
で
あ
る
。
楊
簡
と
彼
の
『
慈
湖
詩
傳
』
に
つ
い
て
は
、
張
玉
强
氏
に
專
著
が
あ
る（

1（
（

。
そ
れ
に
據
れ
ば
、

楊
簡
は
南
宋
・
陸
九
淵
（
一
一
三
〇
～
一
一
九
三
（
の
弟
子
で
あ
り
、
彼
は
『
論
語
』「
爲
政
篇
」
に
見
え
る
「
詩
三
百
、
一
言
以
て

之
を
蔽お

ほ

へ
ば
、
曰
く
、
思
ひ
邪
無
し
と
（
詩
三
百
、
一
言
以
蔽
之
、
曰
思
無
邪
（」
を
詩
經
解
釋
の
根
本
的
認
識
と
し
、
こ
の
立
場
か

ら
序
傳
箋
の
美
刺
說
に
よ
る
解
釋
を
牽
强
附
會
と
し
て
批
判
し
た
。
彼
は
小
序
を
解
釋
の
據
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
ま
た

「
情
」
の
純
粋
性
を
重
ん
じ
、
た
と
え
反
社
會
的
行
爲
と
見
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
で
詠
わ
れ
た
感
情
が
純
粋
で
あ
れ
ば
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そ
れ
は
「
道
心
」
に
通
じ
る
も
の
だ
と
考
え
た（

11
（

。
こ
の
よ
う
な
解
釋
理
念
を
持
っ
て
い
た
楊
簡
に
と
っ
て
は
、
本
詩
が
莊
姜
の
輿
入
れ

を
單
純
に
喜
び
迎
え
る
國
人
の
感
情
を
詠
っ
た
だ
け
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
喜
悦
の
思
い
が
純
粋
で
あ
る
と
い
う
た
だ

そ
れ
だ
け
で
、
詩
經
の
一
篇
と
し
て
充
分
な
存
在
意
義
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
對
し
て
、
孫
鑛
は
風
敎
と
い
う
詩
經
の
機
能
を
重
視
せ
ず
に
は
い
な
か
っ
た
が
故
に
、
詩
中
に
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い

道
德
的
意
義
を
、
讀
者
の
心
理
的
反
應
に
求
め
よ
う
と
し
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
想
定
し
た
。
こ
れ
は
、
彼
が
朱
熹
『
集
傳
』
が
至
高

の
權
威
を
持
っ
て
い
た
明
代
に
詩
經
研
究
に
携
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
恐
ら
く
理
由
と
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

朱
熹
の
解
釋
に
反
對
し
た
孫
鑛
も
ま
た
朱
熹
の
詩
經
學
の
影
響
圏
か
ら
脱
し
き
っ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

4　

誰
と
と
も
に
不
幸
な
莊
姜
を
憫
む
か
？

詩
句
に
表
現
さ
れ
て
い
な
い
に
も
關
わ
ら
ず
人
に
感
得
さ
れ
る
の
が
言
外
の
意
と
し
た
場
合
、
そ
れ
は
作
者
が
意
圖
し
て
傳
え
よ
う

と
し
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
作
者
が
意
識
し
て
い
な
い
に
も
關
わ
ら
ず
自
然
に
人
に
感
得
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
な
の
だ
ろ
う

か
。
か
り
に
、「
碩
人
」
に
お
け
る
言
外
の
意
を
作
者
が
言
葉
と
し
て
は
表
さ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
人
に
傳
え
た
か
っ
た
思
い
と
捉
え

た
場
合
、
作
者
が
思
い
を
傳
え
た
か
っ
た
相
手
と
は
い
か
な
る
人
物
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
歷
代
の
詩
經

學
者
は
ど
の
よ
う
な
認
識
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
、
南
宋
・
嚴
粲
（
生
卒
年

不
詳
（
の
解
釋
を
取
り
上
げ
た
い（

11
（

。
本
詩
小
序
『
詩
緝
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

本
詩
小
序
初
句
に
「
莊
姜
を
閔
」
ん
だ
詩
と
題
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
正
し
い
こ
と
は
『
春
秋
左
氏
傳
』「
隱
公
四
年
」
の
記
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事
か
ら
實
證
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
詩
經
を
解
釋
す
る
の
に
も
し
小
序
初
句
を
用
い
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
本
詩
を
莊
姜
を
美
め

た
詩
と
解
釋
し
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
（
首
序
題
以
閔
莊
姜
、
有
左
傳
可
證
、
說
詩
若
不
用
首
序
、

則
以
此
詩
爲
美
莊
姜
可
乎
（

作
者
は
莊
姜
を
憫
ん
で
本
詩
を
作
っ
た
の
に
、
そ
の
詩
に
は
憫
み
を
表
現
す
る
詩
句
が
な
い
、
し
た
が
っ
て
讀
者
が
莊
姜
を
憫
ん
だ

詩
だ
と
確
信
す
る
た
め
に
は
小
序
首
句
、
お
よ
び
『
春
秋
左
傳
』
と
い
う
外
部
の
歷
史
記
事
を
參
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

―
こ
の

よ
う
に
嚴
粲
は
言
う
。
彼
の
說
に
據
れ
ば
、
本
詩
は
後
世
の
讀
者
に
と
っ
て
、
作
者
の
意
圖
を
充
分
に
表
現
し
得
て
い
な
い
も
の
に
な

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
、
本
詩
は
意
味
表
出
の
機
能
と
い
う
面
で
充
分
な
能
力
を
發
揮
し
て
お
ら
ず
、
至
ら
ぬ
所
が
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
狀
態
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
首
章
『
詩
緝
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

詩
人
は
、
莊
姜
が
地
位
に
ふ
さ
わ
し
い
扱
い
を
莊
公
か
ら
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
直
接
は
言
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

首
章
で
は
そ
の
親
族
に
つ
い
て
具
體
的
に
列
擧
し
な
が
ら
敍
述
し
て
い
る（

11
（

の
は
、
詠
わ
れ
て
い
る
の
が
莊
姜
の
こ
と
だ
と
本
詩
の

讀
者
に
氣
付
か
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
氣
付
い
た
な
ら
ば
、
彼
女
が
ふ
さ
わ
し
い
扱
い
を
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
も

と
よ
り
國
人
は
わ
か
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
い
ち
い
ち
あ
か
ら
さ
ま
に
言
う
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
風
人
不
直
言
莊
姜
不

見
答
之
事
。
但
首
章
歷
述
其
親
族
、
欲
讀
之
者
知
其
爲
莊
姜
、
則
不
見
答
之
事
、
國
人
自
知
之
、
不
待
察
察
言
之
矣
（

莊
姜
の
不
幸
な
境
遇
は
誰
も
が
知
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
詩
が
詠
っ
て
い
る
の
が
莊
姜
の
こ
と
だ
と
さ
え
讀
者
に
わ
か
れ
ば
、
詩
人

の
憫
み
の
念
は
自
ず
か
ら
傳
わ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
作
者
が
彼
が
想
定
す
る
讀
者
に
意
圖
を
傳
え
る
と
い
う
機
能
に
缺
陷
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は
な
い
、
と
嚴
粲
は
考
え
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
前
提
と
な
る
認
識
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
を
表
す
の
が
右
の
引
用
中
の
「
國
人
自
ず

か
ら
之
を
知
る
」
で
あ
る
。
嚴
粲
は
、
本
詩
を
讀
ん
で
そ
の
作
ら
れ
た
意
圖
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
衞
の
國
人
だ
と
限
定
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
小
序
『
詩
緝
』
に
よ
り
は
っ
き
り
と
言
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
當
時
衞
國
の
人
で
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
者
な
ら
ば
、
本
詩
を
一
讀
し
た
だ
け
で
作
者
の
言
わ
ん
と
す
る

と
こ
ろ
は
默
っ
て
い
て
も
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
（
然
當
時
衞
人
知
其
事
者
、
一
讀
其
詩
便
已
默
悟
矣
（

こ
こ
で
嚴
粲
は
、
本
詩
の
作
詩
の
意
圖
を
「
默
悟
」
す
る
者
を
「
當
時
の
衞
人
の
其
の
事
を
知
る
者
」
と
規
定
し
て
い
る
。
莊
姜
と

同
じ
時
代
、
同
じ
國
に
生
き
、
彼
女
の
人
と
な
り
、
來
歷
、
境
遇
を
よ
く
知
っ
て
い
る
衞
の
國
人

―
そ
こ
に
は
當
然
本
詩
の
作
者
も

含
ま
れ
る

―
の
閒
に
は
も
と
も
と
莊
姜
を
憫
み
同
情
す
る
氣
持
ち
が
潛
在
的
に
滿
ち
渡
っ
て
い
た
。
そ
う
い
う
人
々
は
、
莊
姜
の
こ

と
を
詠
っ
た
詩
で
さ
え
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
讀
め
ば
心
の
中
の
莊
姜
へ
の
同
情
が
溢
れ
出
す
。
そ
の
よ
う
な
共
通
感
覺
が
當
時
存
在
し
て

い
た
。
本
詩
は
そ
の
よ
う
な
人
々
の
心
の
中
の
思
い
を
溢
れ
出
さ
せ
る
た
め
の
引
き
金
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
た
め
に
作
ら
れ
た

―
嚴
粲
は
そ
う
言
う
。
思
い
を
共
有
す
る
者
同
士
の
限
定
さ
れ
た
世
界
の
中
で
、
自
分
た
ち
が
思
い
を
共
有
し
て
い
る
仲
閒
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
の
が
本
詩
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
を
言
い
換
え
れ
ば
、
作
者
が
本
來
想
定
し
て
い
た
本
詩
の
讀
者
は
こ
の
よ
う
な
感
覺
を
共
有
す
る
人
の
み
で
あ
り
、
そ
う
で
な

い
者
は
そ
も
そ
も
讀
者
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
は
、
詩
と
い
う
も
の
は
本
來
時
空
を
共
に
す
る
限
ら
れ
た

者
の
閒
で
の
み
享
受
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
認
識
が
見
ら
れ
る
。
時
代
を
過
ぎ
た
ら
も
は
や
そ
の
働
き
を
失
う
消
費
期
限
付
の
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制
作
物
な
の
で
あ
る
。
詩
人
の
個
人
的
な
感
情
を
、
見
知
ら
ぬ
他
者
に
披
瀝
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
嚴
粲
の
考
え
に
據
れ
ば
、
詩
は
後
世
の
讀
者
の
た
め
に
作
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
彼
ら
が
享
受
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
も
そ
も
作
者
の
意
識
の
中
に
は
な
い
。
後
世
の
讀
者
は
、
い
わ
ば
招
か
れ
ざ
る
客
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
閒
が
本

詩
を
讀
ん
で
も
十
全
な
理
解
を
得
ら
れ
な
い
の
は
當
然
で
あ
り
、
そ
れ
が
表
現
が
行
き
届
か
な
い
も
の
に
見
え
よ
う
が
、
情
報
の
缺
落

を
有
す
る
テ
キ
ス
ト
だ
と
言
お
う
が
、
そ
れ
は
作
者
の
關
知
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
後
世
の
讀
者
は
、
本

詩
を
味
讀
す
る
た
め
に
む
し
ろ
自
分
か
ら
、
詩
人
と
感
覺
を
共
有
す
る
努
力
を
拂
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
、
詩
以
外
か
ら

必
要
な
情
報
を
獲
得
し
彼
に
と
っ
て
の
缺
落
部
分
を
補
完
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
嚴
粲
に
據
れ
ば
、
そ
れ
を
援
助
す
る
た
め
に
國
史

ま
た
は
孔
子
が
付
け
加
え
た
の
が
、「
莊
姜
を
閔
む
」
と
い
う
小
序
第
一
句
で
あ
る（

11
（

。
讀
者
は
こ
れ
を
詩
篇
と
併
せ
て
讀
む
こ
と
で
、

詩
人
が
本
詩
を
作
っ
た
當
時
、
衞
の
國
人
の
閒
に
存
在
し
て
い
た
感
覺
の
共
有
を
擬
似
體
驗
で
き
る
。
さ
ら
に
あ
る
い
は
『
春
秋
左

傳
』
の
記
事
を
參
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
小
序
の
信
賴
性
を
よ
り
强
固
に
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
嚴
粲
の
考
え
る
本
詩
の
言
外
の
意
と
は
、
本
來
は
作
者
が
意
圖
し
て
設
け
た
修
辭
的
技
法
で
は
な
く
、
作

者
と
、
彼
が
本
來
想
定
し
て
い
た
讀
者
と
が
屬
し
て
い
た
閉
じ
ら
れ
た
圏
域
に
存
在
し
て
い
た
共
通
感
覺
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
詩
の
成
り
立
ち
、
詩
が
作
ら
れ
た
所
以
に
由
來
し
て
お
の
ず
か
ら
あ
る
言
外
の
意
で
あ
る
。
そ
れ
が
時
代
を
隔
て
た
讀
者
、
い
わ

ば
作
者
に
と
っ
て
想
定
外
の
讀
者
に
と
っ
て
は
、
あ
た
か
も
秘
め
ら
れ
た
謎
と
し
て
の
言
外
の
意
に
見
え
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
謎
を

解
く
た
め
の
鍵
は
、
詩
の
外
に
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
後
世
に
受
け
繼
が
れ
た
。
そ
れ
が
顯
著
に
現
れ
て
い
る
の
が
淸
の
考
證
學
者
の
戴
震
（
一
七
二
三
～
一
七

七
七
（
で
あ
る
。
彼
は
『
毛
詩
補
傳
（
以
下
、『
戴
補
傳
』
と
略
稱
（』
の
中
で
、
本
詩
を
解
釋
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
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私
は
、「
碩
人
」
詩
を
讀
ん
で
詩
の
言
葉
と
作
詩
の
意
と
い
う
も
の
は
一
槪
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を

知
っ
た
。
本
詩
の
言
葉
は
莊
姜
を
贊
美
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
作
詩
の
意
圖
は
彼
女
を
憫
む
と
こ
ろ
に
あ
る
。『
春
秋
左

傳
』
に
「
…
…
（
す
で
に
引
用
し
た
記
事
に
つ
き
省
略

―
筆
者
補
記
（」
と
言
っ
て
い
る
の
も
、
ま
た
本
詩
が
彼
女
を
憫
ん
で

作
ら
れ
た
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
詩
者
の
意
圖
と
い
う
の
は
、
た
だ
字
句
だ
け
か
ら
求
め
よ
う
と
し
た
な
ら
ば
、
必
ず
し

も
得
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
其
の
世
を
論
」
じ
「
其
の
人
を
知
」
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

11
（

の
で
あ
る
。

お
よ
そ
「
美
」
と
言
い
「
刺
」
と
言
う
も
の
は
お
お
む
ね
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
（
余
讀
碩
人
之
詩
而
知
詩
之
爲
辭
與
作
詩
之
意

誠
不
可
一
槪
論
也
。
是
詩
辭
若
美
莊
姜
而
意
則
閔
之
。
春
秋
傳
曰
…
…
亦
言
乎
閔
之
之
意
也
。
作
詩
者
之
意
、
有
但
求
之
乎
辭
而

未
必
能
得
者
、
又
當
論
其
世
知
其
人
焉
。
凡
爲
美
爲
刺
、
類
如
是
（

戴
震
の
認
識
は
、
嚴
粲
の
思
考
を
受
け
繼
ぎ
つ
つ
も
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
彼
は
、「
毛
詩
補
傳
序
」
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

作
詩
の
意
は
、
前
代
の
人
々
が
す
で
に
そ
の
傳
承
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
は
、「
其
の
世
を
論
」
じ
「
其
の
人
を
知
」
る
の

で
は
な
け
れ
ば
、
も
と
よ
り
獨
り
よ
が
り
な
考
え
で
推
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
私
は
と
り
あ
え
ず
孔
子
が
か
の
三
百
篇
に

下
し
た
斷
案（

11
（

に
よ
っ
て
、
各
詩
篇
に
つ
い
て
推
論
し
、
そ
れ
を
各
篇
の
篇
題
の
後
に
付
記
す
る
（
作
詩
之
意
、
前
人
既
失
其
傳
者
、

非
論
其
世
、
知
其
人
、
固
難
以
臆
見
定
也
。
姑
以
夫
子
之
斷
夫
三
百
者
、
各
推
而
論
之
、
用
附
於
篇
題
後（

11
（

（

戴
震
は
小
序
を
「
毛
氏
篇
義
」
と
稱
し
た
。
こ
れ
は
小
序
を
毛
公
の
詩
經
解
釋
體
系
内
の
存
在
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詩

人
や
孔
子
の
意
圖
を
直
接
表
す
も
の
と
し
て
し
て
別
格
の
扱
い
を
す
る
こ
と
を
排
し
た
こ
と
の
表
れ
と
考
え
ら
れ
る（

11
（

。
彼
は
嚴
粲
と
は
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違
い
、
小
序
の
記
述
を
解
釋
の
根
幹
と
し
な
か
っ
た
。
彼
は
、『
論
語
』「
爲
政
」
に
見
ら
れ
る
孔
子
の
詩
經
の
詩
篇
に
對
す
る
「
詩
三

百
、
一
言
以
て
之
を
蔽
へ
ば
、
曰
く
、
思
ひ
邪
無
し
と
」
と
い
う
評
語
を
根
據
に
、
詩
篇
は
「
邪
の
無
い
思
い
」
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て

い
る
と
い
う
認
識
を
根
本
に
据
え
、
か
つ
作
詩
の
時
代
狀
況
と
作
者
の
人
閒
像
を
知
る
た
め
に
歷
史
的
考
證
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ

る
と
い
う
解
釋
理
念
を
主
張
し
た
。
こ
の
う
ち
、「
思
ひ
邪
無
し
」
を
詩
經
解
釋
の
根
本
理
念
に
据
え
る
こ
と
は
、
第
3
節
で
取
り
上

げ
た
南
宋
・
楊
簡
と
共
通
す
る（

11
（

。

た
だ
し
、
戴
震
の
詩
經
學
に
お
い
て
は
、
そ
れ
に
加
え
各
種
の
史
料
、
本
詩
で
言
え
ば
『
春
秋
左
傳
』
の
記
述
が
、
詩
篇
の
意
味
を

理
解
す
る
た
め
の
情
報
源
と
し
て
の
價
値
が
高
ま
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
詩
人
の
意
圖
は
字
句
の
み
か
ら
は
把
握
で
き
ず
、
詩
の
作
ら
れ

た
時
代
狀
況
、
詩
人
の
人
と
な
り
の
考
察
を
踏
ま
え
た
上
で
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
解
釋
理
念
が
あ
る
。

詩
は
そ
の
詩
句
自
體
だ
け
で
は
充
分
な
情
報
を
提
供
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
を
得
る
た
め
に
詩
以
外
の
資
料
に
據
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
考
え
方
は
、
嚴
粲
と
共
通
す
る
。
た
だ
し
嚴
粲
は
、
依
據
す
べ
き
根
幹
の
資
料
と
し
た
小
序
首
句
に
つ
い
て
は
、
詩
を
收
集

保
管
し
た
國
史
の
他
、
そ
れ
ら
の
詩
群
を
編
集
し
て
儒
敎
の
經
典
た
る
詩
經
を
作
り
上
げ
た
孔
子
の
意
圖
を
も
表
す
も
の
と
考
え
た（

1（
（

。

そ
こ
で
は
、
小
序
は
詩
經
本
體
と
の
距
離
が
極
め
て
接
近
し
て
お
り
、
儒
敎
の
經
典
と
し
て
の
詩
經
を
構
成
す
る
不
可
缺
の
一
部
分
と

な
っ
て
い
て
、『
春
秋
左
傳
』
な
ど
の
史
料
と
は
次
元
が
異
な
る
存
在
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
對
し
て
、
戴
震
は
小
序
の
超
越
的
權

威
を
認
め
ず
、「
思
ひ
邪
無
し
」
と
い
う
、
詩
經
を
貫
徹
す
る
も
の
と
彼
が
考
え
る
理
念
に
基
づ
い
て
作
詩
の
意
を
彼
自
身
が
推
論
し

た
上
で
、
他
の
文
獻
資
料
に
よ
っ
て
そ
れ
を
考
證
し
て
い
く
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
考
え
る
。「
思
ひ
邪
無
し
」
と
い
う
孔
子
の
斷
案
を

賴
り
に
作
詩
の
意
を
考
え
よ
う
と
す
る
點
で
は
楊
簡
と
共
通
す
る
が
、
楊
簡
と
は
違
い
自
分
の
推
論
を
歷
史
資
料
に
據
っ
て
檢
證
し
よ

う
と
い
う
態
度
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、
詩
句
だ
け
か
ら
は
作
詩
の
意
圖
は
捉
え
き
れ
ず
、
他
の
文
獻
の
記
述
を
合
わ
せ
て
參
考
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
點
で
は
嚴
粲
と
共
通
す
る
が
、
嚴
粲
と
は
異
な
り
、
小
序
と
他
の
文
獻
と
の
閒
に
價
値
的
差
異
を
認
め
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な
い
。
こ
こ
に
は
、
淸
朝
考
證
學
の
方
法
論
の
確
立
者
と
し
て
の
彼
の
態
度
が
明
確
に
現
れ
て
い
る
。

5　

莊
姜
の
不
幸
に
自
分
た
ち
も
責
め
を
負
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
？

嚴
粲
の
「
碩
人
」『
詩
緝
』
に
は
、
言
外
の
意
に
對
し
て
、
前
節
で
見
た
も
の
と
性
質
の
異
な
る
認
識
も
見
ら
れ
る
。
本
詩
小
序
『
詩

