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嚴
粲
詩
經
學
の
二
つ
の
回
路

―
詩
篇
の
意
味
の
多
層
性
に
つ
い
て
の
諸
認
識
を
通
じ
て

―

種
村
和
史

1　

は
じ
め
に

筆
者
は
前
著（

1
（

に
お
い
て
、
北
宋
の
學
者
が
ど
の
よ
う
な
學
的
理
念
と
方
法
論
に
よ
っ
て
詩
經
の
詩
篇
を
解
釋
し
た
か
を
考
察
し
た
。

そ
の
結
果
、
彼
ら
は
漢
唐
詩
經
學
に
對
す
る
批
判
を
原
動
力
に
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
か
ら
大
き
な
學
術
的
影
響
を
受
け
て
そ
の
解
釋
學

を
構
築
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
し
て
構
築
さ
れ
た
北
宋
の
詩
經
學
は
、
一
般
に
そ
れ
と
は
對
立
的

な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
淸
朝
考
證
學
の
詩
經
學
に
對
し
て
本
質
的
な
影
響
を
與
え
て
い
る
こ
と
を
、
北
宋
・
歐
陽
脩

と
淸
・
陳
奐
と
の
比
較
か
ら
考
察
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
歐
陽
脩
の
生
き
た
北
宋
と
陳
奐
の
生
き
た
淸
朝
後
期
と
の
閒
に
は
七
五
〇
年
以
上
に
及
ぶ
時
間
の
隔
た
り
が
存
在

す
る
。
そ
の
た
め
、
前
著
で
得
た
結
論
は
槪
念
的
な
も
の
に
止
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
妥
當
性
を
檢
證
す
る
た
め
に
は
、
北
宋
と
淸
朝
後
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期
と
を
繫
ぐ
詩
經
學
の
流
れ
の
内
實
を
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
。
實
證
的
な
考
察
を
通
じ
て
こ
の
巨
大
な
空
隙
を
徐
々
に
狹
め
て
い
く

こ
と
を
目
指
す
に
當
た
っ
て
、
筆
者
は
ち
ょ
う
ど
嚴
寒
の
河
川
や
湖
沼
に
お
い
て
ま
ず
そ
の
岸
邊
の
水
か
ら
結
氷
し
始
め
徐
々
に
中
心

部
へ
と
凍
り
付
い
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
で
、
ま
ず
手
始
め
に
北
宋
に
續
く
南
宋
期
の
詩
經
學
と
、
陳
奐
の
師
承
の
源
泉
た
る
學
者
の
詩
經

學
と
い
う
兩
面
か
ら
の
考
察
を
行
う
方
針
を
と
る
こ
と
に
し
た
。
南
宋
期
の
詩
經
注
釋
書
に
表
れ
た
學
的
理
念
と
方
法
と
が
、
そ
れ
ま

で
の
詩
經
學
の
展
開
を
ど
の
よ
う
に
踏
ま
え
て
構
築
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
後
代
に
ど
の
よ
う
な
學
問
的
影
響
を
與
え
た
か
、
そ
し
て

淸
朝
考
證
學
の
詩
經
學
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
受
容
し
、
ま
た
そ
れ
は
彼
ら
の
學
問
を
成
り
立
た
せ
る
上
で
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し

て
い
る
か
を
確
認
す
る
作
業
で
あ
る
。
具
體
的
に
考
察
を
進
め
る
た
め
、
南
宋
期
を
代
表
す
る
注
釋
書
の
一
つ
で
あ
る
『
詩
緝
』
を
著

し
た
嚴
粲
の
詩
經
學
と
、
淸
朝
考
證
學
の
方
法
論
の
確
立
者
で
あ
る
戴
震
の
詩
經
學
の
二
つ
を
重
點
的
對
象
と
し
て
選
擇
し
た
。
二
つ

の
焦
點
に
視
點
を
据
え
な
が
ら
、
そ
れ
ら
と
關
聯
す
る
他
の
學
者
、
他
の
時
代
の
詩
經
硏
究
を
手
繰
り
寄
せ
、
比
較
し
關
係
を
考
え
る

こ
と
で
、
巨
大
な
空
隙
に
網
を
（
目
は
極
め
て
粗
い
な
が
ら
も
（
打
て
な
い
か
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
筆
者
が
こ
こ
數
年
の
硏
究
に
よ
っ
て
得
た
知
見
が
詩
經
解
釋
學
史
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
か
を
、
前
著

の
内
容
と
總
合
し
な
が
ら
確
認
し
た
い
。
總
合
的
な
考
察
の
た
め
の
視
點
と
し
て
、
詩
篇
の
意
味
の
多
層
性
に
つ
い
て
、
歷
代
詩
經
學