緝
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

た
だ
本
詩
第
三
章
の
「
大
夫
夙は

や

く
退
き
、
君
を
し
て
勞
せ
使
む
る
こ
と
無
か
れ
」
の
二
句
に
は
、
そ
の
〔「
莊
姜
答
へ
ら
れ

ず
」
の
〕
意
が
わ
ず
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
言
葉
は
や
は
り
思
い
が
深
く
婉
曲
で
あ
る
。
國
風
び
と
の
言
葉
と
い
う
も
の
は

大
抵
こ
の
よ
う
で
あ
る
（
唯
大
夫
夙
退
無
使
君
勞
二
語
微
見
其
意
、
而
辭
亦
深
婉
、
風
人
之
詞
大
抵
然
也
（

ま
た
、
第
三
章
『
詩
緝
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

莊
姜
は
、
禮
に
從
っ
て
衞
に
嫁
い
で
き
た
の
だ
か
ら
、
ふ
さ
わ
し
い
待
遇
を
與
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
は
ず
が
な
い
。

ひ
ょ
っ
と
し
て
、
我
が
君
は
政
事
向
き
の
仕
事
に
疲
れ
て
、
夫
人
と
相
親
し
む
暇
が
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
な
ら

ば
、
朝
見
す
る
諸
大
夫
は
な
る
べ
く
早
く
退
出
し
、
我
が
君
を
政
務
に
疲
れ
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
が
よ
い
○
君
が
莊
姜
を
蔑
ろ

に
し
た
の
は
お
氣
に
入
り
の
姫
妾
に
惑
わ
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
が
、
こ
の
詩
で
は
政
事
向
き
の
仕
事
に
疲
れ
果
て
た
こ
と
が
原
因

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
邶
風
「
凱
風
」
で
は
、
母
が
再
婚
し
て
他
家
に
嫁
ぎ
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
は
淫
ら
な
風
氣
が
流
行
し
て
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い
た
〔
の
に
影
響
さ
れ
た
〕
が
故
で
あ
る
の
に
、「
凱
風
」
は
〔
自
分
ら
子
供
た
ち
を
育
て
上
げ
る
た
め
に
拂
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
〕
勞
苦
の
致
す
と
こ
ろ
だ
と
言
う（

11
（

。
國
風
び
と
の
言
葉
は
微
妙
で
婉
曲
な
も
の
な
の
で
あ
る
（
莊
姜
以
禮
來
嫁
、
不
應

不
見
答
。
豈
吾
君
疲
於
政
事
而
未
暇
與
夫
人
相
親
耶
。
若
是
則
諸
大
夫
聽
朝
者
宜
且
早
退
、
無
使
吾
君
勞
於
聽
斷
可
也
○
君
之
不

答
莊
姜
以
惑
於
嬖
妾
之
故
、
而
此
詩
以
爲
勞
於
政
事
所
致
。
母
之
不
安
其
室
、
以
淫
風
流
行
之
故
、
而
凱
風
以
爲
勞
苦
而
然
。
風

人
之
辭
微
婉
矣
（

第
（
節
で
見
た
よ
う
に
、
本
詩
第
三
章
の
「
大
夫
夙は

や

く
退
き
、
君
を
し
て
勞
せ
使
む
る
こ
と
無
か
れ
」
の
二
句
は
、
そ
の
意
味
お
よ

び
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
詩
人
の
思
い
と
意
圖
に
つ
い
て
、
漢
唐
詩
經
學
で
は
明
確
な
說
明
を
す
る
こ
と
な
く
、
曖
昧
性
を
殘
し
た
ま
ま

に
な
っ
て
い
た
。
朱
熹
は
こ
の
二
句
を
第
三
章
で
描
か
れ
た
、
盛
大
か
つ
儀
禮
を
守
っ
て
齊
か
ら
莊
公
の
も
と
へ
輿
入
れ
し
て
來
た
莊

姜
を
迎
え
た
衞
の
國
人
み
な
が
歡
迎
し
て
い
る
樣
子
の
一
環
と
し
て
捉
え
た
。
國
人
が
新
婚
の
主
君
夫
婦
に
配
慮
し
て
朝
見
も
そ
こ
そ

こ
に
退
出
し
よ
う
と
呼
び
掛
け
あ
っ
て
い
る
樣
子
を
詠
い
、
そ
の
裏
に
陳
古
刺
今
的
な
言
外
の
意

―
莊
姜
の
不
遇
な
現
狀
に
對
す
る

慨
歎

―
が
込
め
て
い
る
と
考
え
た
。
こ
の
よ
う
に
解
釋
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
漢
唐
詩
經
學
で
積
み
殘
さ
れ
た
問
題
に
一
つ
の
解
答

を
出
し
た
。

嚴
粲
は
こ
の
二
句
の
問
題
に
對
し
て
、
朱
熹
と
は
異
な
る
解
答
を
提
示
し
て
い
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
解
釋
す
る

―
國
人
た
ち
が
、

自
分
た
ち
臣
下
が
毎
日
主
君
の
も
と
に
長
居
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
君
が
夫
人
莊
姜
と
水
入
ら
ず
で
語
ら
い
合
う
時
閒
を
奪
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
た
め
に
、
莊
姜
は
夫
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
た
形
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
す
な
わ
ち
、
莊
姜

が
不
遇
を
託
っ
て
い
る
原
因
は
實
は
自
分
た
ち
臣
下
の
配
慮
の
至
ら
な
さ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か

―
。
嚴
粲
は
二
句
の
裏
に
は
こ
の

よ
う
な
詩
人
の
思
い
が
隱
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
、
眞
正
面
か
ら
主
君
莊
公
に
罪
を
着
せ
る
こ
と
を
避
け
つ
つ
、
莊
姜
の
不
遇
を
明
ら
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か
に
し
よ
う
と
し
て
の
表
現
で
あ
る
と
す
る
。
不
幸
な
境
遇
に
あ
る
莊
姜
を
憫
み
、
ま
た
彼
女
を
そ
の
よ
う
な
境
遇
に
追
い
込
ん
だ
莊

公
に
不
滿
を
抱
い
た
國
人
が
、
自
分
の
思
い
を
あ
か
ら
さ
ま
に
で
は
な
く
、
實
情
と
は
異
な
る
こ
と
を
故
意
に
述
べ
る
中
に
包
み
隱
し

つ
つ
も
そ
れ
と
な
く
傳
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
こ
の
二
句
に
「
微
婉
」
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
讀
み
取
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
、
邶
風
「
凱
風
」
で
も
な
さ
れ
、
國
風
の
詩
の
作
者
が
好
ん
で
用
い
る
修
辭
手
法
だ
と
言
う（

11
（

。

嚴
粲
の
注
釋
に
は
、
本
詩
を
陳
古
刺
今
と
見
な
す
言
葉
は
な
い
の
で
、
鄭
玄
―
朱
熹
と
は
異
な
る
解
釋
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

嚴
粲
は
、
莊
姜
が
新
婚
時
は
莊
公
と
仲
睦
ま
じ
く
幸
福
に
過
ご
し
て
い
た
が
、
後
に
莊
公
の
愛
情
を
失
っ
た
と
い
う
境
遇
の
變
化
を
讀

み
取
ら
な
い
。
莊
姜
は
新
婚
當
時
か
ら
不
遇
で
あ
っ
た

―
豪
華
な
出
で
立
ち
で
齊
に
嫁
い
で
來
た
け
れ
ど
も
、
彼
女
を
迎
え
た
莊
公

は
案
に
相
違
し
て
つ
れ
な
い
態
度
を
示
し
た

―
と
、
嚴
粲
は
明
言
は
し
て
い
な
い
も
の
の
と
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
見
る
と
、
彼
の
解
釋
は
、
第
3
節
で
見
た
『
正
義
』
と
の
類
似
性
が
認
め
ら
れ
、『
正
義
』
の
說
を
も
と
に
し
て
そ
れ
を
發
展
さ
せ

た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
で
は
、
嚴
粲
は
『
正
義
』
の
說
に
學
び
な
が
ら
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
消
化
し
て
、
自
身
の
解
釋
を
作
り
上
げ
た
の
だ
ろ
う
か
。

『
正
義
』
の
說
を
も
う
一
度
見
て
み
よ
う
。

莊
姜
が
す
で
に
莊
公
の
朝
廷
に
入
る
と
、
朝
見
を
す
る
諸
大
夫
は
み
な
早
め
に
退
出
し
た
。
主
君
と
夫
人
が
新
た
に
夫
婦
と
な

っ
た
ば
か
り
で
、
仲
睦
ま
じ
く
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
主
君
を
政
事
向
き
の
こ
と
で
疲
れ
さ
せ
な
い
よ
う
に
と
計
ら
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
莊
姜
が
見
目
麗
し
く
、
す
べ
て
正
夫
人
と
し
て
の
正
式
な
禮
を
用
い
て
い
る
と
い
う
の
に
、
主
君
は
ど
う
し
て

ふ
さ
わ
し
い
扱
い
を
し
な
い
の
か
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
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『
正
義
』
は
、
莊
姜
を
迎
え
た
衞
の
國
人
た
ち
が
新
婚
夫
婦
が
仲
睦
ま
じ
く
暮
ら
せ
る
時
を
持
て
る
よ
う
配
慮
し
て
、
朝
見
し
て
も

早
々
に
退
出
し
た
と
い
う
こ
と
と
、
莊
公
が
莊
姜
を
な
ぜ
疏
外
す
る
の
か
と
い
ぶ
か
っ
て
い
る
こ
と
の
二
つ
の
事
柄
に
觸
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
二
つ
は
單
純
に
結
ば
れ
る
事
柄
で
は
な
い
の
に
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
論
理
關
係
で
繫
が
る
の
か
說
明
さ
れ
て
い
な

い
。こ

れ
と
比
較
す
る
と
嚴
粲
の
解
釋
で
は
、
莊
公
が
莊
姜
を
疏
外
し
て
い
る
狀
況
の
中
で
、
そ
の
理
由
を
忖
度
し
自
分
た
ち
の
行
爲
に

そ
の
責
を
歸
し
、
莊
公
に
政
務
の
負
擔
を
か
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
早
々
に
立
ち
去
ろ
う
で
は
な
い
か
と
呼
び
か
け
る
と
い
う
よ
う
に
、

論
理
的
整
合
性
を
持
っ
た
說
明
に
な
っ
て
い
る
。『
正
義
』
が
積
み
殘
し
た
問
題
を
解
決
し
首
尾
整
っ
た
解
釋
に
仕
立
て
直
し
て
お
り
、

そ
れ
を
實
現
す
る
た
め
に
嚴
粲
が
用
い
た
の
が
「
大
夫
夙
く
退
き
、
君
を
し
て
勞
せ
し
む
る
無
か
れ
」
の
二
句
に
、
詩
人
が
莊
公
へ
の

不
滿
を
秘
め
隱
し
、
自
分
た
ち
が
責
を
引
き
受
け
つ
つ
、
そ
れ
と
な
く
眞
意
を
傳
え
る
と
い
う
、
配
慮
に
基
づ
い
た
レ
ト
リ
ッ
ク
の
讀

み
取
り
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

前
節
の
考
察
に
據
れ
ば
、
嚴
粲
は
本
詩
の
言
外
の
意
を
詩
人
が
意
圖
し
た
も
の
と
は
捉
え
て
い
な
か
っ
た
。
自
分
と
身
近
な
限
ら
れ

た
範
圍
内
の
讀
者
と
思
い
を
共
有
す
る
た
め
に
詩
を
作
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
同
じ
時
代
同
じ
環
境
を
共
に
生
き
る
者
同
士
、
わ
ざ
わ
ざ

言
わ
ず
と
も
わ
か
る
事
柄
は
詩
句
に
表
現
せ
ず
濟
ま
せ
た
た
め
、
時
空
を
越
え
た
後
代
の
讀
者
た
ち
に
は
そ
れ
が
謎
と
し
て
殘
さ
れ
、

詩
句
の
裏
か
ら
そ
れ
を
讀
み
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
、
そ
れ
が
言
外
の
意
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
と
は
異
な
り
、
詩
人
が
故
意
に
自
分
の
眞
意
を
隱
し
、
韜
晦
し
た
表
現
を
採
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
言
外
の

意
が
生
ま
れ
た
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
嚴
粲
に
と
っ
て
詩
經
の
言
外
の
意
は
一
義
的
な
も
の
で
は
な
く
、
異
な

る
動
機
や
狀
況
か
ら
生
ま
れ
た
性
質
の
異
な
る
複
數
の
も
の
が
包
含
さ
れ
て
い
る
。
と
同
時
に
、
言
外
の
意
を
故
意
の
表
現
と
捉
え
る

場
合
に
も
、
具
體
的
で
個
別
的
な
狀
況
の
下
で
自
分
の
意
見
を
効
果
的
に
表
現
す
る
た
め
に
選
擇
さ
れ
た
技
法
と
考
え
て
い
る
。
言
外
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の
意
が
存
在
す
る
理
由
を
考
え
る
際
に
作
詩
の
狀
況
を
重
視
す
る
と
い
う
點
で
は
、
二
種
の
認
識
に
は
共
通
點
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
れ
と
比
較
す
る
と
、
詩
篇
が
特
定
の
讀
者
の
た
め
に
作
ら
れ
た
と
い
う
認
識
は
朱
熹
に
は
顯
著
で
は
な
い
。
し
か
も
、
彼
は
淫
詩

說
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
詩
篇
の
讀
者
は
詩
篇
の
表
現
に
對
し
て
一
定
の
反
應
を
示
す
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
人
閒
や
狀
況
を
具

體
的
に
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
一
般
化
し
て
考
え
る
傾
向
を
持
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
『
集
傳
』
の
後
に
、

嚴
粲
は
獨
自
の
詩
經
學
を
構
築
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
人
閒
を
抽
象
的
に
捉
え
皆
が
同
じ
感
情
的

反
應
を
す
る
と
い
う
朱
熹
の
考
え
方
に
、
嚴
粲
は
飽
き
足
り
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
人
閒
を
よ
り
具
體
的
個
別
的
で
多
樣

な
存
在
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
持
ち
な
が
ら
、
詩
人
が
自
分
の
眞
意
を
表
現

上
は
秘
め
隱
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
讀
者
が
感
得
す
る
（
あ
る
い
は
讀
者
に
感
得
さ
せ
る
（
と
い
う
仕
組
み
を
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
の
た
め
に
、
詩
は
本
來
詩
人
の
思
い
を
阿
吽
の
呼
吸
で
感
得
す
る
限
定
さ
れ
た
讀
者
の
た
め
に
作
ら
れ
た
と
考
え
、
か
つ
、

詩
に
表
現
さ
れ
た
内
容
と
は
裏
腹
の
作
者
の
眞
意
が
存
在
す
る
こ
と
を
讀
者
に
氣
付
か
せ
る
た
め
の
レ
ト
リ
ッ
ク
が
使
わ
れ
た
と
考
え

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
は
現
在
の
と
こ
ろ
す
べ
て
推
測
に
過
ぎ
な
い
が
、
朱
熹
以
後
の
詩
經
學
の
展
開
を
考
え
る
た
め
の

一
つ
の
視
座
と
し
て
、
提
示
し
て
お
き
た
い
。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
嚴
粲
の
解
釋
は
、
朱
熹
を
含
む
先
人
の
解
釋
に
立
脚
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
き
あ

が
っ
た
と
い
う
側
面
を
持
つ
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
嚴
粲
は
本
詩
第
三
章
の
注
釋
の
中
で
、
詩
人
の
莊
公
へ
の
配
慮
に
基
づ

く
レ
ト
リ
ッ
ク
の
存
在
を
見
出
だ
す
そ
の
傍
證
と
し
て
、
邶
風
「
凱
風
」
を
擧
げ
て
い
る
。
衞
國
に
蔓
延
す
る
淫
亂
の
風
氣
に
毒
さ
れ

て
不
道
德
な
戀
愛
に
溺
れ
る
母
を
改
心
さ
せ
よ
う
と
し
た
子
供
た
ち
が
、
母
親
の
行
爲
を
眞
正
面
か
ら
責
め
る
の
で
は
な
く
、
自
分
た

ち
が
至
ら
な
い
ば
か
り
に
母
親
に
苦
勞
を
か
け
、
そ
れ
故
に
母
親
は
安
定
し
た
生
活
を
求
め
て
ど
こ
か
の
男
性
と
結
婚
し
よ
う
と
し
て

い
る
、
母
親
を
不
道
德
な
行
爲
に
追
い
込
ん
だ
の
は
自
分
た
ち
子
供
の
せ
い
で
あ
る
と
故
意
に
自
責
の
念
を
詠
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
母
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親
を
傷
つ
け
ず
に
そ
の
改
心
を
企
圖
し
た

―
こ
の
よ
う
な
「
凱
風
」
の
解
釋
は
、
漢
唐
詩
經
學
以
來
行
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る（

11
（

が
、

こ
こ
で
は
、
嚴
粲
が
本
詩
第
三
章
を
解
釋
す
る
上
で
用
い
た
「
配
慮
の
レ
ト
リ
ッ
ク
」
が
す
で
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
嚴
粲
は
こ
の

「
凱
風
」
と
本
詩
と
が
同
樣
の
修
辭
技
法
を
持
つ
と
言
う
。
こ
こ
か
ら
彼
が
「
凱
風
」
の
傳
統
的
な
解
釋
に
見
ら
れ
る
レ
ト
リ
ッ
ク
を

他
の
詩
篇
に
應
用
し
て
獨
自
の
解
釋
を
作
り
上
げ
て
い
る
樣
子
が
窺
わ
れ
る
。
彼
は
、
傳
統
的
な
詩
經
解
釋
の
方
法
を
消
化
し
な
が
ら
、

そ
の
應
用
可
能
性
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
自
身
の
詩
經
學
を
構
築
す
る
と
い
う
着
實
な
方
法
を
採
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
嚴
粲
の
說
は
、
作
者
が
自
分
の
周
圍
に
向
か
っ
て
莊
姜
へ
の
同
情
を
喚
起
す
る
た
め
に
本
詩
を
作
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
そ
の
場
合
、「
大
夫
夙
く
退
き
…
…
」
の
二
句
で
、
莊
公
へ
の
不
滿
を
直
接
吐
露
せ
ず
、
自
分
た
ち
臣
下
の
責
任
と
言
っ
て
い
る

の
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
圖
に
據
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
嚴
粲
は
「
風
人
の
辭
微
婉
な
り
」
と
、
國
風
の
作

者
は
微
妙
で
婉
曲
な
措
辭
を
好
む
も
の
で
あ
る
と
一
般
論
的
に
說
明
し
て
い
る
が
、
本
詩
に
つ
い
て
言
え
ば
、
な
ぜ
「
微
婉
」
な
修
辭

表
現
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
詩
が
莊
姜
を
憫
ん
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
い
っ
た
い
「
微
婉
」
な
表
現
は

誰
に
對
す
る
配
慮
の
た
め
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
か
け
の
内
に
、
莊
姜
を
憫
む
こ
と
の
そ
の
裏
面
と
し
て
、

莊
公
の
存
在
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。「
君
何
爲
れ
ぞ
答
へ
ざ
る
や
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
莊
姜
へ
の
憫
み
と
と
も
に
莊
公
に
對
す

る
あ
る
種
の
感
情
を
も
含
有
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
本
詩
の
解
釋
に
お
い
て
は
、
な
ぜ
莊
姜
を
憫
む
の
か
と
い
う
こ
と
か
ら
、
何
を
目
的
と
し
て
莊
姜
を
憫
む

の
か
と
い
う
問
題
意
識
へ
の
シ
フ
ト
が
起
こ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
視
點
か
ら
、
朱
熹
と
嚴
粲
が
そ
れ
ぞ
れ
完
結
し
た
解
釋

を
提
示
し
た
後
の
學
者
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
本
詩
を
解
釋
を
多
樣
化
さ
せ
た
か
、
あ
る
い
は
深
化
さ
せ
た
か
を
見
て
い
き
た
い
。
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6　

狂
惑
な
る
莊
公
を
ど
の
よ
う
に
相
手
に
す
れ
ば
よ
い
か
？

前
節
で
提
起
し
た
問
題
を
考
え
る
た
め
に
は
、「
碩
人
」
解
釋
を
巡
る
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
も
の
と
は
異
な
る
問
題
を
取
り
上
げ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
本
詩
で
詠
わ
れ
て
い
る
の
は
終
始
皮
相
な
事
柄
で
あ
り
、
莊
姜
の
内
面
の
美
德
に
觸
れ
る
と
こ
ろ
が

な
い
、
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

南
宋
・
輔
廣
（
生
卒
年
不
詳
（『
詩
童
子
問
』
は
本
詩
卒
章
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

邶
風
「
燕
燕
」
な
ど
の
詩
篇
を
見
る
と
、
莊
姜
の
德
行
や
文
才
は
い
ず
れ
も
人
が
簡
單
に
は
そ
の
域
に
辿
り
着
け
な
い
ほ
ど
の

も
の
で
あ
る
の
に
、
本
詩
で
は
そ
の
こ
と
に
觸
れ
て
い
な
い
の
は
い
っ
た
い
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
た
だ
彼
女
の
素
晴
ら

し
さ
の
う
ち
誰
も
が
容
易
に
わ
か
る
も
の
を
指
し
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
莊
公
が
暗
愚
で
惑
亂
し
て
い
た
が
故
に
、
そ
れ
さ
え
わ

か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
刺
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
莊
姜
の
美
點
は
も
と
よ
り
本
詩
で
詠
わ
れ
た
事
柄
に
止
ま
る
も

の
で
は
な
い
（
觀
邶
風
燕
燕
等
篇
、
則
莊
姜
之
德
行
文
章
皆
未
易
及
、
而
此
詩
不
之
言
何
也
。
此
但
指
其
人
所
易
見
者
、
以
刺
莊

公
之
昏
惑
而
不
知
耳
。
莊
姜
之
美
則
固
不
止
此
也（

11
（

（

輔
廣
は
朱
熹
の
弟
子
で（

11
（

、『
詩
童
子
問
』
は
彼
が
聞
き
學
ん
だ
朱
熹
の
詩
說
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る（

11
（

の
で
、
右
の
說
に
も
朱
熹
の

意
見
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
集
傳
』
で
は
、
邶
風
「
綠
衣
」「
燕
燕
」「
日
月
」「
終
風
」
そ
し
て
「
邶
風
」
の
五
篇
を

莊
姜
の
自
作
詩
と
し
て
い
て
、
莊
姜
は
優
れ
た
詩
人
で
あ
り
、
ま
た
極
め
て
高
い
道
德
性
を
持
つ
女
性
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
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そ
の
よ
う
な
莊
姜
の
美
德
に
「
碩
人
」
が
ま
っ
た
く
觸
れ
る
こ
と
な
く
、
ひ
た
す
ら
外
面
的
な
素
晴
ら
し
さ
の
み
を
稱
贊
す
る
こ
と
を
、

『
詩
童
子
問
』
は
問
題
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
文
才
や
道
德
性
の
よ
う
な
内
面
的
美
德
は
誰
も
が
容
易
に
わ
か
る
も
の
で
は
な
い
の

で
、
逆
に
美
貌
や
高
貴
さ
や
裕
福
さ
と
い
っ
た
、
誰
も
が
一
目
で
理
解
で
き
る
よ
う
な
素
晴
ら
し
さ
を
詠
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
さ

え
わ
か
ら
ず
莊
姜
を
蔑
ろ
に
す
る
莊
公
の
愚
劣
さ
を
刺
っ
て
い
る
の
だ
と
答
え
て
い
る
。『
集
傳
』
も
本
詩
首
章
の
注
釋
の
中
で
、

本
詩
首
章
で
は
筆
を
極
め
て
莊
姜
の
一
族
の
高
貴
さ
を
譽
め
稱
え
て
、
彼
女
が
正
眞
正
銘
の
正
夫
人
で
あ
り
、
親
し
く
手
厚
く

も
て
な
す
の
が
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
を
表
現
し
、
そ
う
し
て
莊
公
が
暗
愚
で
惑
亂
し
て
い
る
こ
と
を
深
刻
に
歎
い
て
い
る
の
で
あ
る

（
而
其
首
章
極
稱
其
族
類
之
貴
。
以
見
其
爲
正
嫡
小
君
、
所
宜
親
厚
、
而
重
歎
莊
公
之
昏
惑
也
（

と
、『
詩
童
子
問
』
の
記
事
と
同
方
向
の
解
釋
が
見
ら
れ
る
。

朱
熹
は
、「
重
く
莊
公
の
昏
惑
を
歎
ず
」
と
言
う
。
こ
れ
と
小
序
の
「
莊
姜
を
閔
む
」
と
を
比
べ
る
と
、
詠
う
對
象
が
莊
姜
か
ら
莊

公
へ
、
詠
う
思
い
が
憐
憫
か
ら
慨
歎
へ
と
轉
換
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
詩
童
子
問
』
で
は
さ
ら
に
、「
莊
公
の
昏
惑
に
し
て
知
ら

ざ
る
を
刺
る
」
と
、
莊
公
に
對
す
る
慨
歎
か
ら
批
判
へ
と
移
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
第
（
節
で
見
た
鄭
箋
と
『
正
義
』
が
想
起
さ
れ
る
。
彼
ら
も
す
で
に
本
詩
の
詩
句
の
裏
に
「
君
何
爲
れ
ぞ
之
に
答
へ
ざ
る

や
」
と
い
う
、
作
者
の
莊
公
に
對
す
る
不
滿
の
氣
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
鄭
箋
と
『
正
義
』
に
お
い

て
こ
の
莊
公
に
對
す
る
不
滿
は
、
莊
姜
に
對
す
る
稱
贊
と
い
う
詩
篇
の
内
容
と
、
小
序
が
言
う
「
莊
姜
を
閔
む
」
と
を
結
び
つ
け
る
一

種
の
回
路
を
作
り
上
げ
る
た
め
に
想
定
さ
れ
て
い
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
本
詩
の
主
旨
は
あ
く
ま
で
莊
姜
に
對
す
る
憫
み
に
あ
る
の
で

あ
る
。
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朱
熹
―
輔
廣
で
は
そ
れ
と
異
な
り
、
莊
公
に
對
す
る
慨
歎
・
批
判
こ
そ
が
作
詩
の
意
圖
だ
と
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
莊
姜
と
莊
公
と
の

比
重
が
逆
轉
し
て
い
る
。
朱
熹
の
解
釋
に
據
れ
ば
、
莊
姜
を
贊
美
す
る
詩
句
の
裏
に
は
、
莊
公
へ
の
失
望
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
を
表
現
面
で
支
え
て
い
る
の
が
、
ひ
た
す
ら
誰
に
で
も
わ
か
る
よ
う
な
皮
相
な
事
柄
に
對
す
る
稱
贊
を
表
す
詩
句
を
列
擧
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
裏
に
そ
れ
さ
え
理
解
で
き
な
い
莊
公
の
暗
愚
さ
に
對
す
る
作
者
の
批
評
的
視
線
を
暗
示
さ
せ
る
と
い
う
表
現

技
法
で
あ
る
。
一
見
作
者
の
思
慮
の
足
り
な
さ
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
本
詩
の
内
容
は
、
實
は
莊
公
に
對
す
る
批
判
を
効
果
的

に
展
開
す
る
た
め
に
考
え
拔
か
れ
た
結
果
の
表
現
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
集
傳
』
は
「
重
く
歎
ず
」
と
言
っ
て
、
詩
人
が
感
情
を
抑

制
で
き
ず
に
思
わ
ず
吐
露
し
て
い
る
と
い
う
口
振
り
を
し
て
い
る
が
、
實
は
そ
の
表
現
内
容
は
冷
静
な
計
算
に
基
づ
い
て
選
擇
さ
れ
て

い
る
と
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

明
・
徐
光
啓
（
一
五
六
二
～
一
六
三
三
（『
毛
詩
六
帖
講
意
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

莊
姜
の
う
る
わ
し
い
德
、
優
れ
た
文
章
は
と
り
わ
け
贊
美
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
本
詩
で
は
そ
れ
に
言
及
し
な
い
の
は
、
お

そ
ら
く
世
俗
の
理
解
し
や
す
い
も
の
を
取
り
上
げ
て
詠
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
〔
表
層
的
な
優
位
點
に
す
ぎ
な
い
も
の
〕
を
論

じ
て
さ
え
、
捨
て
去
る
に
は
惜
し
い
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
そ
の
他
の
も
の
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
惜
し
む
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
言
う
の
は
深
く
莊
公
の
暗
愚
惑
溺
を
歎
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
詠
い
ぶ
り
は
特
に
深
い
思
い
が
籠
も
っ
て

い
て
婉
曲
な
表
現
で
あ
っ
て
味
わ
い
が
あ
る
…
…
い
ず
れ
も
所
謂
「
詩
は
言
外
に
在
り
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
莊
姜
之
德
懿
文

章
尤
爲
可
美
、
而
此
章
不
之
及
者
、
蓋
就
世
俗
所
易
見
而
言
。
以
爲
只
論
此
等
已
不
可
棄
、
況
其
他
乎
。
所
以
重
歎
公
之
昏
惑
也
。

此
等
最
深
婉
有
味
…
…
皆
所
謂
詩
在
言
外
者
也
（
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傳
箋
正
義
が
本
詩
の
主
旨
を
莊
姜
へ
の
憐
憫
と
し
た
の
を
、
朱
熹
が
莊
公
へ
の
批
判
に
轉
換
し
た
の
に
徐
光
啓
も
從
っ
て
い
る
。
ま

た
、
全
篇
皮
相
な
事
柄
を
詠
っ
て
い
る
の
は
、
賢
愚
に
關
わ
ら
ず
誰
し
も
が
理
解
で
き
る
素
晴
ら
し
い
こ
と
を
詠
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
も
の
を
持
っ
て
い
る
莊
姜
を
大
切
に
扱
わ
な
い
莊
公
の
暗
愚
惑
亂
を
嚴
し
く
風
刺
す
る
と
言
う
の
も
、
朱
熹
の
說
に
従
っ

て
い
る（

11
（

。

明
・
沈
守
正
（
一
五
七
二
～
一
六
二
三
（『
詩
經
說
通
』
も
、
本
詩
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。	

詩
人
が
つ
ぶ
さ
に
〔
莊
姜
の
生
國
、
容
貌
、
お
付
き
の
者
ど
も
の
素
晴
ら
し
さ
を
〕
列
擧
し
て
詠
う
の
は
、
お
そ
ら
く
莊
公
が

お
氣
に
入
り
の
側
女
の
た
め
に
正
夫
人
の
地
位
を
奪
っ
た
こ
と
を
指
彈
し
た
い
の
だ
が
、
そ
れ
を
明
言
す
る
に
忍
び
ず
、
故
に
人

情
と
し
て
理
解
し
や
す
い
事
柄
を
つ
ぶ
さ
に
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
見
解
を
皆
に
わ
か
ら
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
こ
の
議
論
に
よ
っ
て
も
莊
姜
に
批
判
さ
れ
る
所
な
ど
あ
り
は
し
な
い
。
ま
し
て
や
そ
の
美
德
は
こ
こ
に
詠
わ
れ
た
も
の
に

止
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
贊
美
の
詩
句
を
鋪
き
列
ね
て
い
る
が
、
言
外
に
は
い
ぶ
か
り
慨
歎
す
る
雰
圍
氣

が
あ
る
。
言
葉
が
緩
や
か
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
莊
公
の
狂
氣
と
惑
亂
を
刺
る
氣
持
ち
は
ま
す
ま
す
深
刻
に
な
る
（
詩
人
備
舉
而
言

之
者
、
蓋
欲
指
莊
公
以
嬖
奪
嫡
之
故
而
不
忍
明
言
、
故
備
述
人
情
之
易
曉
者
以
通
之
見
。
即
以
此
論
而
莊
姜
已
無
可
議
矣
。
況
其

美
又
不
止
此
乎
。
雖
鋪
述
贊
美
之
詞
而
語
外
寔
有
疑
怪
咨
嗟
之
味
。
詞
愈
緩
而
刺
莊
公
之
狂
惑
愈
深
矣
（

徐
光
啓
、
沈
守
正
と
も
に
、
朱
熹
の
說
に
從
い
つ
つ
、
詩
句
に
隱
さ
れ
た
莊
公
へ
の
慨
歎
を
言
外
の
意
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
こ

で
は
莊
姜
に
對
す
る
憐
憫
は
、
莊
公
に
對
す
る
慨
歎
・
批
判
と
い
う
言
外
の
意
を
表
現
す
る
た
め
の
一
種
の
手
段
と
し
て
の
言
外
の
意

と
な
っ
て
い
る
。
二
重
の
言
外
の
意
を
見
出
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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朱
熹
に
よ
る
本
詩
の
注
釋
を
讀
み
、
こ
の
よ
う
に
分
析
し
た
結
果
、
次
の
よ
う
な
疑
問
が
湧
く
。
す
な
わ
ち
、
作
者
は
い
っ
た
い
何

を
目
的
と
し
て
莊
公
を
刺
っ
て
い
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。『
集
傳
』
に
は
こ
の
疑
問
に
對
す
る
說
明
は
さ
れ
て

い
な
い
。
と
な
る
と
、
本
詩
は
詩
人
が
ひ
た
す
ら
莊
公
の
暗
愚
と
惑
亂
を
刺
っ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ

の
疑
問
は
視
點
を
拡
大
し
て
言
え
ば
、
朱
熹
に
と
っ
て
詩
經
に
お
け
る
「
刺
」
と
は
い
っ
た
い
何
の
た
め
に
存
在
す
る
も
の
だ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
に
繫
が
る
。

朱
熹
の
解
釋
を
讀
ん
で
起
こ
る
こ
の
疑
問
は
、
一
つ
に
は
作
者
が
誰
に
讀
ま
せ
る
た
め
に
本
詩
を
作
っ
た
か
と
い
う
問
題
に
、
朱
熹

が
正
面
か
ら
答
え
て
い
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
。
こ
れ
を
嚴
粲
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
第
4
節
で
見
た
よ
う
に
、
嚴
粲
の
解
釋
で
は
詩

人
が
本
詩
を
作
っ
て
聽
か
せ
よ
う
と
す
る
相
手
が
特
定
さ
れ
、
限
ら
れ
た
具
體
的
な
範
圍
に
通
用
さ
せ
る
た
め
に
作
ら
れ
た
詩
と
し
て

捉
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
莊
姜
に
對
す
る
憐
憫
の
情
を
人
々
と
共
有
す
る
と
い
う
作
詩
の
目
的
が
明
確
化
さ
れ
て
お
り
、
ま
た

作
者
も
、
莊
公
―
莊
姜
を
巡
る
事
態
の
渦
中
に
身
を
置
く
當
事
者
の
一
人
と
し
て
の
切
實
な
感
情
を
有
し
て
い
る
と
い
う
印
象
が
與
え

ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
と
比
べ
る
と
、
朱
熹
の
解
釋
に
お
け
る
本
詩
の
莊
公
へ
の
慨
歎
あ
る
い
は
批
判
は
自
己
目
的
化
し
て
し
ま
い
、
詩
人
は
遠
く
離

れ
た
圈
外
か
ら
本
詩
が
描
き
出
す
事
態
を
眺
め
批
評
す
る
、
あ
た
か
も
歷
史
評
論
家
の
よ
う
な
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
印
象
を

受
け
る
。

『
集
傳
』
の
解
釋
の
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
、
後
の
學
者
が
『
集
傳
』
を
敷
衍
し
て
行
く
上
で
問
題
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
一

端
を
見
て
み
よ
う
。

元
末
明
初
・
劉
玉
汝
（
生
卒
年
不
詳（

11
（

（『
詩
纘
緖
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。
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〔
首
章
か
ら
第
三
章
ま
で
〕
み
な
莊
公
が
莊
姜
を
蔑
ろ
に
し
て
い
る
こ
と
は
詩
句
に
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。「
君
を
し
て
勞
せ

使
む
る
こ
と
無
か
れ
」
の
語
を
讀
む
に
及
ん
で
よ
う
や
く
、
今
そ
う
で
は
な
い
こ
と
を
慨
歎
す
る
思
い
を
言
外
か
ら
感
得
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
の
上
で
、
前
後
の
章
を
見
直
し
て
見
る
と
、
は
じ
め
て
深
く
莊
公
を
歎
く
思
い
が
み
な
言
外
に
表
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
（
皆
不
見
莊
公
不
見
答
之
意
。
至
無
使
君
勞
之
語
、
然
後
歎
今
不
然
之
意
可
見
於
言
後
。
又
以
觀
前
後
章
之
辭
、
然

後
重
歎
莊
公
之
意
、
皆
可
見
於
言
外
（

讀
者
が
本
詩
を
一
讀
し
た
場
合
、
詩
人
の
意
を
把
握
す
る
手
掛
か
り
を
見
つ
け
る
の
に
難
澁
す
る
が
、
第
三
章
の
「
君
を
し
て
勞
せ

使
む
る
こ
と
無
か
れ
」
ま
で
讀
み
進
め
る
と
そ
こ
に
、
今
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
慨
歎
が
言
外
に
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
氣
付
く
。

そ
し
て
い
っ
た
ん
そ
れ
に
氣
付
い
て
本
詩
を
改
め
て
讀
み
直
せ
ば
、
一
讀
し
て
氣
付
か
な
か
っ
た
言
外
の
意
が
詩
句
ご
と
に
隱
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
、
と
劉
玉
汝
は
言
う
。

ま
た
、
本
詩
が
莊
姜
の
一
族
、
彼
女
の
容
貌
、
そ
の
車
馬
、
お
付
き
の
男
女
の
盛
大
な
樣
と
い
っ
た
表
層
的
な
事
柄
へ
の
贊
美
に
終

始
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

作
者
の
意
圖
は
、
莊
公
は
暗
愚
で
惑
亂
し
て
い
て
、
莊
姜
が
内
面
的
な
美
德
を
持
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
わ
か
ら
ず
、
理
解
で

き
る
の
は
こ
の
程
度
の
事
柄
だ
け
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
詩
人
が
本
詩
を
作
っ
た
の
は
、
あ
る
い
は
莊
公
が
本
詩
を
聞

い
た
ら
、
正
道
に
立
ち
戾
っ
て
正
夫
人
を
親
し
く
手
厚
く
も
て
な
し
て
は
く
れ
な
い
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
思
う
に
わ
か
り
や
す
い
事
柄
を
用
い
て
慨
歎
す
る
と
い
う
の
は
、
こ
れ
も
「
わ
か
り
や
す
い
事
柄
を
導
入
口
と
し
て
お
も
む

ろ
に
諫
め
る
（
納
約
自
牖（

1（
（

（」
と
い
う
方
法
で
あ
る
（
意
者
莊
公
昏
惑
、
不
知
有
德
、
其
所
知
者
惟
若
此
等
而
已
。
詩
人
之
作
此



71

增殖する言外の意

詩
、
意
或
莊
公
聞
之
、
庶
幾
可
回
其
親
厚
正
嫡
之
意
。
蓋
因
其
所
明
者
歎
之
、
亦
納
約
自
牖
之
法
也
（

劉
玉
汝
の
說
明
は
、『
詩
童
子
問
』
に
見
え
た
朱
熹
の
說
に
基
づ
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
取
り
上
げ
る
ポ
イ
ン
ト
は
同
じ
だ
が
、
そ

こ
に
込
め
ら
れ
た
作
者
の
目
的
・
方
法
意
識
に
つ
い
て
の
認
識
は
、『
詩
童
子
問
』
と
異
な
っ
て
い
る
。『
詩
童
子
問
』
で
は
、
な
ぜ
本

詩
が
表
層
的
な
こ
と
の
み
を
贊
美
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
の
よ
う
な
誰
で
も
わ
か
る
よ
う
な
事
柄
さ
え
も
莊
公
は
理
解
で
き
な
い

の
だ
と
言
っ
て
、
彼
の
愚
昧
さ
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
だ
と
言
っ
て
い
た
。
詩
人
が
贊
美
す
る
内
容
を
故
意
に
卑
近
さ
の
最
低
レ
ベ

ル
ま
で
落
と
し
て
選
擇
し
た
と
捉
え
る
點
は
、
劉
玉
汝
も
同
じ
で
あ
る
。
兩
者
が
異
な
る
の
は
、『
詩
童
子
問
』
で
は
そ
こ
ま
で
レ
ベ

ル
を
落
と
し
て
す
ら
莊
公
に
は
效
果
が
な
い
と
、
そ
の
暗
愚
さ
を
あ
げ
つ
ら
う
た
め
の
、
言
い
換
え
れ
ば
莊
公
を
見
放
す
た
め
の
レ
ト

リ
ッ
ク
、
批
判
の
た
め
の
批
判
と
さ
れ
て
い
た
の
が
、
劉
玉
汝
は
逆
に
、
そ
こ
ま
で
レ
ベ
ル
を
落
と
し
て
で
も
莊
公
の
改
心
を
願
っ
て

積
極
的
に
働
き
か
け
よ
う
と
す
る
詩
人
の
意
欲
の
表
れ
と
し
て
の
レ
ト
リ
ッ
ク
、
主
君
を
敎
え
諭
そ
う
と
す
る
赤
心
が
言
語
表
現
に
結

晶
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

劉
玉
汝
の
注
釋
中
に
見
ら
れ
る
「
納
約
自
牖
」（
道
理
を
敎
え
る
の
に
わ
か
り
や
す
い
事
柄
か
ら
說
き
始
め
る
（
の
語
か
ら
わ
か
る

よ
う
に
、
詩
句
表
現
も
そ
れ
に
對
應
し
て
、
莊
公
の
知
力
に
合
わ
せ
て
彼
で
も
理
解
し
や
す
く
受
け
入
れ
や
す
い
事
柄
を
例
に
取
っ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
本
詩
は
表
層
的
な
こ
と
ば
か
り
贊
美
し
、
莊
姜
の
内
面
の
美
德
に
踏
み
込
ま
な
い
の
か
と
言
え
ば
、
愚
昧

な
莊
公
に
内
面
的
美
德
と
い
う
高
邁
な
事
柄
を
詠
っ
て
も
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
無
意
味
な
ば
か
り
か
逆
効
果
に
陷
る
恐
れ
も
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
朱
熹
―
輔
廣
の
解
釋
で
は
、
作
者
が
詩
篇
を
詠
っ
て
聞
か
せ
よ
う
と
想
定
し
て
い
る
對
象
が
不
明
確
で
あ
っ
た
の
が
、

劉
玉
汝
の
解
釋
で
は
莊
公
と
し
て
明
確
化
さ
れ
て
い
る
。

劉
玉
汝
は
、
本
詩
が
主
君
莊
公
を
改
心
さ
せ
莊
姜
に
對
す
る
扱
い
を
改
め
さ
せ
る
と
い
う
目
的
で
、
諫
言
を
圓
滑
に
成
功
さ
せ
る
た
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め
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
て
作
ら
れ
た
と
言
い
、『
集
傳
』
と
異
な
り
本
詩
の
作
ら
れ
た
目
的
、
目
的
に
對
す
る
表
現
の
方
法
的
意
義

を
合
理
的
に
說
明
し
て
い
る
。
作
詩
の
目
的
が
明
確
化
さ
れ
て
い
る
た
め
、
朱
熹
の
解
釋
に
見
ら
れ
た
、
莊
公
へ
の
批
判
が
何
を
狙
っ