者
の
樣
々
な
認
識
が
ど
の
よ
う
な
關
係
を
持
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
を
設
定
す
る
。

古
典
中
國
に
お
い
て
、
孔
子
が
詩
經
を
儒
學
の
經
典
と
し
て
編
纂
し
た
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
に
起
因
し
て
、
詩
篇
は
不
可
避
的
に
意

味
の
多
層
性
を
帶
び
る
こ
と
に
な
っ
た
。
詩
經
を
讀
む
こ
と
は
、
詩
篇
か
ら
道
德
的
敎
訓
を
學
び
取
る
の
を
目
的
と
し
た
行
爲
で
あ
る

と
さ
れ
、
道
德
的
敎
訓
が
詩
篇
に
ど
の
よ
う
な
形
で
存
在
し
て
い
る
か
、
誰
が
道
德
的
敎
訓
を
發
信
し
て
い
る
の
か
、
發
信
さ
れ
た
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
正
し
く
受
け
取
る
た
め
に
は
讀
者
は
ど
う
す
べ
き
か
、
こ
れ
ら
が
重
要
な
問
題
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
詩
篇
は
た
だ
一

種
類
の
意
味
の
み
を
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
複
數
か
つ
多
樣
な
性
格
を
持
つ
意
味
が
複
合
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
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方
が
優
勢
と
な
り
、
道
德
的
敎
訓
と
し
て
の
意
味
に
正
し
く
辿
り
着
く
た
め
に
は
、
多
層
な
意
味
を
辨
別
す
る
必
要
が
あ
る
と
意
識
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
一
口
に
意
味
の
多
層
性
と
言
っ
て
も
、
歷
代
の
注
釋
に
表
れ
た
認
識
は
多
種
多
樣
で
あ
る
。
互
い
に
關
連
を
持
ち
な
が
ら
も

微
妙
に
視
點
を
異
に
す
る
諸
認
識
が
混
沌
と
雜
糅
し
て
い
る
狀
態
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
複
雜
に
入
り
組
ん
だ
諸
認
識
を
整
理
し
、
全
體

的
視
野
で
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
嚴
粲
の
詩
經
學
を
中
心
に
据
え
る
こ
と
が
有
效
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
彼
の

詩
篇
解
釋
に
は
、
詩
篇
の
意
味
の
多
層
性
に
つ
い
て
の
先
人
の
學
說
を
總
合
的
に
取
り
入
れ
つ
つ
、
彼
自
身
の
創
見
に
よ
っ
て
加
工
し

組
み
直
し
て
い
る
例
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
ま
た
そ
の
成
果
は
彼
以
後
の
學
者
の
詩
經
注
釋
の
中
で
も
重
要
な
役
割
を
付
與
さ
れ
て
引

用
さ
れ
應
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
黃
忠
愼
氏
に
よ
る
指
摘
以
來（

（
（

、
嚴
粲
が
詩
篇
の
「
言
外
の
意
」
を
重
視

し
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
詩
篇
の
意
味
の
多
層
性
に
關
わ
る
さ
ら
な
る
一
つ
の
認
識
の
形
で
あ
り
、

こ
の
認
識
を
活
用
し
た
こ
と
に
よ
り
、
彼
の
詩
經
解
釋
學
が
ど
の
よ
う
な
地
平
に
達
し
た
の
か
は
、
興
味
深
い
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
考
察
を
通
じ
て
、
古
典
中
國
に
お
け
る
詩
經
學
者
た
ち
に
と
っ
て
詩
篇
と
は
ど
の
よ
う
な
世
界
が
ど
の
よ
う
な
姿
で
存

在
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
、
彼
ら
は
ど
の
よ
う
な
問
題
に
直
面
し
、
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
思
惟
を
繰
り

廣
げ
た
の
か
、
そ
の
よ
う
に
し
て
繰
り
廣
げ
ら
れ
た
個
々
の
學
者
の
思
惟
が
繋
が
り
融
け
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
詩
經
學
が
全
體
と
し

て
ど
の
よ
う
な
う
ね
り
を
持
っ
た
有
機
的
結
合
體
と
し
て
形
成
さ
れ
た
か
を
見
通
す
視
點
を
得
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
見
通
し
に
立
っ
て
、
本
稿
で
は
筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
論
著
に
お
け
る
詩
篇
の
意
味
の
多
層
性
に
つ
い
て
の
論
述
を
抽
出

し
、
そ
れ
ら
を
包
括
的
に
ま
と
め
直
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
嚴
粲
詩
經
學
に
お
け
る
詩
篇
の
意
味
の
多
層
性
の
構
造
と
そ
の
意
義
と
を