た
の
か
不
明
確
で
、
批
判
の
た
め
の
批
判
を
し
て
い
る
よ
う
に
映
る
と
い
う
弱
點
が
克
服
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
劉
玉
汝
の
解
釋

は
、
本
詩
の
「
刺
」
に
本
來
あ
る
べ
き
道
德
的
敎
化
機
能
を
回
復
さ
せ
る
と
い
う
意
義
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
劉
玉
汝
は
朱
熹
―
輔
廣
の
解
釋
を
出
發
點
と
し
な
が
ら
そ
の
難
點
を
解
消
し
、
儒
敎
的
要
請
に
よ
り
い
っ
そ
う
叶
っ

た
解
釋
と
し
て
鍛
え
上
げ
た
の
だ
が
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
た
解
釋
認
識
は
、
詩
は
具
體
的
な
あ
る
特
定
の
人
物
に
詠
っ
て
聞
か
せ
敎
導

す
る
た
め
に
作
ら
れ
、
相
手
と
の
意
思
疏
通
を
ス
ム
ー
ズ
に
進
め
目
的
を
滯
り
な
く
實
現
す
る
こ
と
を
狙
っ
た
修
辭
表
現
が
用
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
第
4
節
で
見
た
よ
う
に
嚴
粲
の
解
釋
で
も
用
い
ら
れ
て
い
た
。

詩
篇
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
性
は
、
嚴
粲
が
重
視
し
た
も
の
で
あ
る
。
詩
篇
が
詩
人
と
特
定
の
相
手
に
對
し
て
意
思
傳
達
を
行
い
、

道
德
的
な
働
き
か
け
を
す
る
た
め
に
作
ら
れ
、
そ
れ
を
實
現
す
る
た
め
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
圓
滑
に
進
め
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
を
驅
使
し
て
い
る
と
い
う
認
識
は
、『
詩
緝
』
中
の
數
多
く
の
注
釋
に
見
ら
れ
る（

11
（

。
彼
は
第
5
節
で
見
た
よ
う
に
、

詩
人
が
本
詩
を
事
情
を
よ
く
知
る
衞
の
國
人
と
、
莊
姜
へ
の
憐
憫
の
情
を
共
有
し
よ
う
と
し
て
作
っ
た
と
考
え
、
贊
美
の
裏
に
言
外
の

意
が
秘
め
隱
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
氣
付
か
せ
る
た
め
、「
大
夫
夙は

や

く
退
き
、
君
を
し
て
勞
せ
使
む
る
こ
と
無
か
れ
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー

ド
を
意
識
的
に
挿
入
し
た
と
考
え
て
い
た
。
詩
人
が
想
定
す
る
讀
者
に
つ
い
て
の
認
識
は
劉
玉
汝
と
異
な
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
彼
ら

と
の
意
思
疏
通
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
う
た
め
に
レ
ト
リ
ッ
ク
を
仕
込
ん
で
い
る
と
い
う
認
識
は
、
嚴
粲
と
劉
玉
汝
と
は
共
通
す
る
。

さ
ら
に
、
劉
玉
汝
が
嚴
粲
か
ら
學
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
右
の
引
用
の
中
に
あ
る
。
劉
玉
汝
は
詩
經
の
詩
人
に

よ
る
次
の
よ
う
な
詩
の
作
り
方
を
說
明
し
て
次
の
よ
う
に
言
う

―
詩
篇
は
全
體
と
し
て
は
作
者
の
意
圖
を
明
確
に
表
現
せ
ず
、
讀
者

は
そ
れ
を
摑
む
端
緖
を
容
易
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
作
者
は
そ
の
鍵
に
な
る
一
語
一
句
を
詩
中
に
忍
ば
せ
て
い
る
も
の
で
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あ
り
、
そ
れ
に
氣
付
き
さ
え
す
れ
ば
、
詩
人
が
詩
句
ご
と
に
隱
し
て
い
た
意
味
が
一
目
瞭
然
と
な
る

―
と
。
こ
の
よ
う
な
作
詩
法
は
、

嚴
粲
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
る（

11
（

。

こ
こ
か
ら
、
劉
玉
汝
は
朱
熹
の
解
釋
を
受
け
繼
ぎ
つ
つ
も
、
詩
篇
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
の
嚴
粲
の
認
識
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
朱
熹
の
說
を
さ
ら
に
合
理
的
な
も
の
に
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
朱
子
學
に
立
つ
學

者
た
ち
は
、
朱
熹
の
詩
說
を
祖
述
し
敷
衍
す
る
過
程
で
、
朱
熹
と
は
異
質
の
態
度
を
持
つ
詩
經
學
者
の
解
釋
理
念
・
方
法
を
積
極
的
に

吸
収
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
朱
熹
の
解
釋
を
補
强
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
劉
玉
汝
の
解
釋
は
そ
の
一
例
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
假
說
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

劉
玉
汝
の
說
は
、
後
世
の
詩
經
學
者
に
も
繼
承
さ
れ
た
。
明
・
鍾
惺
（
一
五
七
四
～
一
六
二
四
（『
詩
經
鍾
評
』
は
本
詩
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
言
う
。

世
閒
の
情
を
言
う
に
は
、
卑
し
け
れ
ば
卑
し
い
ほ
ど
ま
す
ま
す
絶
妙
な
も
の
と
な
る
。
こ
の
詩
を
繰
り
返
し
て
讀
ん
で
み
る
と
、

す
べ
て
常
識
的
な
事
柄
に
よ
っ
て
主
君
に
望
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、
凡
庸
な
君
主
に
建
言
す
る
方
法
は
卑
し
け
れ
ば
卑
し
い
ほ
ど

ま
す
ま
す
絶
妙
な
も
の
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
深
く
心
得
た
も
の
で
あ
る
（
世
情
之
言
愈
鄙
愈
妙
、
三
復
此
詩
皆
以
常
情
望
其
君
、

深
得
告
庸
主
之
法
愈
鄙
愈
妙
（	

［
題
下
批
］

莊
姜
が
〔「
綠
衣
」「
日
月
」「
燕
燕
」
の
よ
う
に
〕
自
ら
作
っ
た
詩
に
は
、「
我　

古
人
を
思
ふ
（
我
思
古
人（

11
（

（」（「
綠
衣
」（
と

言
い
、「
古
處（

11
（

」（「
日
月
」（
と
言
う
。
こ
の
よ
う
な
詠
い
ぶ
り
を
し
て
い
る
か
ら
、
ま
す
ま
す
世
閒
と
合
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
う

の
だ（

11
（

。
そ
れ
に
對
し
て
、
詩
人
が
彼
女
に
代
わ
っ
て
詩
を
詠
う
と
、
ま
っ
た
く
趣
の
異
な
っ
た
言
い
方
を
し
、
一
言
た
り
と
も
正
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し
い
理
を
說
敎
す
る
や
り
方
に
及
ぶ
こ
と
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
臨
機
應
變
な
對
應
の
し
か
た
が
素
晴
ら
し
い
か
ら
こ
そ
、「
詩

を
學
べ
ば
能
く
言
ふ（

11
（

」
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
悟
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
莊
姜
自
作
詩
則
曰
、
我
思
古
人
、
曰
古
處
。
此
其
所
以
益

不
合
也
。
詩
人
代
爲
之
言
、
另
換
一
番
說
話
、
一
字
不
及
正
理
。
此
出
脫
之
妙
、
學
詩
能
言
可
以
悟
出
（	

［
眉
批
］

「
此
の
詩　

皆
な
常
情
を
以
て
そ
の
君
に
望
む
は
、
深
く
庸
主
に
告
ぐ
る
の
法
を
得
た
り
」
と
言
い
、
愚
者
に
高
邁
な
道
理
を
說
い

て
も
無
意
味
で
、
彼
に
も
理
解
で
き
る
よ
う
な
話
し
方
を
す
る
の
が
よ
い
、
詩
經
の
詩
篇
は
そ
の
た
め
の
よ
い
手
本
だ
、
と
言
う
の
は

劉
玉
汝
の
議
論
を
踏
襲
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
彼
も
嚴
粲
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
受
容
し
て
い
る
と
言
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。

明
末
淸
初
・
賀
貽
孫
『
詩
觸
』
も
や
は
り
、

詩
全
體
一
層
一
層
と
誇
ら
し
げ
に
讃
歎
し
て
い
る
が
、
莊
姜
の
憫
む
べ
き
こ
と
と
詩
人
が
彼
女
を
憫
む
所
以
に
つ
い
て
の
眞
意

は
言
わ
ず
と
も
傳
わ
る
（
全
詩
層
層
誇
詡
讚
嘆
、
而
莊
姜
之
可
憫
與
詩
人
所
以
閔
之
之
意
、
不
言
而
喻
（

と
、
本
詩
に
言
外
の
意
が
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
詩
人
の
傳
え
た
か
っ
た
こ
と
だ
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
。
彼
は
、

詩
中
で
最
も
詩
人
の
心
に
叶
っ
た
と
譽
め
稱
え
て
い
る
と
こ
ろ
こ
そ
が
、
す
な
わ
ち
最
も
心
を
痛
め
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ

る
（
其
最
賞
心
處
、
乃
其
極
傷
心
處
耳
（
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と
言
い
、
言
外
の
意
が
、
詩
句
に
表
現
さ
れ
た
の
と
は
裏
腹
の
こ
と
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
詩
の
言
外
の
意
に
つ
い
て

は
次
の
よ
う
に
言
う
。

莊
姜
の
婦
德
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
今
彼
女
の
作
っ
た
「
綠
衣
」「
日
月
」「
終
風
」
な
ど
の
詩
を
誦
す
れ
ば
、
そ
の
言
語
文
章

は
人
を
誰
し
も
感
動
さ
せ
る
。
莊
公
が
こ
れ
ら
の
詩
を
見
た
な
ら
ば
、
當
然
改
心
し
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
莊
公
は
そ
れ
を

理
解
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
詩
人
は
そ
の
よ
う
な
詩
で
詠
わ
れ
た
高
邁
な
事
柄
は
省
略
し
て
言
及
せ
ず
、
た
だ
服
飾

容
貌
車
馬
風
土
の
素
晴
ら
し
さ
の
み
を
詠
い
、
莊
公
で
も
や
す
や
す
と
理
解
で
き
る
こ
と
ば
か
り
こ
の
よ
う
に
竝
べ
立
て
た
の
で

あ
る
。
詩
中
で
詠
わ
れ
て
い
る
事
柄
で
あ
っ
て
も
當
時
め
っ
た
に
お
目
に
か
か
れ
な
い
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
も
の
な
の
だ
か
ら
、
ま

し
て
や
〔
詩
に
詠
わ
れ
て
い
な
い
〕
そ
の
他
〔
莊
姜
の
婦
德
の
素
晴
ら
し
さ
〕
が
二
つ
と
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
○
本
詩
は
莊
姜
を
憫
ん
で
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
に
兼
ね
て
莊
公
が
こ
の
よ
う
な
美
人
を
手
に
入
れ
な
が
ら
、
寵
愛
す

る
こ
と
を
知
ら
な
い
こ
と
を
風
刺
し
て
い
る
（
莊
姜
之
德
、
不
必
論
。
今
誦
其
綠
衣
日
月
終
風
諸
詩
、
其
言
語
文
章
亦
足
動
人
。

莊
公
見
之
、
自
應
回
心
…
…
然
莊
公
摠
不
知
也
。
故
詩
人
略
而
不
言
。
但
言
服
飾
容
貌
車
馬
風
土
之
美
、
舉
莊
公
所
易
知
者
陳
之

謂
即
如
此
。
亦
當
時
希
有
、
況
其
他
乎
○
此
詩
不
獨
閔
莊
姜
、
兼
諷
莊
公
有
如
此
美
人
而
不
知
寵
（

こ
の
詩
が
莊
公
に
莊
姜
の
素
晴
ら
し
さ
に
氣
付
か
せ
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
莊
公
の
知
力
に
合
わ
せ
て
表
層
的
な
こ
と

ば
か
り
詠
っ
た
と
取
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、「
刺
る
」
と
い
う
行
爲
が
含
む
、
刺
る
相
手
を
善
導
し
よ
う
と
い
う
意
欲
、

そ
の
た
め
に
相
手
と
圓
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
と
い
う
目
的
で
使
用
さ
れ
る
レ
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
、
朱
熹
詩
經
學
で
は
充

分
に
重
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
が
、
後
世
の
詩
經
學
者
に
い
か
に
重
視
さ
れ
た
か
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
そ
の
よ
う
な
觀
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點
か
ら
朱
熹
の
解
釋
を
煉
り
上
げ
る
た
め
に
、
嚴
粲
の
說
を
應
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
嚴
粲
の
構
築
し
た
詩
經
學
は
、

朱
子
學
全
盛
期
の
詩
經
學
を
よ
り
内
實
豐
か
に
す
る
の
に
大
き
な
貢
獻
を
果
た
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る（

11
（

。

7　

ま
と
め

①
　「
碩
人
」
解
釋
史
に
表
れ
た
論
點
と
そ
の
相
互
關
係

以
上
、
衞
風
「
碩
人
」
の
解
釋
の
歷
史
を
辿
っ
て
き
た
。
言
外
の
意
的
發
想
を
伴
っ
た
解
釋
は
、
早
く
も
鄭
箋
に
そ
の
萌
芽
を
見
る

こ
と
が
で
き
た
が
、
と
り
わ
け
南
宋
以
降
の
詩
經
解
釋
に
お
い
て
は
、
言
外
の
意
を
い
か
に
捉
え
る
か
が
詩
篇
解
釋
の
中
心
課
題
の
一

つ
と
な
っ
た
。

言
外
の
意
は
、
あ
る
言
說
に
お
い
て
言
語
表
現
化
さ
れ
な
い
意
味
を
指
す
が
、
日
常
感
覺
的
に
は
、
言
内
の
意
と
言
外
の
意
と
が
一

對
一
の
パ
ラ
レ
ル
の
關
係
で
把
握
さ
れ
る
。
詩
經
の
詩
篇
の
意
味
を
探
る
作
業
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
現
代
に
通
常
行
わ
れ
る
詩
經
の

原
義
研
究
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
一
つ
の
詩
句
表
現
に
つ
い
て
一
つ
の
言
外
の
意
が
對
應
す
る
と
想
定
す
れ
ば
多
く
の
場
合
事
足
り
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
言
外
の
意
は
言
内
の
意
と
靜
的
に
向
か
い
合
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

詩
經
解
釋
學
を
歷
史
的
に
研
究
す
る
場
合
に
は
、
言
外
の
意
は
多
重
で
あ
り
得
る
と
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
多
重
の
言

外
の
意
は
相
互
に
動
的
な
派
生
關
係
を
も
っ
て
繫
が
っ
て
い
る
と
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
は
、
言
外
の
意
の
意
味
範
圍

を
擴
張
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

「
碩
人
」
は
、
小
序
に
「
莊
姜
を
閔
む
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る

―
儒
學
的
立
場
か
ら
見
て
、
本
詩
の
風
敎
的
本
質
は
「
莊
姜
を
閔
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む
」
に
あ
る

―
の
に
、
詩
中
に
は
「
閔
み
」
を
表
現
す
る
要
素
が
な
い
と
い
う
矛
盾
を
持
つ
。
こ
の
矛
盾
を
解
決
す
る
た
め
の
思
考

が
、
第
（
節
で
引
用
し
た
朱
公
遷
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、「
哀
傷
悼
惜
、
皆
な
言
外
に
在
り
」
で
あ
る
。
歷
代
の
詩
經
學
者
は
あ

る
い
は
言
外
の
意
と
い
う
術
語
を
用
い
て
、
あ
る
い
は
こ
の
術
語
こ
そ
用
い
な
い
も
の
の
こ
の
術
語
が
表
す
槪
念
を
用
い
て
、
さ
ら
に

あ
る
い
は
こ
の
槪
念
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
そ
れ
と
類
緣
性
の
高
い
考
え
方
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
詩
の
風
敎
的
意
義
を
解
き

明
か
そ
う
と
し
た
。
彼
ら
の
問
題
意
識
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

（
ア
（
本
詩
の
詩
句
は
な
ぜ
憫
ん
で
い
な
い
の
か
。

（
イ
（
本
詩
は
讀
者
に
ど
の
よ
う
に
憫
む
思
い
を
傳
達
し
て
い
る
か
。
＝
讀
者
は
ど
の
よ
う
に
憫
む
思
い
を
感
得
で
き
る
の
か
。

こ
の
問
題
意
識
が
言
外
の
意
に
對
す
る
認
識
に
關
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
着
目
す
る
と
、
右
の
二
つ
の
問
題
か
ら
次
の
よ
う
な
問

題
が
分
岐
す
る
。

（
ウ
（
誰
に
感
得
さ
せ
る
た
め
の
言
外
の
意
か
。
＝
本
詩
は
誰
に
向
け
て
作
ら
れ
た
か
。

（
エ
（
な
ぜ
思
い
を
言
外
の
意
と
い
う
形
に
託
し
た
の
か
。

ま
た
、「
碩
人
」
に
は
詩
に
詠
わ
れ
て
い
る
の
は
皮
相
な
事
柄
に
限
ら
れ
、
莊
姜
の
内
面
の
美
德
に
は
一
切
觸
れ
ら
れ
て
い
な
い
、

と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
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（
オ
（
な
ぜ
莊
姜
の
内
面
の
美
德
に
觸
れ
な
い
の
か
。

と
い
う
問
題
意
識
も
生
ま
れ
る
。
さ
ら
に
、（
ウ
（
の
誰
に
向
け
ら
れ
て
作
ら
れ
た
か
と
い
う
問
題
意
識
を
持
っ
て
小
序
の
「
閔
む
」

を
見
直
し
た
結
果
、

（
カ
（
本
詩
は
本
當
に
憫
む
た
め
に
作
ら
れ
た
の
か
、
他
の
目
的
が
な
か
っ
た
の
か
。

と
い
う
問
題
意
識
が
生
ま
れ
る
。
詩
篇
と
作
詩
の
意
圖
と
の
閒
の
乖
離
に
言
外
の
意
を
讀
み
取
る
こ
と
に
よ
り
、
問
題
意
識
が
增
殖
し

て
い
く
。

增
殖
す
る
の
は
、
解
釋
者
の
問
題
意
識
だ
け
で
は
な
い
。（
カ
（
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
言
外
の
意
そ
れ
自
體
も
增
殖
を
す
る
。
增

殖
の
結
果
、
言
外
の
意
は
多
重
性
を
有
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
現
象
は
第
（
節
で
論
じ
た
よ
う
に
、
漢
唐
詩
經
學
の
段
階
で
す
で
に

起
こ
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

詩
句　

莊
姜
を
美
め
稱
え
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
「
言
内
の
意
」

詩
句
に	

込
め
ら
れ
た
「
今
に
し
て
答
へ
ら
れ
ず
」「
君
何
爲
れ
ぞ
之
に
答
へ
ざ
る
や
」
と
い
う
思
い	

…
…
小
さ
な
言
外
の
意

小
序　

莊
姜
を
憫
む　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
大
き
な
言
外
の
意

詩
句
と
小
序
と
の
懸
隔
は
、
言
内
の
意
―
言
外
の
意
と
い
う
一
對
一
の
關
係
で
は
埋
め
き
れ
ず
、
そ
の
仲
介
を
す
る
も
う
一
重
の
言
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外
の
意
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る（

11
（

。

朱
熹
（
彼
も
本
詩
小
序
に
つ
い
て
は
詩
の
本
旨
を
得
て
い
る
と
評
價
し
た
（
と
そ
の
詩
經
學
を
繼
承
す
る
者
た
ち
に
あ
っ
て
は
、
次

の
よ
う
な
「
言
外
の
意
の
多
重
性
」
が
見
ら
れ
る
。

詩
句　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

莊
姜
を
美
め
稱
え
る　
　

…
…
「
言
内
の
意
」

小
序　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

莊
姜
を
憫
む　
　
　
　
　

…
…
詩
の
言
外
の
意

讀
者
が
讀
み
取
る
べ
き
敎
え　
　

莊
公
を
刺
る　
　
　
　
　

…
…
小
序
の
言
外
の
意

小
序
は
本
來
、
詩
篇
の
本
旨
に
つ
い
て
の
情
報
を
詩
の
外
部
か
ら
讀
者
に
傳
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
外
部
的
存
在
で
あ
る
小
序

の
記
述
自
體
に
言
外
の
意
が
潛
ん
で
い
る
と
想
定
し
、
そ
う
し
て
小
序
の
言
外
の
意
を
突
き
止
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
詩
篇
の
本
義
が
は

じ
め
て
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
解
釋
の
あ
り
方
に
注
目
し
た
い
。

さ
ら
に
、
嚴
粲
に
お
い
て
は
右
と
は
や
や
異
な
る
形
で
言
外
の
意
の
多
重
性
が
認
識
さ
れ
て
い
た
。

詩	

人
が
想
定
す
る
讀
者
に
は
言
わ
ず
と
も
傳
わ
る
か
ら
言
わ
な
い
と
い
う
言
外
の
意
＝
後
世
の
讀
者
に
と
っ
て
は
謎
と
し
て
現
前

す
る
。

そ	

う
で
は
あ
る
が
、
仲
閒
内
で
あ
っ
て
も
作
者
の
意
圖
に
確
實
に
氣
付
い
て
も
ら
い
た
い
が
た
め
に
、
あ
え
て
仕
掛
け
と
し
て
仕

込
ま
れ
た
言
外
の
意

こ
こ
で
は
、
作
者
の
思
考
の
振
幅
が
異
な
る
性
格
の
言
外
の
意
を
混
在
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
り
詩
全
體
の
屈
折

が
增
幅
さ
れ
る
、
そ
の
よ
う
な
形
の
言
外
の
意
の
重
層
性
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
歷
代
の
詩
經
注
釋
に
お
い
て
は
、
樣
々
な
形
で
複
數
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の
言
外
の
意
が
詩
内
部
に
混
在
し
て
い
る
の
で
あ
る（

11
（

。

②
　
詩
經
の
道
德
的
要
請
と
言
外
の
意

通
常
の
認
識
で
は
、
言
外
の
意
と
は
作
者
の
意
圖
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
詩
經
の
詩
篇
で
は
そ
う
と
は
限
ら
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
か

と
言
え
ば
、
ひ
と
え
に
中
國
世
界
に
お
い
て
詩
經
が
儒
敎
の
經
典
で
あ
り
人
々
に
道
德
を
敎
え
る
存
在
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に

起
因
す
る
。
詩
經
が
道
德
的
權
威
を
持
っ
た
存
在
と
し
て
天
下
に
屹
立
し
て
い
る
以
上
、
當
然
す
べ
て
の
詩
篇
は
そ
れ
ぞ
れ
道
德
性
を

持
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
發
信
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
を
正
し
く
受
信
し
人
々
に
傳
達
す
る
こ
と
が
詩
經
解
釋
に
求
め
ら
れ
た
最

大
の
任
務
と
な
る
。
そ
の
任
務
を
果
た
す
た
め
な
ら
ば
、
詩
篇
と
い
う
言
語
的
實
體
の
枠
を
越
え
て
「
意
味
」
を
求
め
る
こ
と
も
、
注

釋
者
は
た
め
ら
わ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
作
者
の
言
外
の
意
か
ら
詩
篇
の
本
義
を
考
え
る
に
止
ま
ら
ず
、
小
序
の
言
外
の
意

を
も
っ
て
詩
篇
の
本
義
を
解
釋
す
る
と
い
う
態
度
も
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
儒
敎
の
經
典
の
一
つ
で
あ
る
詩
經
の

解
釋
學
に
お
け
る
言
外
の
意
の
本
質
を
捉
え
る
た
め
に
は
、
作
者
の
意
圖
に
限
定
し
て
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

詩
經
が
儒
敎
の
經
典
に
な
っ
た
そ
の
時
か
ら
、
言
外
の
意
は
作
者
の
手
か
ら
離
れ
、「
儒
敎
」
の
手
に
引
き
渡
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
詩
經
解
釋
學
の
中
に
は
、
言
外
の
意
が
誰
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
な
の
か
と
い
う
問
題
意
識
が
生
ま
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。「
碩
人
」
解
釋
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
が
例
え
ば
、
わ
ざ
と
皮
相
な
こ
と
ば
か
り
詠
い
な
が
ら
そ
の
言

外
の
意
に
眞
意
を
秘
め
る
、
そ
の
よ
う
な
詩
人
が
實
際
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
る
解
釋
と
、
そ
の
よ
う
な
詩
人
は
實
在
し
て
い
た
の

で
は
な
く
、
誰
か
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
虛
像
で
あ
る
と
考
え
る
解
釋
と
い
う
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
生
ん
で
い
る
。

朱
熹
と
孫
鑛
の
「
碩
人
」
解
釋
を
對
比
し
て
み
よ
う
。
兩
者
は
、
本
詩
の
表
現
内
容
は
莊
姜
に
對
す
る
稱
贊
で
一
貫
し
て
い
る
と
い
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う
點
で
は
理
解
を
同
じ
く
す
る
。
ま
た
、
本
詩
の
表
現
内
容
は
稱
贊
で
あ
る
が
、
本
詩
の
道
德
的
意
義
は
莊
姜
に
對
す
る
憐
憫
と
い
う

點
に
あ
る
と
考
え
る
點
で
も
同
じ
で
あ
る
。
兩
者
の
說
の
分
岐
は
、
憫
ん
で
い
る
の
は
誰
と
考
え
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

朱
熹
は
、
作
者
が
憫
ん
で
い
る
、
す
な
わ
ち
現
在
の
莊
姜
の
不
幸
な
樣
を
憫
ん
だ
人
閒
が
本
詩
を
作
っ
た
と
考
え
る
。
そ
れ
に
對
し

て
孫
鑛
は
、
作
者
が
莊
姜
を
憫
ん
で
本
詩
を
作
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
國
史
ま
た
は
太
師
、
あ
る
い
は
聖
人
＝
孔
子
が
、
後
世
の
人
々

が
本
詩
を
讀
ん
で
莊
姜
を
憫
む
こ
と
を
企
圖
し
て
本
詩
を
選
擇
保
管
し
た
と
考
え
る
。

朱
熹
が
用
い
た
、
詩
中
で
過
去
を
讃
美
す
る
裏
に
そ
れ
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
現
在
の
狀
況
を
歎
じ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
を
、
言

外
の
意
と
い
う
認
識
に
よ
る
解
釋
と
言
う
こ
と
に
異
論
は
出
な
い
で
あ
ろ
う
。「
碩
人
」
と
い
う
詩
は
作
者
が
込
め
た
言
外
の
意
に
よ

っ
て
道
德
的
な
意
義
を
發
揮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
孫
鑛
の
解
釋
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
孫
鑛
は
詩
人
が
詩
の
言
外
に
何
ら
か
の
思
い
や
意
圖
を
込
め
た
と
は
考
え
な
い
。
本
詩

の
作
者
は
、
彼
が
現
に
目
に
し
て
い
る
莊
姜
の
優
美
さ
豪
奢
さ
に
驚
き
見
惚
れ
、
た
だ
た
だ
感
歎
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、

本
詩
は
詩
經
の
一
篇
と
し
て
あ
る
以
上
、
道
德
的
な
意
義
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
道
德
的
意
義
は
、
本
詩
を
讀
む
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
都
度
讀
者
の
心
の
内
に
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
孫
鑛
が
本
詩
題
下
に
記
し
た
「
莊
姜
を
閔
む
」
と
い
う
注
は
、
本
詩
を

讀
ん
だ
者
の
心
に
當
然
生
ま
れ
る
べ
き
道
德
的
な
感
情
を
、
讀
者
に
指
針
と
し
て
豫
め
示
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
作

者
の
意
圖
し
た
も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、
詩
經
の
一
篇
と
し
て
の
本
詩
の
存
在
意
義
そ
の
も
の
で
あ
る
。
詩
經
を
儒
敎
經
典
と
し
て
尊

崇
す
る
態
度
か
ら
す
れ
ば
、
詩
篇
が
讀
者
の
心
に
惹
起
さ
せ
る
「
莊
姜
を
閔
む
」
と
い
う
思
い
を
、「
碩
人
」
の
言
外
の
意
と
言
っ
て

も
や
は
り
許
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

朱
熹
に
せ
よ
孫
鑛
に
せ
よ
、
莊
姜
を
憫
む
と
い
う
事
柄
は
詩
句
表
現
の
外
部
に
屬
す
る
と
考
え
て
い
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
朱
熹
に

と
っ
て
の
「
莊
姜
を
閔
む
」
を
言
外
の
意
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
孫
鑛
に
と
っ
て
の
そ
れ
も
同
じ
く
言
外
の
意
と
見
な
し
て
も
よ
い
の
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で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
同
じ
く
本
詩
が
儒
敎
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
た
め
の
存
在
意
義
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

③
　
歐
陽
脩
「
本
末
論
」
と
言
外
の
意
の
多
重
性
と
の
關
係

第
（
節
で
述
べ
た
と
お
り
、
黃
忠
愼
氏
が
嚴
粲
詩
經
學
に
つ
い
て
指
摘
し
た
、
言
外
の
意
が
詩
篇
の
表
現
内
容
と
小
序
の
規
定
と
の

閒
の
乖
離
を
說
明
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
の
は
、
詩
經
解
釋
學
史
全
體
に
一
般
化
し
て
論
じ
る
べ
き
重
要
な
問

題
提
起
で
あ
る
。

嚴
粲
の
認
識
で
は
、
小
序
は
民
閒
や
朝
廷
で
詠
わ
れ
て
い
た
民
謠
や
儀
式
歌
を
收
集
し
た
時
に
王
朝
や
諸
國
の
國
史
が
附
け
た
も
の
、

あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
選
擇
收
集
し
て
詩
經
を
編
纂
し
た
孔
子
が
附
け
た
も
の
で
あ
る
。
兩
者
い
ず
れ
も
既
存
の
詩
篇
を
讀
ん
だ
上
で
小

序
を
著
し
た
の
で
あ
り
、
彼
ら
は
ま
ず
は
詩
篇
の
讀
者
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
氏
の
言
う
詩
篇
の
表
現
内
容
を
「
作
詩
の
意
」、

小
序
の
規
定
を
「
讀
詩
の
意
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
本
稿
で
見
た
よ
う
に
歷
代
の
諸
家
は
言
外
の
意
を
詩
篇

に
つ
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
小
序
に
つ
い
て
も
見
出
だ
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
狀
況
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
、
筆
者
は
詩
經
解
釋
學

に
お
け
る
言
外
の
意
を
、

作
詩
の
意
と
し
て
の
言
外
の
意

讀
詩
の
意
と
し
て
の
言
外
の
意

と
分
類
し
た
い
。
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こ
の
よ
う
な
二
種
類
の
言
外
の
分
岐
は
な
ぜ
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
作
者
の
意
を
越
え
た
言
外
の
意
の
生
成
の
場
か
ら
見
て
い
こ

う
。歐

陽
脩
「
本
末
論
」
は
、
詩
の
意
味
を
「
詩
人
の
意
」「
太
師
の
職
」「
聖
人
の
志
」「
經
師
の
業
」
の
四
層
に
分
け
、「
詩
人
の
意
」

と
「
聖
人
の
志
」
と
を
「
本
義
」
と
し
た（

1（
（

。
彼
に
と
っ
て
は
、
い
や
詩
經
が
儒
敎
の
經
典
と
し
て
詩
經
が
あ
る
限
り
、
作
者
の
意
だ
け

が
重
要
な
の
で
な
く
、
聖
人
の
志
も
同
樣
に
重
要
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
聖
人
の
志
と
は
、
詩
經
を
編
纂
し
た
孔
子
が
詩
篇
を
讀
む
こ
と
に
よ
っ
て
人
々
に
受
け
取
っ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
道
德
的

敎
え
の
こ
と
で
あ
る
。「
本
末
論
」
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

詩
に
詠
わ
れ
た
美
と
刺
と
を
見
極
め
、
そ
の
善
と
惡
と
を
認
識
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
善
を
勸
め
惡
を
戒
め
る
、
こ
れ
が
「
聖
人

の
志
」
で
あ
り
「
本
」
で
あ
る
（
察
其
美
刺
、
知
其
善
惡
、
以
爲
勸
戒
、
所
謂
聖
人
之
志
者
本
也
（

聖
人
が
勸
め
戒
め
る
も
の
の
ご
と
き
は
、
詩
人
が
美
め
刺
る
も
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
詩
人
の
意
を
知
れ
ば
、
聖
人
の
志

は
感
得
で
き
る
の
で
あ
る
（
若
聖
人
之
勸
戒
者
、
詩
人
之
美
刺
。
是
以
知
詩
人
之
意
則
得
聖
人
之
志
矣
（

引
用
の
後
半
部
分
を
讀
む
と
歐
陽
脩
は
、
孔
子
が
詩
篇
の
道
德
的
敎
え
と
し
た
の
が
す
な
わ
ち
詩
人
が
詩
に
込
め
た
美
刺
で
あ
る
と

言
い
、
詩
人
の
意
と
聖
人
の
志
と
の
距
離
を
極
小
に
見
積
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
で
も
前
半
部
を
見
る
と
、
詩

人
が
詩
に
込
め
た
美
刺
の
評
價
を
推
察
し
詩
の
内
容
の
善
惡
を
知
覺
し
、
そ
れ
を
道
德
的
敎
え
と
受
け
取
っ
た
の
が
「
聖
人
の
志
」
で

あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
、「
作
者
の
意
」
と
は
位
相
が
異
な
る
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
歐
陽
脩
に
と
っ
て
も
、「
聖
人
の
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志
」
は
詩
篇
の
外
部
的
存
在
な
の
で
あ
る（

11
（

。

詩
經
解
釋
に
お
け
る
言
外
の
意
の
多
重
性
の
問
題
を
考
え
る
上
で
は
、
歐
陽
脩
が
「
聖
人
の
志
」
を
「
詩
人
の
意
」
と
竝
べ
て
詩
の

「
本
義
」
だ
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
詩
の
内
部
的
意
味
と
外
部
か
ら
賦
與
さ
れ
た
意
義
と
を
等
價
と
考
え

る
道
を
開
く
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
歐
陽
脩
の
言
う
「
聖
人
の
志
」
と
は
、「
歐
陽
脩
が
自
分
の
意
を
も
っ
て
推
し
量
る
こ

と
が
で
き
る
も
の（

11
（

」
で
あ
る
。
こ
れ
を
援
用
す
れ
ば
、
後
の
注
釋
者
そ
れ
ぞ
れ
が
詩
篇
の
表
現
の
裏
に
秘
め
隱
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考

え
た
道
德
的
敎
え

―
換
言
す
れ
ば
言
外
の
意

―
を
、
詩
の
本
義
だ
と
主
張
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
さ
ら
に
一
步
を
進
め
れ
ば
、

か
り
に
作
者
の
意
圖
か
ら
外
れ
る
も
の
と
わ
か
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
儒
敎
道
德
的
な
効
用
を
持
つ
も
の
で
あ
れ
ば
、
詩
經
の
一
篇
た

る
詩
篇
の
本
義
と
見
な
し
て
重
視
す
る
こ
と
に
も
通
じ
る
だ
ろ
う
。
後
世
の
人
閒
が
詩
篇
を
讀
ん
で
心
に
抱
い
た
道
德
的
思
い
を
も
詩

經
の
詩
篇
と
し
て
の
本
質
的
な
價
値
を
持
つ
と
考
え
、
言
外
の
意
と
し
て
本
義
に
組
み
込
む
態
度
で
あ
る
。
本
稿
か
ら
例
を
擧
げ
れ
ば

孫
鑛
の
說
、
詩
人
は
婚
禮
の
時
の
莊
姜
の
豪
奢
華
麗
さ
に
ひ
た
す
ら
感
嘆
し
て
詩
句
を
綴
っ
て
い
る
だ
け
な
の
だ
が
、
後
の
世
の
本
詩

の
讀
者
が
歷
史
的
知
識
と
し
て
知
っ
て
い
る
莊
姜
の
成
り
行
き
を
思
い
起
こ
し
、
そ
の
あ
ま
り
の
落
差
に
思
わ
ず
憫
み
を
抱
い
て
し
ま

う
、
そ
れ
が
本
詩
の
道
德
的
意
義
だ
と
し
て
い
る
の
が
そ
れ
に
當
た
る（

11
（

。

こ
の
考
え
方
を
さ
ら
に
發
展
さ
せ
れ
ば
、
あ
る
詩
篇
に
ま
つ
わ
る
儒
學
的
思
考
す
べ
て
が
言
外
の
意
と
な
る
可
能
性
が
生
ず
る
。
ま

た
、
詩
句
か
ら
發
想
し
た
道
德
的
敎
訓
は
詩
篇
全
體
の
意
味
と
は
關
わ
り
な
く
、
す
べ
て
言
外
の
意
と
認
定
す
る
こ
と
に
も
繫
が
る
。

す
な
わ
ち
「
斷
章
取
義
」
で
あ
る
。
前
稿
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
朱
熹
に
は
斷
章
取
義
を
「
言
外
の
意
」
と
呼
ん
だ
例
が
あ
る（

11
（

の
は
、

こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
具
現
化
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
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④
　
言
外
の
意
を
用
い
た
詩
經
解
釋
學
の
諸
槪
念
の
關
係
づ
け

こ
の
よ
う
に
、
言
外
の
意
を
擴
張
し
て
用
い
る
こ
と
が
詩
經
解
釋
學
史
を
考
察
す
る
の
に
有
意
義
で
は
な
い
か
と
、
筆
者
は
考
え
て

い
る
。
第
3
節
で
、
朱
熹
の
說
を
考
察
し
て
、
朱
熹
は
彼
自
身
が
批
判
的
で
あ
っ
た
陳
古
刺
今
的
な
解
釋
を
本
詩
に
お
い
て
は
用
い
た

こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
孫
鑛
の
說
を
考
察
し
て
、
そ
れ
が
朱
熹
の
「
淫
詩
說
」
と
同
構
造
だ
と
指
摘
し
た
。
こ
れ
を
言
外
の
意
の

多
重
構
造
に
重
ね
合
わ
せ
て
見
直
し
て
み
る
と
、
陳
古
刺
今
說
と
淫
詩
說
と
を
同
心
圓
の
内
円
と
外
円
と
に
付
置
し
て
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
、
す
な
わ
ち
こ
の
二
つ
の
說
は
同
一
の
解
釋
學
上
の
要
請
に
應
え
る
同
じ
性
格
を
有
す
る
理
論
で
あ
り
、
そ
れ
が
異
な
る
姿
で

現
れ
る
の
は
、
そ
こ
に
「
詩
を
以
て
詩
を
解
す
」
と
い
う
解
釋
理
念
が
介
入
す
る
か
し
な
い
か
に
起
因
し
て
い
る
と
說
明
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
詩
經
解
釋
學
に
ま
つ
わ
る
樣
々
な
解
釋
理
念
を
共
通
の
觀
察
軸
に
位
置
付
け
つ
つ
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
認

識
が
影
響
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
か
と
い
う
考
察
の
仕
方
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て
い
る
。

言
外
の
意
を
擴
張
し
て
考
え
る
こ
と
は
ま
た
、
古
典
中
國
に
お
け
る
詩
經
の
讀
ま
れ
方
を
よ
く
反
映
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
で
き

る
。
言
外
の
意
の
「
言
」
と
は
何
か
、
こ
れ
は
、
詩
經
を
讀
む
と
は
い
か
な
る
行
爲
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
關
わ
る
。
漢
唐
詩
經

學
に
お
い
て
は
、
詩
經
の
詩
篇
は
小
序
と
は
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
ず
、
セ
ッ
ト
に
し
て
讀
む
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
な

ら
ば
、
詩
篇
の
言
外
の
意
を
小
序
に
表
現
さ
れ
な
い
事
柄
ま
で
含
め
て
考
え
る
こ
と
は
當
然
起
こ
り
得
る
。

小
序
が
絶
對
的
な
權
威
性
を
喪
失
し
た
宋
代
以
降
は
「
詩
を
以
て
詩
を
解
す
」
と
い
う
讀
詩
態
度
が
喧
傳
さ
れ
た
。
こ
れ
か
ら
す
れ

ば
、
漢
唐
詩
經
學
の
「『
小
序
＋
詩
篇
』
＋
言
外
の
意
」
と
い
う
よ
う
に
、
外
部
的
存
在
を
取
り
込
ん
で
詩
篇
と
一
體
化
さ
せ
る
思
考

は
も
は
や
跡
を
絶
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、『
集
傳
』
が
權
威
的
注
釋
と
な
っ
た
元
代
以
降
、
詩
經
の
詩
篇
の
風
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敎
的
意
義
を
說
明
す
る
存
在
と
し
て
、
朱
熹
の
解
釋
自
體
が
小
序
と
同
樣
の
地
位
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た（

11
（

。
と
す
れ
ば
、
朱
熹
の

考
え
を
よ
り
詳
細
に
理
解
す
る
た
め
に
『
集
傳
』
の
言
外
の
意
を
探
る
と
い
う
解
釋
の
方
向
性
が
出
現
す
る
こ
と
は
必
然
的
で
あ
る
だ

ろ
う
。
實
際
に
、
第
6
節
で
見
た
よ
う
に
、
元
代
の
詩
經
學
者
は
嚴
粲
の
詩
經
解
釋
に
見
ら
れ
る
思
考
法
を
援
用
し
て
、
朱
熹
の
注
釋

の
意
圖
す
る
と
こ
ろ
を
敷
衍
し
て
い
た
。

こ
の
現
象
を
さ
ら
に
推
し
進
め
れ
ば
、
あ
る
時
代
、
あ
る
學
者
が
權
威
と
認
め
る
先
人
の
注
釋
の
言
外
の
意
を
想
定
す
る
こ
と
で
、

詩
經
の
正
し
い
意
味
を
說
明
す
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
第
3
節
で
毛
傳
獨
尊
の
旗
幟
を
揭

げ
宋
代
詩
經
學
を
排
斥
し
た
淸･

陳
奐
の
「
碩
人
」
解
釋
に
お
い
て
、
朱
熹
の
解
釋
に
見
ら
れ
る
陳
古
刺
今
的
認
識
が
用
い
ら
れ
た
例

を
見
た
。
陳
奐
は
、
毛
傳
に
は
一
言
も
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
言
外
の
意
を
汲
ん
で
、
毛
公
は
實
は
陳
古
刺
今
的
認
識

に
基
づ
く
解
釋
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
て
敷
衍
を
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

當
然
と
言
え
ば
當
然
す
ぎ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
先
人
の
注
釋
を
も
と
に
し
て
解
釋
を
緻
密
化
し
膨
ら
ま
せ
て
い
く
、
し
か
も
往
々
に

し
て
先
行
の
注
釋
に
極
め
て
高
い
權
威
が
與
え
ら
れ
、
そ
の
說
を
絶
對
的
に
正
し
い
も
の
と
考
え
そ
れ
を
遵
奉
し
つ
つ
自
身
の
注
釋
を