考
察
す
る
。
ま
ず
、『
正
義
』、
歐
陽
脩
、
朱
熹
な
ど
の
詩
篇
の
意
味
の
多
層
性
に
關
す
る
學
說
を
整
理
し
、
そ
れ
ら
の
特
徴
お
よ
び
そ

れ
ら
が
孕
む
問
題
を
槪
觀
し
た
上
で
、
嚴
粲
が
い
か
に
し
て
そ
れ
ら
を
取
り
入
れ
、
ま
た
殘
さ
れ
た
問
題
に
い
か
に
取
り
組
ん
だ
か
を
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考
え
て
い
き
た
い
。
本
考
察
は
、
こ
の
よ
う
な
目
的
意
識
と
方
法
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
筆
者
が
發
表
し
て
き
た
論
考
を
引
用
要
約
し
つ

つ
行
う
。

（　

歐
陽
脩
「
本
末
論
」
の
殘
し
た
課
題

宋
代
詩
經
學
の
幕
を
開
け
た
歐
陽
脩
が
著
し
た
『
詩
本
義
』
卷
十
四
「
本
末
論
」
は
、
以
後
の
詩
經
學
の
展
開
に
と
っ
て
起
爆
剤
的

役
割
を
果
た
し
た
重
要
な
論
文
で
あ
る（

（
（

。
と
同
時
に
、
重
大
な
問
題
を
未
解
決
の
ま
ま
後
世
に
殘
し
て
も
い
る
。
以
下
に
、「
本
末

論
」
の
肝
要
部
分
を
紹
介
す
る
。

私
に
と
っ
て
詩
經
に
は
幸
い
な
こ
と
が
あ
り
不
幸
な
こ
と
が
あ
る
。
不
幸
な
こ
と
と
は
、
聖
人
の
お
わ
し
ま
し
た
時
代
か
ら
遙

か
時
を
經
て
こ
の
世
に
生
を
授
か
っ
た
た
め
、
私
の
疑
問
を
ぶ
つ
け
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
が
叶
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
幸
い
な
こ

と
と
は
、
詩
の
本
義
は
た
し
か
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
詩
が
作
ら
れ
た
の
は
事
に
觸
れ
物
に
感
じ
て
、
そ
れ
を

言
語
に
よ
っ
て
裝
飾
し
、
善
な
る
も
の
に
對
し
て
は
こ
れ
を
美
め
、
惡
な
る
も
の
に
對
し
て
は
こ
れ
を
刺
り
、
そ
の
高
ら
か
な
讃

歎
の
念
や
、
怨
み
憤
り
の
思
い
を
口
よ
り
發
し
、
そ
の
喜
怒
哀
樂
を
心
か
ら
表
現
す
る
、
こ
れ
が
「
詩
人
の
意
」
で
あ
る
。
古
に

は
國
ご
と
に
采
詩
の
官
が
あ
り
、
詩
を
採
集
し
て
は
こ
れ
を
記
錄
し
、
太
師
に
依
嘱
し
音
樂
に
乘
せ
て
こ
れ
を
廣
め
た
。
そ
の
後
、

そ
の
趣
旨
と
種
類
を
考
察
し
こ
れ
を
分
類
し
、
風
雅
頌
と
し
て
こ
れ
を
配
列
し
、
官
吏
の
も
と
に
保
管
し
宗
廟
朝
廷
に
お
い
て
こ

れ
を
用
い
、
下
に
は
鄕
人
の
集
ま
り
に
も
用
い
さ
せ
た
、
こ
れ
が
「
太
師
の
職
」
で
あ
る
。
世
を
久
し
く
經
て
そ
の
傳
承
を
失
い
、

雅
頌
も
混
亂
し
、
そ
の
配
列
も
失
わ
れ
、
ま
た
採
集
し
た
詩
が
選
擇
の
基
準
も
な
い
ま
ま
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
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た
。
孔
子
は
周
末
、
ま
さ
に
破
壞
さ
れ
た
禮
樂
を
整
え
よ
う
と
な
さ
れ
た
。
そ
こ
で
そ
の
雅
頌
を
正
し
、
重
複
し
た
も
の
を
削
り
、

六
經
に
列
ね
、
そ
の
善
惡
を
書
き
表
わ
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
勸
戒
の
具
と
し
た
。
こ
れ
が
「
聖
人
の
志
」
で
あ
る
。
周
道
が
す
で

に
衰
微
し
、
學
校
が
廢
れ
異
端
が
興
り
、
漢
が
秦
の
焚
書
の
後
を
承
け
、
も
ろ
も
ろ
の
講
釋
を
す
る
學
者
が
殘
缺
し
た
詩
篇
を
整