施
し
て
い
く
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
い
う
歷
代
の
詩
經
注
釋
の
あ
り
方
は
、
先
行
の
學
者
の
言
外
の
意
を
讀
み
取
り
、
そ
れ
を
詩

篇
の
眞
實
の
意
味
と
見
な
す
姿
勢
を
導
き
出
す
。
こ
れ
か
ら
考
え
れ
ば
、
詩
經
注
釋
に
お
い
て
言
外
の
意
が
「
作
者
」
と
い
う
枠
を
超

越
し
、
外
部
的
存
在
を
取
り
込
み
つ
つ
そ
れ
を
内
部
化
す
る
と
い
う
の
は
必
然
的
な
事
柄
で
あ
る
。
詩
經
解
釋
學
に
お
い
て
は
本
來
、

詩
の
内
部
と
外
部
と
を
隔
て
る
境
界
は
曖
昧
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
例
え
ば
、
細
胞
膜
の
よ
う
な
も
の
に
喩
え
て
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
か
も
し
れ
な
い
。
細
胞
の
内
部
に
滿
ち
た
液
體
と
細
胞
が
浸
さ
れ
た
外
部
の
液
體
と
は
細
胞
膜
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

の
浸
透
壓
の
變
化
に
よ
り
、
お
互
い
は
た
や
す
く
細
胞
膜
を
越
え
て
内
外
に
移
動
し
合
う
。
そ
の
よ
う
に
、
儒
敎
經
典
の
一
部
と
し
て

詩
篇
が
必
ず
や
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
道
德
的
意
義
が
ど
こ
か
ら
發
生
す
る
と
考
え
る
か

―
作
者
の
考
え
か
、
讀
者
の
反
應
か
、
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權
威
的
な
注
釋
か
な
ど
な
ど

―
に
よ
っ
て
、
ど
こ
ま
で
を
「
言
内
の
意
」
と
し
ど
こ
か
ら
を
言
外
の
意
と
す
る
か
の
認
識
上
の
境
界

も
自
由
に
移
動
す
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

⑤
　
言
外
の
意
の
道
德
的
機
能
と
文
學
的
解
釋
へ
の
寄
與

言
外
の
意
は
、
相
關
聯
し
つ
つ
も
そ
れ
ぞ
れ
に
特
色
の
あ
る
一
連
の
解
釋
を
芋
蔓
式
に
次
か
ら
次
へ
と
生
み
出
す
。
本
稿
で
通
觀
し

た
「
碩
人
」
解
釋
史
に
則
し
て
そ
の
機
序
を
考
え
て
み
よ
う
。「
莊
姜
を
閔
む
」
と
い
う
言
外
の
意
は
、
な
ぜ
詩
人
が
自
分
の
意
圖
を

直
接
的
に
詩
句
に
表
さ
ず
、
韜
晦
や
婉
曲
と
い
っ
た
表
現
手
法
を
用
い
た
の
か
に
つ
い
て
の
興
味
關
心
を
釀
成
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の

問
題
の
解
明
を
圖
っ
て
、
詩
人
や
登
場
人
物
の
性
格
や
心
理
を
分
析
す
る
と
い
う
解
釋
の
あ
り
方
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
詩
經
の
讀
解
方

法
の
發
達
に
新
し
い
可
能
性
を
も
た
ら
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

例
え
ば
、
朱
熹
が
第
三
章
『
集
傳
』
で
言
う
、「
今
の
然
ら
ざ
る
を
歎
く
な
り
」
と
は
、
直
接
的
に
は
莊
姜
の
境
遇
を
歎
く
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
彼
は
首
章
『
集
傳
』
で
「
重
く
莊
公
の
昏
惑
を
歎
く
な
り
」
と
も
言
う
。
作
者
が
莊
姜
の
境
遇

を
歎
く
と
同
時
に
莊
公
の
暗
愚
を
歎
い
て
本
詩
を
作
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、『
集
傳
』
の
み
な
ら
ず
他

の
學
者
の
解
釋
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
莊
姜
の
不
遇
と
莊
公
の
狂
惑
は
表
裏
一
體
と
は
言
え
、
嚴
密
に
言
え
ば
別
箇
の

主
題
で
あ
る
。
ど
ち
ら
に
讀
解
の
力
點
を
置
く
か
に
よ
っ
て
、
本
詩
は
異
な
る
感
情
と
雰
圍
氣
で
滿
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

朱
熹
―
輔
廣
（
お
よ
び
第
6
節
で
見
た
徐
光
啓
・
沈
守
正
。
以
下
、
記
述
を
簡
便
に
す
る
た
め
、
朱
熹
『
集
傳
』
に
一
元
化
し
て
論

ず
る
（
の
解
釋
で
は
、
詩
人
の
莊
姜
を
憫
む
視
線
は
手
段
と
し
て
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
裏
に
主
君
莊
公
に
對
す
る
反
感･

輕
蔑
と
い

う
嚴
し
い
目
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
集
傳
』
の
場
合
に
は
、
莊
公
に
對
す
る
批
判
を
讀
み
取
り
な
が
ら
彼
を
敎
化
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し
よ
う
と
す
る
作
者
の
意
欲
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
作
者
の
彼
に
對
す
る
蔑
視
は
一
層
剝
き
出
し
の
形
で
現

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
對
し
て
、
嚴
粲
の
解
釋
で
は
、
莊
公
の
暗
愚
と
い
う
條
件
下
で
詩
人
が
自
分
と
同
じ
感
情
を
抱
く
人
々
た
ち
と
莊
姜
の
不
遇

に
對
す
る
同
情
を
共
有
し
よ
う
と
し
て
本
詩
を
作
っ
た
と
い
う
解
釋
が
な
さ
れ
る
。
莊
公
の
狂
惑
が
背
景
に
退
き
、
莊
姜
の
不
遇
に
對

す
る
同
情
が
前
景
化
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
朱
熹
の
理
解
に
比
べ
、
作
者
の
視
線
が
柔
ら
か
で
優
し
い
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
下
っ
て
元
・
明･

淸
初
に
な
る
と
、
第
6
節
で
見
た
よ
う
に
劉
玉
汝
、
鍾
惺
、
賀
貽
孫
の
解
釋
で
は
朱
熹
の
說
に
從
っ
て
本

詩
の
中
心
人
物
が
莊
公
と
さ
れ
て
い
る
が
、
莊
公
に
對
す
る
批
判
の
た
め
の
批
判
に
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
莊
公
を
敎
化
す
る
と
い
う

要
素
が
視
野
に
入
っ
て
く
る
。
そ
の
際
に
、
莊
公
が
暗
愚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
條
件
と
し
て
受
け
入
れ
た
上
で
、
彼
の
反
省
を

促
す
た
め
に
は
ど
う
い
う
方
策
を
と
る
べ
き
か
と
い
う
觀
點
か
ら
本
詩
の
表
現
面
で
の
特
徴

―
ひ
た
す
ら
皮
相
な
美
點
を
稱
贊
す
る

こ
と
に
終
始
し
て
、
莊
姜
の
内
面
の
美
質
に
は
一
切
觸
れ
な
い
と
い
う
特
徴

―
に
新
し
い
解
釋
が
な
さ
れ
る
。
朱
熹
―
輔
廣
に
お
い

て
は
、
表
面
的
な
美
點
さ
え
認
識
し
な
い
莊
公
の
愚
か
さ
を
あ
げ
つ
ら
う
た
め
の
表
現
と
考
え
ら
れ
た
の
が
、
莊
公
の
知
力
で
も
認
識

で
き
る
美
點
に
そ
の
目
を
向
け
さ
せ
る
こ
と
で
、
彼
の
莊
姜
へ
の
態
度
を
改
善
さ
せ
よ
う
と
す
る
作
者
の
努
力
の
現
れ
と
し
て
の
表
現

と
讀
み
換
え
ら
れ
る
。
注
釋
者
は
、
批
判
の
對
象
で
あ
る
人
物
の
個
性
を
分
析
し
そ
れ
に
對
應
し
た
表
現
技
法
を
讀
み
取
ろ
う
と
し
て

い
る
。
あ
る
意
味
で
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
で
は
な
い
人
閒
理
解
を
試
み
よ
う
と
し
て
い
る
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
多
種
多
樣
な
解
釋
が
生
み
出
さ
る
要
因
の
一
つ
は
、
本
詩
の
小
序
に
言
う
「
閔
む
」
と
い
う
思
い
の
不
安
定
さ
に
求
め

ら
れ
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
莊
姜
へ
の
憫
み
を
主
題
に
据
え
た
解
釋
は
、
不
幸
を
憫
む
に
ふ
さ
わ
し
い
莊
姜
の
美
質

を
「
美
む
」
る
讀
み
取
り
へ
も
、
莊
姜
を
憫
む
べ
き
立
場
に
追
い
込
ん
だ
張
本
人
を
「
刺
る
」
讀
み
取
り
へ
も
展
開
可
能
で
あ
る
。
そ

う
し
た
中
で
、
儒
敎
經
典
と
し
て
の
詩
經
が
有
す
る
美
刺
と
い
う
體
系
の
中
で
解
釋
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、「
閔
む
」
の
裏
に
あ
る
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增殖する言外の意

風
敎
と
し
て
の
意
義
を
考
え
る
必
要
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
莊
姜
を
「
閔
み
」
の
對
象
に
追
い
や
っ
た
原
因
を
究
明
し
批
判
せ
ざ
る
を
得

な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
儒
學
的
解
釋
自
體
が
、
言
う
な
れ
ば
「
序
の
言
外
の
意
」
の
讀
み
取
り
を
要
請
し
て
い
る
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
。

黃
忠
愼
氏
が
言
う
よ
う
に
、
詩
經
解
釋
に
お
け
る
言
外
の
意
は
、
第
一
義
的
に
は
詩
經
の
持
つ
道
德
的
機
能
を
實
現
す
る
と
い
う
こ

と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
詩
篇
の
文
學
的
考
察
と
ま
っ
た
く
無
關
係
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
主
と
し
て
道
德

的
意
義
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
解
釋
槪
念
が
、
本
來
の
意
圖
を
越
え
、
詩
經
の
文
學
性
を
追
求
す
る
態
度
を
促
進
す
る
役
割
を
も
果
た
し

た
こ
と
の
一
例
に
、「
碩
人
」
注
釋
の
歷
史
は
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
、
詩
經
解
釋
學
史
に
お
い
て
は
、
そ
の
道
德
的
性
質

と
文
學
的
な
意
義
と
を
分
離
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
表
す
も
の
で
あ
る
。

⑥
　
詩
經
解
釋
學
の
歷
史
を
把
握
す
る
た
め
の
言
外
の
意

｢

言
外
の
意｣

を
考
察
す
る
こ
と
は
、
劉
毓
慶
氏
が
提
起
し
た｢

經
學
か
ら
文
學
へ（

11
（

」
と
い
う
詩
經
學
の
學
的
志
向
の
變
化
の
問
題

を
考
え
る
上
で
も
大
き
な
意
義
を
持
つ
。
文
學
研
究
と
し
て
の
詩
經
學
を
ど
の
よ
う
に
定
義
す
る
か
、
そ
れ
を
い
わ
ゆ
る
經
學
研
究
と

し
て
の
詩
經
學
と
ど
の
よ
う
に
區
別
す
る
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
文
學
的
志
向
性
を
有
す
る
詩
經
注
釋
と
い
う
一
箇

の
ジ
ャ
ン
ル
が
明
代
後
期
に
確
立
し
た
と
い
う
考
え
方
を
受
け
入
れ
る
と
し
て
、｢

言
外
の
意｣

認
識
と
い
う
觀
點
は
、
劉
毓
慶
氏
が

朱
子
學
の
敷
衍
で
あ
り
經
學
的
詩
經
學（

11
（

の
段
階
に
留
ま
っ
て
い
た
と
す
る
元
代
と
明
代
前
中
期
の
詩
經
注
釋
書
が
、｢

經
學
か
ら
文
學

へ
」
と
い
う
學
問
的
展
開
に
寄
與
す
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
か
に
つ
い
て
再
考
を
促
す
も
の
で
あ
る
。

我
々
は
、
朱
熹
の
詩
經
研
究
の
祖
述
と
い
う
性
格
を
强
く
持
つ
元
代
の
注
釋
書
の
中
に
も
、
朱
熹
と
は
性
格
の
異
な
る
嚴
粲
の
解
釋
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が
直
接
的
に
、
あ
る
い
は
そ
の
理
念
や
方
法
論
を
援
用
す
る
と
い
う
形
で
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
を
見
た
。
特
に
そ
れ
は
、
莊
公
の

扱
い
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
顯
著
に
見
ら
れ
た
。

本
詩
の
主
人
公
は
も
ち
ろ
ん
莊
姜
で
は
あ
る
が
、
詩
篇
の
表
現
の
あ
り
方
を
左
右
す
る
最
大
の
要
因
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
は
、
む

し
ろ
夫
の
莊
公
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
莊
公
の
暗
愚
で
粗
暴
な
性
格
が
、
莊
姜
を
ど
の
時
點
で
い
か
な
る
境
遇
へ
と
追
い
込
ん
だ

か
、
衞
の
國
人
は
莊
公
が
莊
姜
に
し
た
仕
打
ち
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
か
、
ま
た
莊
公
と
い
う
主
君
を
ど
う
捉
え
取
り
扱
っ
た
か
、

そ
し
て
國
人
の
一
人
で
あ
る
詩
人
が
、
誰
に
對
す
る
ど
の
よ
う
な
表
現
を
用
い
た
い
か
な
る
思
い
や
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
込
め
て
本
詩
を
作

っ
た
か
、
こ
れ
ら
の
根
本
に
常
に
莊
公
が
居
座
っ
て
い
る
。
詩
人
が
ひ
た
す
ら
卑
近
卑
俗
な
表
現
を
用
い
て
、
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
を

す
べ
て
言
外
の
意
に
よ
っ
て
傳
え
よ
う
と
し
た
の
は
、
ひ
と
え
に
莊
公
の
存
在
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
、
歷
代
の
學
者
は
そ
の
よ
う
に

考
え
、
本
詩
を
注
釋
し
た
。
莊
公
の
人
閒
像
に
對
す
る
關
心
が
本
詩
の
言
外
の
意
の
存
在
を
確
信
さ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釋
を
支
配
し

て
き
た
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

本
詩
の
こ
の
よ
う
な
解
釋
の
あ
り
方
を
典
型
的
な
形
で
示
し
た
の
は
嚴
粲
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
言
外
の
意
を
讀
み
解
く
こ
と
と
、
詩

が
詠
う
對
象
、
あ
る
い
は
詩
の
讀
者
に
對
す
る
作
者
の
關
心
、
心
遣
い
を
讀
み
解
く
こ
と
と
を
關
聯
さ
せ
て
解
釋
を
行
っ
た
。
そ
れ
は

後
世
の
學
者
に
大
き
な
影
響
を
與
え
、
元
代
の
朱
子
學
的
詩
經
解
釋
に
お
い
て
も
、『
集
傳
』
に
見
ら
れ
る
解
釋
の
隘
路
か
ら
脱
出
す

る
た
め
に
、
嚴
粲
の
讀
解
の
視
點
を
援
用
し
た
と
思
わ
れ
る
手
法
を
用
い
て
い
た
。
そ
の
中
で
、
劉
玉
汝
の
よ
う
に
、
詩
人
が
莊
公
の

性
格
を
見
極
め
、
そ
れ
に
對
應
し
た
敎
誨
の
方
式
を
案
出
し
、
そ
れ
を
修
辭
技
法
に
反
映
さ
せ
本
詩
を
作
っ
た
と
考
え
る
注
釋
も
生
ま

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
人
閒
は
こ
の
よ
う
に
扱
っ
た
ら
こ
の
よ
う
な
反
應
を
す
る
と
い
う
人
閒
の
性
格
に
對
す
る
分
析
的
姿
勢
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
敎
化
の
對
象
と
い
う
觀
點
か
ら
の
み
見
た
人
格
分
析
で
あ
り
、
窮
屈
で
自
由
度
の
低
い
思
路
に
す
ぎ
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增殖する言外の意

な
い
と
言
わ
れ
れ
ば
そ
の
通
り
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
解
釋
姿
勢
に
よ
り
學
者
は
、
人
閒
の
性
格
と
心
理
に
對
す
る
關
心

を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
詩
篇
の
登
場
人
物
、
あ
る
い
は
關
係
す
る
人
物
を
多
樣
な
人
閒
類
型
に
よ
っ
て
捉
え
、
そ
れ
が
詩
作
の
あ
り

方
を
決
定
し
た
と
考
え
解
釋
す
る
の
は
、
文
學
的
分
析
と
は
ま
っ
た
く
無
關
係
の
も
の
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
解
釋

を
『
集
傳
』
の
祖
述
を
旨
と
す
る
元
代
お
よ
び
明
代
前
中
期
の
學
者
が
す
で
に
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
明
代
後
期
に
お
け

る｢

文
學
的
詩
經
學｣
の
百
花
齊
放
に
道
筋
を
開
い
た
と
す
る
の
は
、
け
っ
し
て
無
理
な
考
え
方
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

ひ
い
て
は
、
明
代
後
期
の
學
者
た
ち
が
詩
經
を
「
文
學
」
と
し
て
讀
む
こ
と
が
可
能
に
な
る
た
め
の
、
解
釋
方
法
の
面
で
の
基
盤
を

提
供
し
た
と
い
う
意
味
で
は
、
文
學
的
解
釋
の
道
は
、
よ
り
遡
っ
て
宋
代
か
ら
す
で
に
開
か
れ
て
い
た
と
い
う
見
方
も
成
り
立
つ
で
あ

ろ
う
。
鍾
惺･

賀
貽
孫
な
ど
の
解
釋
に
、
宋
元
の
解
釋
か
ら
受
け
繼
い
だ
考
え
方
が
見
ら
れ
た
こ
と
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
見
る
と
、
文
學
的
詩
經
解
釋
の
中
に
も
「
經
學
的
」
詩
經
學
か
ら
發
展
し
た
要
素
は
思
い
の
ほ
か
大
き
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も

し
れ
な
い
。

こ
れ
は
、
詩
經
學
に
お
い
て
文
學
性
を
重
視
し
た
研
究
の
あ
り
方
は
傳
統
的
な
經
學
の
形
と
切
り
離
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
生
じ
た
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
儒
學
的
要
請
に
基
づ
い
て
生
ま
れ
た
問
題
意
識
と
、
そ
れ
を
解
明
す
る
た
め
に
編
み
出
さ
れ
た
解
釋
の
方
法
論
か
ら

生
ま
れ
育
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
は
、｢

經
學
か
ら
文
學
へ｣

か
ら｢

文
學
か
ら
經
學

へ
」
へ
の
再
度
の
轉
換
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
考
察
に
も
寄
與
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
宋
元
か
ら
明
へ
の
詩
經

學
に
お
い
て
文
學
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
度
合
い
が
次
第
に
增
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
「
經
學
か
ら
文
學
へ
」
と
い
う
變
化
で
あ
る

と
い
う
把
握
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
明
の
後
を
受
け
て
淸
代
に
、
宋
元
明
の
詩
經
學
に
否
定
的
な
考
證
學
的
詩
經
研
究
が
全
盛
に
な

っ
た
と
い
う
歷
史
過
程
に
つ
い
て
も
、
文
學
性
の
強
い
詩
經
解
釋
學
の
中
に
埋
も
れ
が
ち
に
な
っ
て
い
た
經
學
的
要
素
が
そ
の
存
在
意

義
を
再
認
識
さ
れ
「
文
學
か
ら
經
學
」
へ
と
い
う
變
化
が
起
こ
っ
た
と
い
う
見
方
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、
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「
文
學
的
詩
經
學
」
と
「
經
學
的
詩
經
學
」
と
を
斷
絶
で
は
な
く
繼
承
發
展
の
相
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
詩
經
學
の
中
に
含
ま
れ
る
諸

要
素
の
比
重
の
變
化
と
い
う
視
點
に
よ
っ
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
の
例
で
言
え
ば
、
戴
震
の
說
が
嚴
粲
の

影
響
を
濃
厚
に
受
け
て
い
る
こ
と
な
ど
、
元
明
詩
經
學
が
嚴
粲
か
ら
學
ぶ
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
思
い
合
わ
せ
れ
ば
、
そ
こ
に

あ
る
種
の
學
問
的
系
譜
を
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ひ
い
て
は
毛
傳
墨
守
の
立
場
に
立
つ
陳
奐
の
說
が
朱
熹
の
陳
古
刺
今
的

解
釋
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
に
も
、
や
は
り
、
明
代
の
詩
經
學
の
餘
波
が
な
か
っ
た
と
は
卽
斷
で
き
な
い
よ
う
に
思
う
。
言
外
の
意
認

識
が
ど
の
よ
う
に
發
展
し
て
い
っ
た
か
を
考
え
る
こ
と
は
、
南
宋
以
後
の
詩
經
解
釋
學
の
歷
史
を
動
か
し
た
學
的
志
向
性
を
明
ら
か
に

す
る
上
で
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
詩
經
解
釋
學
史
に
新
た
な
光
を
當
て
る
た
め
に
、「
言
外
の
意｣

と
い
う
問
題
は
豐
か
な
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
と

筆
者
は
考
え
る
。

注（
（
（
拙
稿
「『
言
外
の
意
』
の
遠
近
法

―
そ
の
多
樣
性
、
お
よ
び
詩
經
の
意
味
の
重
層
性
に
お
け
る
位
置
付
け

―
」（
慶
應
義
塾
大
學
日

吉
紀
要
『
人
文
科
學
』、
第
三
五
號
、
二
〇
二
〇
年
六
月
（。

（
（
（
黃
忠
愼
『
嚴
粲
詩
經
新
探
』（
臺
灣
、
文
史
哲
出
版
社
、
二
〇
〇
八
（。

（
3
（
前
掲
書
三
〇
頁
。

（
4
（「
言
外
の
意
」
に
對
す
る
槪
念
と
し
て
の
「
言
内
の
意
」
は
語
と
し
て
熟
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
黃
忠
愼
氏
前
掲
書
に
、「
與
『
言

外
之
意
』
相
對
的
就
是
『
言
内
之
意
』、
一
首
詩
如
果
同
時
具
有
言
内
與
言
外
二
種
『
意
』、
則
何
者
才
是
這
首
詩
眞
正
的
『
意
』
？
顯
然

的
、
傳
統
的
文
論
家
或
讀
者
、
都
以
『
言
外
之
意
』
爲
他
們
論
說
闡
述
的
重
點
」（
二
九
頁
（
と
言
い
、
安
井
稔
『
新
版　

言
外
の
意
味
』

上
册
「
は
し
が
き
」
に
、「
言
外
の
意
味
と
い
う
の
は
、
定
義
上
、
言
内
の
意
味
で
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
言
内
の
意
味
と
い
う
の
は
、
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そ
の
表
現
形
式
が
、
あ
る
意
味
で
は
恣
意
的
に
、
し
か
し
な
が
ら
固
有
の
も
の
と
し
て
、
も
っ
て
い
る
意
味
で
あ
る
」（
言
語
・
文
化
選

書
１
、
開
拓
社
、
二
〇
〇
七
、
は
し
が
き
ⅵ
頁
（
と
言
う
よ
う
に
、「
言
外
の
意
」
を
考
察
す
る
た
め
の
對
槪
念
と
し
て
缺
か
せ
な
い
も

の
で
あ
る
。
筆
者
も
諸
家
の
用
例
に
從
っ
て
用
い
る
。

（
5
（
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

・
拙
著
『
詩
經
解
釋
學
の
繼
承
と
變
容

―
北
宋
詩
經
學
を
中
心
に
据
え
て

―
』（
硏
文
出
版
、
二
〇
一
七
（
第
二
十
章
「
訓
詁
を
綴

る
も
の

―
陳
奐
『
詩
毛
氏
傳
疏
』
に
見
ら
れ
る
歐
陽
脩
『
詩
本
義
』
の
影
響

―
」

・「
振
り
捨
て
き
れ
な
い
遺
產

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

硏
究
』、
第
十
號
、
二
〇
一
七
年
三
月
（

・「
同
情
と
配
慮
の
レ
ト
リ
ッ
ク

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

―
」（『
日
本
宋
代
文
學
學
會
報
』、
第
三

號
、
二
〇
一
七
年
五
月
（

・「
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
（

・「
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
（

・「
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

―
」（
慶
應
義
塾
大
學
日
吉
紀
要
『
中

國
硏
究
』、
第
十
三
號
、
二
〇
二
〇
年
三
月
（

（
6
（
詩
經
の
詩
篇
の
受
容
の
し
か
た
と
し
て
は
、
讀
む
以
外
に
聽
く
と
い
う
形
態
も
當
然
あ
り
得
る
が
、
本
稿
で
は
敍
述
を
簡
明
に
す
る
た

め
に
「
讀
者
」
と
い
う
呼
び
方
で
統
一
す
る
。

（
7
（
本
稿
の
考
察
は
、
こ
の
詩
に
つ
い
て
の
歷
代
の
詩
經
注
釋
の
比
較
を
主
た
る
手
法
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
考
察
を
進
め
る
上
で
、『
詩
經

集
校
集
注
集
評
』（
魯
洪
生
主
編
、
現
代
出
版
社
、
二
〇
一
五
（
に
大
き
く
依
據
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
書
に
は
、
詩
經
の
歷
代
の
注

釋
書
の
說
が
項
目
ご
と
に
整
理
收
集
さ
れ
て
お
り
、
本
項
の
考
察
の
基
礎
的
作
業
を
肩
代
わ
り
し
て
く
れ
る
文
獻
と
な
っ
た
。
筆
者
と
し

て
は
、
こ
の
勞
作
に
依
據
し
つ
つ
、
そ
こ
に
收
集
さ
れ
た
經
說
を
洗
い
直
し
、
そ
の
相
互
關
係
に
つ
い
て
思
考
を
深
め
る
と
い
う
方
法
を
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と
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
、
感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

（
8
（
魯
頌
「
閟
宮
」
の
「
松
桷
有
舄
、
路
寢
孔
碩
」
の
毛
傳
に
、「
路
寢
、
正
寢
也
」
と
言
う
。
本
詩
毛
傳
が
君
主
の
政
廳
と
し
て
「
路
寢
」、

夫
人
の
政
廳
と
し
て
「
正
寢
」
を
配
當
し
て
い
る
こ
と
の
根
據
は
未
詳
。

（
9
（
本
詩
『
正
義
』
は
、
三
つ
の
章
で
「
不
答
」「
不
見
答
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
詩
句
を
解
說
し
て
い
る
。
本
文
で
擧
げ
た
第
三
章
の
他
、

首
章
に
「
容
貌
既
美
、
父
母
兄
弟
正
大
如
此
、
君
何
爲
不
答
之
也
」
と
言
い
、
卒
章
に
「
此
爲
莊
姜
不
見
答
而
言
」
と
言
う
。

（
（0
（
本
章
『
正
義
』
の
劈
頭
に
、「
碩
人
至
君
勞
○
毛
以
爲
…
…
」
と
本
章
全
體
に
つ
い
て
の
毛
公
の
解
釋
を
示
す
最
後
に
「
此
言
莊
姜
容
貌

之
美
、
皆
用
嫡
夫
人
之
正
禮
、
君
何
爲
不
答
之
乎
」
と
言
う
。
な
お
、
こ
の
下
で
「
鄭
以
爲
…
…
」
と
し
て
傳
箋
異
說
の
箇
所
に
つ
い
て

說
明
す
る
が
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
部
分
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、「
餘
同
」
と
言
っ
て
い
る
。

（
（（
（
な
お
、
朱
熹
の
解
釋
に
つ
い
て
、『
呂
記
』
に
興
味
深
い
資
料
が
存
在
す
る
こ
と
を
附
言
し
た
い
。
本
詩
本
章
の
『
呂
記
』
に
は
「
朱
氏

曰
」
と
言
っ
て
、
朱
熹
の
解
釋
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
基
本
的
に
は
『
集
傳
』
と
同
じ
内
容
で
あ
る
が
、
た
だ
引
用
は
「
不
得
與

夫
人
相
親
也
」
で
終
わ
っ
て
い
て
、「
歎
今
之
不
然
也
」
と
い
う
句
は
見
ら
れ
な
い
。
周
知
の
と
お
り
、『
呂
記
』
所
引
の
朱
熹
の
詩
說
は

彼
の
早
年
の
解
釋
で
あ
る
。
と
言
う
こ
と
は
『
呂
記
』
の
引
用
は
、
朱
熹
が
時
閒
性
に
對
す
る
問
題
意
識
を
取
り
入
れ
て
本
詩
を
解
釋
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
後
年
に
な
っ
て
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
呂
祖
謙
が
自
分
の
意
に
從
っ
て
本
來

の
朱
熹
の
詩
說
を
省
略
し
て
引
用
し
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
朱
熹
の
詩
經
解
釋
の
變
遷
を
考
え
る
た
め
の
資
料
と
し
て
指
摘
し
て
お
き
た

い
。

（
（（
（「
陳
古
刺
今
」「
思
古
傷
今
」
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
以
前
詳
し
く
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
。
前
揭
拙
著
二
〇
一
七
、
第
十
四
章
「
詩
を

道
德
の
鑑
と
す
る
者

―
陳
古
刺
今
說
と
淫
詩
說
か
ら
見
た
詩
經
學
の
認
識
の
變
化
と
發
展

―
」
參
照
。

（
（3
（
檀
作
文
『
朱
熹
詩
經
學
研
究
』
第
一
章
第
二
節
（
中
國
詩
歌
研
究
中
心
學
術
叢
刊
、
二
〇
〇
三
、
學
苑
出
版
社
（。

（
（4
（『
春
秋
左
傳
正
義
』（
十
三
經
注
疏
整
理
本
第
十
六
册
、
北
京
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
、
九
〇
頁
（。

（
（5
（
前
揭
拙
著
二
〇
一
七
、
第
十
一
章
「
そ
れ
は
本
當
に
あ
っ
た
こ
と
か
？

―
詩
經
解
釋
學
史
に
お
け
る
歷
史
主
義
的
解
釋
の
諸
相

―
」
參
照
。

（
（6
（「
詩
序
辨
說
」
を
見
る
と
、「
綠
衣
」
に
「
此
詩
下
至
終
風
四
篇
、
序
皆
以
爲
莊
姜
之
詩
、
今
姑
從
之
、
然
唯
燕
燕
一
篇
詩
文
略
可
據
耳
」
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と
言
い
、「
日
月
」
に
「
此
詩
序
以
爲
莊
姜
之
作
、
今
未
有
以
見
其
不
然
」
と
言
い
、「
終
風
」
に
「
詳
味
此
詩
、
有
夫
婦
之
情
…
…
若
果

莊
姜
之
詩
、
則
亦
當
在
莊
公
之
世
」
と
言
い
、
細
部
で
は
異
論
を
立
て
る
も
の
の
、
小
序
に
從
い
莊
姜
の
自
作
詩
と
し
て
い
る
。

（
（7
（
こ
の
こ
と
を
閒
接
的
に
示
す
資
料
と
し
て
、
淸
原
宣
賢
の
『
毛
詩
抄
』
が
あ
る
。
同
書
卷
三
の
本
詩
第
三
章
の
前
五
句
ま
で
に
對
す
る

講
述
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

か
う
云
心
は
、
嫡
夫
人
の
禮
を
ち
と
も
違
へ
い
で
、
衞
へ
わ
せ
た
を
、
莊
公
の
用
ら
れ
ぬ
は
あ
つ
た
ら
し
い
事
哉
。
是
程
禮
義
の

正
い
を
曲
も
な
い
と
か
う
云
心
ぞ
。

　
　
　

宣
賢
は
、『
正
義
』
の
解
釋
に
從
い
、
鄭
箋
の
「
今
而
不
答
」
を
解
釋
に
反
映
さ
せ
て
お
ら
ず
、
莊
姜
が
衞
に
嫁
い
で
や
っ
て
來
た
當

初
か
ら
、
莊
公
は
彼
女
を
正
當
に
も
て
な
さ
な
か
っ
た
と
解
釋
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
鄭
箋
と
『
正
義
』
と
の
異
說
竝
列
の
中
か
ら
、

『
正
義
』
の
說
を
選
擇
的
に
取
り
上
げ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
か
ら
も
鄭
箋
の
「
今
而
不
答
」
が
一
般
的
に
取
り
入
れ
ら

れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

（
（8
（
陳
奐
は
、
一
般
に
莊
姜
の
輿
入
れ
の
樣
子
を
詠
っ
た
と
解
釋
さ
れ
る
「
四
牡
有
驕
、
朱
幩
鑣
鑣
」
を
、
莊
姜
を
迎
え
に
來
た
莊
公
の
こ

と
を
詠
っ
た
も
の
と
す
る
。

　

案
ず
る
に
、
上
の
「
碩
人
敖
敖
、
說
于
農
郊
」、
下
の
「
翟
茀
以
朝
、
大
夫
夙
退
、
無
使
君
勞
」
は
い
ず
れ
も
夫
人
に
つ
い
て
言

っ
た
も
の
で
、
こ
の
二
句
は
莊
公
に
つ
い
て
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
故
に
毛
傳
は
「
朱
幩
」
を
「
人
君
の
馬
飾
」
と
し
て
い
る
。
こ

れ
は
莊
公
が
自
ら
夫
人
を
迎
え
た
こ
と
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
案
、
上
下
文
皆
就
夫
人
說
、
此
二
句
就
公
說
、
故
傳
以

朱
幩
爲
人
君
之
馬
飾
。
此
就
公
親
迎
夫
人
而
言
之
也
（

　
　
　

さ
ら
に
陳
奐
は
、
鄭
箋
に
は
莊
姜
が
輿
入
れ
の
時
に
乘
っ
た
馬
車
の
豪
華
さ
を
詠
っ
た
と
さ
れ
る
「
翟
茀
以
朝
」
の
句
を
、
結
婚
後
の

莊
姜
が
日
頃
キ
ジ
の
羽
根
で
飾
っ
た
馬
車
に
乘
っ
て
朝
廷
に
向
か
う
樣
子
を
言
う
と
す
る
。

　
　
　

陳
奐
の
解
釋
で
は
、
本
章
の
敍
述
を
莊
姜
の
輿
入
れ
と
結
婚
後
の
日
常
と
い
う
二
つ
の
場
面
を
前
後
に
配
し
、
彼
女
を
迎
え
る
莊
公
と

臣
下
に
よ
っ
て
丁
重
に
も
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
言
及
さ
れ
る
と
い
う
整
然
と
し
た
構
成
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
新
婚

の
こ
ろ
の
莊
姜
が
衞
君
に
も
衞
の
國
人
に
も
歡
迎
さ
れ
幸
福
で
あ
っ
た
こ
と
が
印
象
づ
け
ら
れ
、
そ
の
分
、
夫
の
愛
を
失
っ
た
現
狀
の
不

遇
が
言
外
の
意
と
し
て
强
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
鄭
箋
が
前
五
句
ま
で
に
「
今
に
し
て
答
へ
ら
れ
ず
」
と
注
し
た
こ
と
に
よ
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り
「
大
夫
夙
退
、
無
使
君
勞
」
の
位
置
づ
け
が
曖
昧
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
難
點
を
解
消
し
得
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
（9
（『
列
女
傳
』
を
撰
し
た
劉
向
の
祖
先
の
楚
元
王
は
魯
詩
を
講
じ
た
魯
人
申
公
か
ら
詩
經
を
學
び
、
そ
の
子
孫
も
魯
詩
を
奉
じ
た
。『
漢
書
』

卷
三
六
「
楚
元
王
傳
」
に
詳
し
い
。

（
（0
（『
後
漢
書
』
卷
三
五
「
鄭
玄
傳
」
に
「
時
任
城
何
休
好
公
羊
學
、
遂
著
公
羊
墨
守
、
左
氏
膏
肓
、
穀
梁
癈
疾
。
玄
乃
發
墨
守
、
鍼
膏
肓
、

起
癈
疾
。
休
見
而
歎
曰
、
康
成
入
吾
室
、
操
吾
矛
、
以
伐
吾
乎
」（
中
華
書
局
排
印
本
、
第
五
册
一
二
〇
七
頁
（
と
言
う
。

（
（（
（
趙
玉
强
『「
慈
湖
詩
傳
」

―
心
學
闡
釋
的
「
詩
經
」
學
』（
中
國
社
會
科
學
出
版
社
、
二
〇
一
五
（。

（
（（
（「
楊
簡
認
爲
『
道
』
即
在
日
用
常
行
之
中
、
就
在
淺
近
的
人
心
之
中
、『
叔
于
田
』
的
主
旨
就
是
反
映
人
們
對
公
叔
段
的
贊
美
與
敬
愛
之
心
、

亦
即
反
映
道
心
」（
同
右
、
五
二
頁
（。

（
（3
（
以
下
、
本
節
と
次
節
に
お
け
る
嚴
粲
の
言
外
の
意
觀
、
ま
た
戴
震
の
解
釋
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
前
揭
拙
著
二
〇
一
七
、
第
十
六
章

「
作
者
の
意
圖
か
ら
國
史
と
孔
子
の
解
說
へ

―
嚴
粲
詩
經
解
釋
に
お
け
る
小
序
尊
重
の
意
義

―
」、
前
揭
拙
稿
二
〇
一
七
年
五
月
、
拙

稿
「
よ
り
深
く
潛
水
し
よ
り
自
由
に
游
泳
す
る
た
め
に

―
嚴
粲
詩
經
學
に
お
け
る
小
序
尊
重
の
意
義　

そ
の
二

―
」（
慶
應
義
塾
大

學
日
吉
紀
要
『
中
國
硏
究
』、
第
十
一
號
、
二
〇
一
八
年
三
月
（、
前
揭
拙
稿
二
〇
一
七
年
五
月
を
參
照
の
こ
と
。
本
稿
で
は
彼
ら
の
言
外

の
意
觀
が
詩
經
解
釋
學
史
に
お
い
て
、
前
代
の
何
を
繼
承
し
て
成
り
立
ち
、
後
世
の
詩
經
學
に
ど
の
よ
う
な
經
路
を
も
っ
て
影
響
を
與
え

た
か
を
考
え
る
こ
と
を
主
眼
に
し
て
い
る
。
論
述
に
は
前
稿
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
本
稿
の
課
題
を
考
え
る
た
め
に
必
要
と
考
え

て
あ
え
て
重
複
を
避
け
ず
論
じ
た
。

（
（4
（
本
詩
首
章
は
以
下
の
通
り
。

　
　
　

碩
人
其
頎　
　

碩
人　

其
れ
頎き

た
り

　
　
　

衣
錦
褧
衣　
　

錦
を
衣き　

褧け
い

衣い

せ
り

　
　
　

齊
侯
之
子　
　

齊
侯
の
子

　
　
　

衞
侯
之
妻　
　

衞
侯
の
妻

　
　
　

東
宮
之
妹　
　

東
宮
の
妹

　
　
　

邢
侯
之
姨　
　

邢
侯
の
姨
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譚
公
維
私　
　

譚
公
維
れ
私む

こ

な
り

（
（5
（
嚴
粲
は
、
小
序
第
一
句
は
國
史
と
孔
子
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
從
う
べ
き
で
あ
り
、
第
二
句
以
下
は
後
世
の
學
者
が
敷
衍
し
た
も

の
で
ま
ま
誤
り
を
含
む
と
考
え
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
揭
黃
忠
愼
二
〇
〇
八
、
お
よ
び
前
揭
拙
著
二
〇
一
七
、
第
十
六
章
參
照
。

（
（6
（『
孟
子
』「
萬
章
下
」
に
、「
頌
其
詩
、
讀
其
書
、
不
知
其
人
可
乎
。
是
以
論
其
世
也
。
是
尚
友
也
」
と
言
う
。

（
（7
（『
論
語
』「
爲
政
」、「
詩
三
百
、
一
言
以
蔽
之
、
曰
思
無
邪
」。

（
（8
（『
戴
震
文
集
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
（
一
四
七
頁
。

（
（9
（
拙
論
「
戴
震
の
詩
經
學

―
『
杲
溪
詩
經
補
注
』
の
立
場
と
方
法

―
」（『
日
本
中
國
學
會
報
』
第
四
四
號
、
一
九
九
二
年
十
月
（
參
照
。

（
30
（
こ
の
兩
者
の
關
係
に
つ
い
て
は
改
め
て
考
察
し
て
み
た
い
。

（
3（
（
前
揭
拙
著
二
〇
一
七
、
第
十
六
章
參
照
。

（
3（
（
邶
風
「
凱
風
」
第
三
章
『
詩
緝
』
に
、「
有
子
七
人
、
反
不
能
養
一
母
、
使
母
勞
苦
而
求
嫁
、
是
寒
泉
之
不
若
。
負
罪
引
慝
也
」
と
言
う
。

ま
た
『
詩
緝
』
は
「
朱
子
曰
」
と
、「
母
欲
嫁
者
本
爲
淫
風
流
行
、
而
七
子
乃
以
勞
苦
爲
說
。
可
謂
幾
諫
矣
」
と
い
う
朱
熹
の
說
を
引
用

し
て
い
る
。
こ
の
詩
に
つ
い
て
の
嚴
粲
の
說
と
朱
熹
の
說
と
の
親
近
性
、
繼
承
關
係
が
窺
え
る
。
な
お
こ
の
部
分
の
『
集
傳
』
は
、
嚴
粲

の
引
用
し
た
も
の
と
は
同
趣
旨
な
が
ら
文
章
が
若
干
異
な
り
、「
而
有
子
七
人
、
反
不
能
事
母
、
而
使
母
至
於
勞
苦
乎
。
於
是
乃
若
微
指

其
事
、
而
痛
自
刻
責
以
感
動
其
母
心
也
。
母
以
淫
風
流
行
、
不
能
自
守
、
而
諸
子
自
責
、
但
以
不
能
事
母
、
使
母
勞
苦
爲
詞
、
婉
詞
幾
諫
、

不
顯
其
親
之
惡
、
可
謂
孝
矣
」
と
あ
る
。
嚴
粲
の
引
用
が
『
集
傳
』
以
前
の
朱
熹
の
說
に
據
る
可
能
性
も
あ
る
（
拙
稿
「
嚴
粲
詩
緝
所
引

朱
熹
詩
說
考
」、
慶
應
義
塾
大
學
日
吉
紀
要
『
中
國
硏
究
』、
第
七
號
、
二
〇
一
四
年
三
月
も
參
照
さ
れ
た
い
（。

（
33
（
國
風
の
詩
篇
は
眞
意
を
露
わ
に
表
現
し
な
い
傾
向
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
秘
め
ら
れ
た
眞
意
を
明
ら
か
に
す
る
鍵
が
潛
ん
で
い
る
場
合

が
多
い
、
と
い
う
の
は
嚴
粲
の
解
釋
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
考
え
方
で
あ
る
。
前
揭
拙
稿
二
〇
一
七
年
五
月
參
照
。

（
34
（
前
揭
拙
著
二
〇
一
七
、
第
十
四
章
參
照
。

（
35
（「
凱
風
」
第
三
章
『
正
義
』
に
、「
母
親
が
よ
そ
の
男
に
嫁
ご
う
と
し
た
の
は
、
本
來
は
淫
亂
な
風
氣
が
流
行
し
て
い
る
の
に
感
染
し
た

た
め
で
あ
る
が
、
七
人
の
子
は
直
接
に
母
親
の
淫
ら
な
振
舞
い
を
言
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
、
故
に
『
母
親
が
苦
勞
ば
か
り
し

て
い
る
の
で
〔
生
活
の
安
定
を
求
め
て
よ
そ
の
男
に
〕
嫁
ご
う
と
し
て
い
る
』
と
言
っ
た
の
で
あ
る
（
母
欲
嫁
者
、
本
爲
淫
風
流
行
、
但



98

七
子
不
可
斥
言
母
淫
、
故
言
母
爲
勞
苦
而
思
嫁
也
（」
と
言
う
。
注
（
3（
（
に
引
い
た
朱
熹
『
集
傳
』
は
『
正
義
』
の
說
を
も
と
に
、
さ

ら
に
そ
こ
に
用
い
ら
れ
た
レ
ト
リ
ッ
ク
を
說
明
し
て
、「
子
供
た
ち
は
自
ら
を
責
め
て
、『
…
…
七
人
も
子
供
が
い
る
と
い
う
の
に
、
か
え

っ
て
母
親
の
お
世
話
を
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
母
に
苦
勞
ば
か
り
か
け
る
に
至
っ
て
し
ま
っ
た
』
と
言
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
そ
の

〔
母
親
が
淫
ら
な
欲
望
に
驅
ら
れ
て
い
る
〕
こ
と
を
微
か
に
指
し
示
し
な
が
ら
、
嚴
し
く
自
分
た
ち
を
責
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
母
親
の
心

を
感
動
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
…
…
婉
曲
な
言
葉
で
そ
れ
と
な
く
諫
め
、
自
分
の
親
の
惡
事
を
顯
わ
に
し
な
い
の
は
孝
と
言
う
べ
き

で
あ
る
」
と
言
う
。
こ
の
朱
熹
の
論
理
は
、
嚴
粲
の
「
碩
人
」
第
三
章
解
釋
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
り
、
兩
者
の
學
的
繼
承
關
係
を
見
出

だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
36
（
元
・
朱
公
遷
『
詩
經
疏
義
』
に
も
、「
此
但
指
其
人
所
易
見
者
、
以
刺
莊
公
之
昏
惑
而
不
知
耳
」
を
、「
朱
子
曰
」
と
し
て
朱
熹
の
說
と

明
示
し
た
上
で
引
用
さ
れ
る
。

（
37
（『
宋
元
學
案
』
卷
六
四
「
潛
庵
學
案
」（『
黃
宗
羲
全
集
』
第
五
册
、
浙
江
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
五
～
一
九
九
四
（
四
六
七
頁
。
田
中
謙

二
「
朱
門
弟
子
師
事
年
攷
」「
二
十　

輔
廣
」（『
田
中
謙
二
著
作
集
』
第
三
卷
、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
一
（
二
七
二
頁
。

（
38
（
胡
一
中
の
序
（
劉
毓
慶
『
歷
代
詩
經
著
述
考
（
先
秦
―
元
代
（』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
二
（
に
據
る
。

（
39
（
た
だ
し
、
徐
光
啓
が
朱
熹
の
陳
古
刺
今
的
解
釋
は
引
用
し
て
い
な
い
の
は
興
味
深
い
事
實
で
あ
る
。
こ
れ
は
沈
守
正
も
同
樣
で
あ
る
。

（
40
（
劉
玉
汝
の
生
平
に
つ
い
て
は
、
元
代
古
籍
集
成
經
部
詩
類
本
、
李
劭
凱
・
李
山
「
整
理
說
明
」
に
據
っ
た
。

（
4（
（
主
君
に
諫
言
す
る
時
、
主
君
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す
い
と
こ
ろ
か
ら
敎
え
諭
し
、
信
賴
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
諫
言
を
安
全
に
受
け
入

れ
さ
せ
る
こ
と
。『
易
』「
坎
卦
、
六
四
」
に
、「
樽
酒
簋
貳
、
用
缶
、
納
約
自
牖
、
終
無
咎
」
と
あ
り
、
北
宋
・
程
頤
『
周
易
程
氏
傳
』

卷
二
「
習
坎
、
六
四
」
に
、「
又
須
納
約
自
牖
。
納
約
謂
進
結
於
君
之
道
。
牖
、
開
通
之
義
。
室
之
暗
也
、
故
設
牖
所
以
通
明
。
自
牖
、

言
自
通
明
之
處
、
以
況
君
心
所
明
處
…
…
人
臣
以
忠
信
之
道
結
於
君
心
、
必
自
其
所
明
處
乃
能
入
也
。
人
心
有
所
蔽
、
有
所
通
。
所
蔽
者

暗
處
也
。
所
通
者
明
處
也
。
當
就
其
明
處
而
告
之
、
求
信
則
易
也
、
故
云
納
約
自
牖
、
能
如
是
、
則
雖
艱
險
之
時
、
終
得
無
咎
也
…
…
必

於
所
不
蔽
之
事
、
推
而
及
之
、
則
能
悟
其
心
矣
。
自
古
能
諫
其
君
者
、
未
有
不
因
其
所
明
者
也
。
故
訐
直
强
勁
者
率
多
取
忤
、
而
溫
厚
明

辯
者
其
說
多
行
」（『
二
程
集
』、
理
學
叢
書
本
、
中
華
書
局
、
一
九
八
一
、
下
册
八
四
七
頁
（
と
言
う
。

（
4（
（
前
揭
拙
稿
二
〇
一
七
年
五
月
、
同
二
〇
一
八
年
三
月
參
照
。
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（
43
（
前
揭
拙
稿
二
〇
一
七
年
五
月
參
照
。

（
44
（「
綠
衣
」
第
三
章
に
、「
我
思
古
人
、
俾
無
訧
兮
」
と
言
い
、『
集
傳
』
に
、「
我
思
古
人
嘗
遭
此
而
善
處
之
者
、
以
自
厲
焉
、
使
不
至
於

有
過
而
已
」
と
言
う
。

（
45
（「
日
月
」
首
章
に
、「
乃
如
之
人
兮
、
逝
不
古
處
」
と
言
い
、『
集
傳
』
に
、「
今
乃
有
如
是
之
人
而
不
以
古
道
相
處
」
と
言
う
。「
如
是
之

人
」
と
は
、
朱
熹
に
據
れ
ば
莊
公
を
指
す
。

（
46
（
こ
の
言
い
方
は
、
邶
風
「
終
風
」
首
章
『
集
傳
』
の
、「
蓋
莊
公
暴
慢
無
常
而
莊
姜
正
靜
自
守
、
所
以
忤
其
意
而
不
見
答
也
」
と
同
趣
旨

で
あ
り
、
こ
の
論
理
を
も
と
に
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
47
（『
論
語
』「
季
氏
」
の
「
嘗
獨
立
、
鯉
趨
而
過
庭
。
曰
、『
學
詩
乎
』。
對
曰
、『
未
也
』。『
不
學
詩
、
無
以
言
』。
鯉
退
而
學
詩
」
に
基
づ
く
。

（
48
（『
集
傳
』
と
『
詩
緝
』
の
解
釋
の
折
衷
は
、
元
・
劉
瑾
『
詩
傳
通
釋
』
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
書
は
書
名
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、『
集

傳
』
に
基
づ
き
そ
れ
を
敷
衍
す
る
の
を
主
旨
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
詩
第
三
章
に
お
い
て
、『
集
傳
』
の
「
歎
今
之
不
然
也
」
の

下
に
、『
詩
緝
』
を
引
用
し
「
嚴
氏
曰
、
君
之
不
答
莊
姜
、
惑
于
嬖
妾
之
故
也
。
而
此
詩
以
爲
無
使
君
勞
…
…
風
人
之
詞
婉
矣
」
と
言
う
。

本
文
で
見
た
よ
う
に
、『
集
傳
』
と
『
詩
緝
』
は
本
來
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
解
釋
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
無
造
作
に
結
合
し
て
い
る
。

　
　
　

ま
た
、
宋
末
元
初
・
李
公
凱
『
直
音
傍
訓
毛
詩
句
解
』
に
は
『
正
義
』
と
『
集
傳
』
を
折
衷
し
た
例
も
見
ら
れ
る
。
本
書
は
、『
千
頃

堂
書
目
』
に
、「
其
書
專
取
呂
氏
讀
詩
記
而
櫽
括
之
」
と
言
う
の
に
據
れ
ば
（『
歷
代
詩
經
著
述
考
（
先
秦
―
元
代
（』、
三
三
二
頁
、
元
代

古
籍
集
成
經
部
詩
類
排
印
本
、
李
劭
凱
・
李
山
撰
「
整
理
說
明
」
を
參
考
に
し
た
（、『
呂
記
』
の
解
釋
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
本

詩
第
三
章
に
次
の
よ
う
に
注
し
て
い
る
。

　

莊
姜
が
…
…
齊
か
ら
〔
衞
に
〕
嫁
い
で
來
て
…
…
衞
の
國
人
は
莊
公
が
よ
い
連
れ
合
い
を
得
た
こ
と
を
喜
ん
で
、
故
に
衞
君
に
朝

見
す
る
諸
大
夫
は
早
め
に
朝
見
を
終
え
退
出
し
た
方
が
よ
い
…
…
主
君
が
政
事
向
き
の
仕
事
で
疲
れ
て
、
夫
人
と
相
親
し
む
こ
と
が

で
き
な
く
な
ら
な
い
よ
う
に
と
言
っ
た
。
こ
れ
は
莊
公
が
莊
姜
を
相
手
に
し
な
か
っ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
（
姜
氏
…
…
自
齊
來
嫁

…
…
國
人
樂
得
爲
莊
公
之
配
、
故
謂
諸
大
夫
朝
君
、
宜
早
罷
朝
退
歸
…
…
無
使
君
勞
於
政
事
而
不
得
與
夫
人
相
親
、
指
莊
公
之
不
答

也
（

　
　
　

こ
の
う
ち
、「
不
得
與
夫
人
相
親
」
ま
で
は
、
確
か
に
『
呂
記
』
に
同
趣
旨
の
注
文
が
見
え
る
（「
朱
氏
曰
く
」
と
し
て
で
あ
る
が
（。
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一
方
、「
指
莊
公
之
不
答
也
」
は
『
呂
記
』
に
は
見
え
な
い
。
同
箇
所
の
鄭
箋
の
「
今
而
不
答
」
と
も
「
今
而
」
が
な
い
こ
と
か
ら
相
似

ず
、
む
し
ろ
、『
正
義
』
の
「
君
何
爲
不
答
之
乎
」「
君
之
不
答
莊
姜
…
…
」
に
近
い
。

　
　
　

一
方
で
、
卒
章
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

本
章
は
莊
姜
が
嫁
い
で
來
た
時
を
追
想
し
て
詠
っ
て
い
る
（
此
章
追
述
莊
姜
嫁
時
（

　
　
　

呂
記
は
も
と
よ
り
鄭
箋
・
正
義
・
詩
緝
い
ず
れ
も
「
追
述
」
の
指
摘
は
な
い
。『
集
傳
』
も
本
章
注
釋
の
中
に
は
「
追
述
」
の
指
摘
は

な
い
が
、
し
か
し
第
三
章
に
陳
古
刺
今
で
あ
る
こ
と
が
言
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
李
公
凱
の
解
釋
は
、
正
義
・
呂

記
・
嚴
粲
と
朱
熹
の
解
釋
と
の
折
衷
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　

以
上
の
二
例
は
、
注
釋
者
に
よ
る
詳
し
い
說
明
が
な
い
の
で
そ
の
詩
經
學
史
上
の
意
義
を
議
論
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
し
か
し
異
質

の
解
釋
を
共
存
さ
せ
る
姿
勢
が
廣
く
見
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
本
節
の
考
察
の
參
考
と
す
る
に
足
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
49
（
前
揭
拙
著
二
〇
一
七
、
第
十
五
章
第
七
節
で
取
り
上
げ
た
小
雅
「
采
綠
」
の
『
正
義
』
の
解
釋
で
も
同
樣
の
認
識
の
構
造
が
見
ら
れ
る

（
七
〇
二
頁
（。

（
50
（
本
小
節
の
檢
討
に
關
聯
し
て
、「
言
内
の
意
」
も
果
た
し
て
多
重
性
を
持
つ
こ
と
は
な
い
か
と
い
う
問
い
を
立
て
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
と
り
わ
け
、
古
典
中
國
に
お
い
て
、
詩
篇
が
そ
れ
自
體
で
獨
立
し
た
價
値
を
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
儒
教
の
經
典
た
る
詩
經

に
收
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
古
典
と
し
て
價
値
を
認
め
ら
れ
た
こ
と
、
本
節
第
③
小
節
で
論
じ
た
よ
う
に
、
詩
經
と
い
う
經

典
が
成
立
す
る
過
程
で
、
詩
人
の
意
だ
け
で
は
な
く
、
太
師
の
意
、
聖
人
の
意
も
同
樣
に
重
大
な
意
義
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
本
節

第
④
小
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
詩
經
解
釋
學
史
を
通
觀
す
る
と
、
詩
篇
の
内
部
と
外
部
と
の
境
界
は
曖
昧
で
、
ど
こ
に
境
界
を
置
く
か
は
、

あ
た
か
も
移
動
可
能
な
仕
切
り
の
ご
と
く
、
注
釋
者
に
據
っ
て
か
な
り
自
由
に
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
考
え
れ
ば
、「
言
内
の

意
」
の
多
重
性
は
眞
劍
に
檢
證
す
べ
き
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
と
り
あ
え
ず
問
題
提
起
を
し
、
詳
し
い
考
察
は
他
日
を
期
し

た
い
。

（
5（
（
嚴
密
に
は
、
歐
陽
脩
は
「
經
師
の
意
」
に
も
正
し
い
も
の
と
正
し
く
な
い
も
の
と
が
あ
り
、
前
者
を
「
本
義
」、
後
者
を
「
末
義
」
と
區

別
し
た
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
い
う
「
本
義
」
と
し
て
の
經
師
の
意
は
「
詩
人
の
意
」
と
「
聖
人
の
志
」
を
正
し
く
理
解
し
た
と
い
う
意
味

に
お
い
て
言
っ
て
い
る
の
で
こ
の
二
つ
に
從
屬
し
、
そ
の
他
に
新
た
な
要
素
は
加
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
い
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こ
と
と
す
る
。

（
5（
（
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
著
二
〇
一
七
、
第
十
四
章
第
５
節
で
も
、
別
の
角
度
か
ら
論
じ
た
の
を
參
照
の
こ
と
。

（
53
（
前
揭
拙
著
二
〇
一
七
、
第
三
章
、
一
三
八
頁
。

（
54
（
拙
著
第
十
四
章
第
５
節
で
、
歐
陽
脩
が
「
賓
之
初
筵
」
論
の
中
で
、
鄭
玄
が
詩
の
意
味
を
禮
制
に
引
き
つ
け
て
解
釋
し
た
の
は
牽
强
附

會
で
詩
の
本
義
か
ら
外
れ
た
も
の
だ
と
批
判
し
つ
つ
も
、
道
德
的
な
役
割
と
い
う
意
味
で
は
一
定
の
意
義
が
あ
る
の
で
、
讀
者
は
そ
れ
ぞ

れ
の
判
斷
で
そ
れ
を
採
用
す
る
か
否
か
決
定
す
る
の
が
よ
い
と
述
べ
て
い
る
例
を
紹
介
し
た
（
同
書
六
四
二
頁
（。
こ
れ
も
本
稿
の
議
論

と
關
聯
さ
せ
れ
ば
、
孫
鑛
の
說
の
先
蹤
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
55
（
前
揭
拙
稿
二
〇
二
〇
年
六
月
、
第
６
節
參
照
。

（
56
（
前
揭
拙
著
二
〇
一
七
、
第
十
四
章
參
照
。

（
57
（
劉
毓
慶
『
從
經
學
到
文
學

―
明
代
「
詩
經
」
學
史
論
』（
商
務
印
書
館
、
二
〇
〇
一
（。

（
58
（
劉
毓
慶
氏
は
、
元
代
の
詩
經
學
を
義
理
の
學
の
支
配
下
に
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
氏
の
研
究
は
詩
經
解
釋
が
儒
敎
的
な
要

請
と
思
考
の
も
と
に
な
さ
れ
る
も
の
か
ら
、
儒
敎
の
羈
絆
を
脱
し
て
、
藝
術
性
を
重
ん
じ
る
觀
點
か
ら
な
さ
れ
る
も
の
へ
と
變
化
し
て
い

っ
た
と
い
う
歷
史
的
流
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
變
換
を
捉
え
て
「
經
學
か
ら
文
學
へ
」
を
タ
イ
ト
ル
と
し

て
い
る
。
元
代
か
ら
明
代
中
期
ま
で
の
詩
經
學
も
漢
唐
か
ら
宋
代
ま
で
の
詩
經
學
と
同
じ
く
儒
敎
的
羈
絆
に
繫
が
れ
た
學
問
と
い
う
範
疇

に
屬
す
る
と
い
う
氏
の
主
張
に
鑑
み
て
、
こ
こ
で
は
論
述
を
簡
明
に
示
す
た
め
、
あ
え
て
「
經
學
」
の
名
の
下
に
呼
ぶ
こ
と
と
し
た
。

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
。
漢
唐
詩
經
學
の
解
釋
に
基
づ
く
詩
の
訓
讀
は
、
主
に
『
毛
詩
鄭
箋
』

（
一
（（
古
典
硏
究
會
叢
書　

漢
籍
之
部
、
汲
古
書
院
、
一
九
九
二
（
お
よ
び
淸
原
宣
賢
講
述
・
倉
石
武
四
郎
・
小
川
環
樹
・
木
田
章
義
校

訂
『
毛
詩
抄　

詩
經
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
（
を
參
考
に
し
つ
つ
當
該
解
釋
を
反
映
す
る
よ
う
に
行
っ
た
。
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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
・
歐
陽
脩
撰
『
詩
本
義
』

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

●
北
宋
・
蘇
轍
『
詩
集
傳
』（
略
稱
『
蘇
傳
』（

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

●
南
宋
・
呂
祖
謙
『
呂
氏
家
塾
讀
詩
記
』（
略
稱
『
呂
記
』（

四
部
叢
刊
廣
編
04
、
據
常
熟
瞿
氏
鐵
琴
銅
劍
樓
藏
宋
刊
本
影
印
本

●
南
宋
・
朱
熹
『
詩
集
傳
』（
略
稱
『
集
傳
』（

四
部
叢
刊
廣
編
04
、
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
（

●
南
宋
・
輔
廣
『
詩
童
子
問
』

詩
經
要
籍
集
成
（
學
苑
出
版
社
、
二
〇
〇
二
（

●
南
宋
・
楊
簡
『
慈
湖
詩
傳
』

『
楊
簡
全
集
』
第
二
・
三
册
（
浙
江
大
學
出
版
社
、
二
〇
一
六

●
南
宋
・
嚴
粲
『
詩
緝
』

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

●
元
・
朱
公
遷
『
詩
經
疏
義
』

元
代
古
籍
集
成
經
部
詩
類
（
馬
天
祥
・
徐
逸
超
・
邢
毓
南
點
校
、
北
京
師
範
大
學
出
版
社
、
二
〇
一
三
（

●
元
・
劉
瑾
『
詩
傳
通
釋
』

元
代
古
籍
集
成
經
部
詩
類
（
劉
鎂
硒
・
李
曌
宇
・
馬
千
惠
點
校
、
北
京
師
範
大
學
出
版
社
、
二
〇
一
三
（
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●
元
・
劉
玉
汝
『
詩
纘
緖
』

元
代
古
籍
集
成
經
部
詩
類
（
李
劭
凱
・
孫
慧
琦
點
校
、
北
京
師
範
大
學
出
版
社
、
二
〇
一
二
（

●
明
・
徐
光
啓
『
毛
詩
六
帖
講
意
』

鄧
志
峰
點
校
本
（
徐
光
啓
全
集
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
一
（

●
明
・
沈
守
正
『
詩
經
說
通
』

據
明
萬
曆
四
三
年
刻
本
影
印
（
詩
經
要
籍
集
成
二
編
第
十
七
册
、
學
苑
出
版
社
、
二
〇
一
五
（

●
明
・
孫
鑛
『
批
評
詩
經
』

據
明
末
天
益
山
刻
本
影
印
（
詩
經
要
籍
集
成
二
編
第
十
三
册
、
學
苑
出
版
社
、
二
〇
一
五
（

●
明
・
鍾
惺
『
詩
經
鍾
評
』

國
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
藏
本
影
印
、
2
3
7
‒
2
0
0

●
淸
・
賀
貽
孫
『
詩
觸
』

詩
經
要
籍
集
成
二
編
據
淸
刻
本
影
印
（
學
苑
出
版
社
、
二
〇
一
五
（

●
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
・
陳
奐
『
詩
毛
氏
傳
疏
』

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

●
『
文
淵
閣
四
庫
全
書
電
子
版

―
原
文
及
全
文
檢
索
版
』

上
海
人
民
出
版
社
・
迪
志
文
化
出
版
有
限
公
司

＊	

本
稿
は
、
蔣
經
國
國
際
学
術
交
流
基
金
會
補
助
（
一
百
零
八
年
度
第
二
期
（
に
よ
る
共
同
研
究
「
作
爲
方
法
的
『
言
外
之
意
』

―
結
合

《
詩
經
》
尊
〈
序
〉
與
廢
〈
序
〉
的
態
度
比
較
」
の
成
果
で
あ
る
。