理
し
、
そ
れ
に
義
訓
を
付
け
た
が
、
自
分
に
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
の
を
恥
じ
、
人
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
說
を
立
て
、
あ
る
い
は

な
ん
と
か
解
釋
の
形
を
付
け
そ
の
自
分
の
學
問
を
曲
が
り
な
り
に
仕
立
て
上
げ
た
。
聖
人
の
御
心
か
ら
見
れ
ば
得
も
あ
り
失
も
あ

る
、
こ
れ
が
「
經
師
の
業
」
で
あ
る
。
か
く
し
て
で
き
た
の
が
「
詩
人
の
意
」
で
あ
り
、「
太
師
の
職
」
で
あ
り
、「
聖
人
の
志
」

で
あ
り
、「
經
師
の
業
」
で
あ
る
。
今
の
世
で
詩
經
を
學
ぶ
者
は
こ
の
四
種
類
の
學
說
の
枠
内
か
ら
出
る
こ
と
は
な
い
が
、
そ
の

中
で
納
得
の
い
く
解
釋
が
め
っ
た
に
な
い
の
は
い
っ
た
い
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
心
を
い
た
ず
ら
に
費
や
し
そ
の
要
點

を
理
解
せ
ず
、
そ
の
「
末
」
を
追
い
求
め
そ
の
「
本
」
を
忘
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
何
を
「
本
」
と
言
い
「
末
」
と
言
う
の
か
。

あ
る
詩
を
作
り
あ
る
事
柄
を
述
べ
、
善
な
ら
ば
美
め
、
惡
な
ら
ば
刺
る
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
詩
人
の
意
」
な
る
も
の
で
「
本
」

で
あ
る
。
そ
の
名
を
正
し
、
そ
の
種
類
を
分
か
ち
、
あ
る
詩
は
あ
ち
ら
に
編
入
さ
せ
た
と
思
え
ば
別
の
詩
は
こ
ち
ら
に
編
入
さ
せ

た
と
い
う
の
が
い
わ
ゆ
る
「
太
師
の
職
」
で
「
末
」
で
あ
る
。
そ
の
美
刺
を
洞
察
し
、
そ
の
善
惡
を
理
解
し
、
勸
戒
の
具
と
し
た

の
は
い
わ
ゆ
る
「
聖
人
の
志
」
で
「
本
」
で
あ
る
。「
詩
人
の
意
」
を
求
め
、「
聖
人
の
志
」
に
達
す
る
の
が
「
經
師
の
本
」
で
あ

る
。「
太
師
の
職
」
を
研
究
し
、
そ
の
傳
承
を
失
っ
た
部
分
に
妄
り
に
自
分
勝
手
な
解
釋
を
付
け
る
の
が
「
經
師
の
末
」
で
あ
る
。

今
學
者
た
る
者
、
そ
の
「
本
」
を
得
て
そ
の
「
末
」
に
通
じ
た
な
ら
ば
、
こ
れ
こ
そ
善
を
盡
く
し
た
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
そ
の
「
本
」
を
得
た
な
ら
ば
そ
の
「
末
」
に
通
ぜ
ず
と
も
、
そ
の
疑
わ
し
き
箇
所
は
不
明
の
ま
ま
に
措
け
ば
そ
れ
で

よ
い
。
そ
の
「
本
」
で
あ
っ
て
も
い
ま
だ
理
解
が
及
び
得
な
い
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
、
な
お
そ
れ
を
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
に
す
る
、
ま
し

て
そ
の
「
末
」
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
…
…
詩
經
に
載
る
、
事
の
善
惡
、
言
葉
の
美
刺
の
ご
と
き
は
い
わ
ゆ
る
「
詩
人
の
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意
」
で
、
幸
い
な
こ
と
に
そ
れ
は
具
さ
に
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
む
や
み
に
諸
說
に
よ
っ
て
混
亂
さ
せ
ら
れ
た
た
め
そ
の
意
味

は
明
ら
か
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
今
そ
の
濁
り
亂
れ
た
說
を
除
去
す
れ
ば
本
義
は
燦
然
と
し
て
現
れ
る
。
今
學
者
た
る
者
は
古

の
事
柄
の
善
惡
を
知
り
、
詩
人
の
美
刺
を
知
り
、
聖
人
の
勸
戒
を
知
れ
ば
、
學
の
「
本
」
を
理
解
し
そ
の
要
點
を
得
た
と
言
え
る
。

か
く
あ
れ
ば
そ
の
學
問
は
も
は
や
充
分
で
あ
る
。
他
に
何
を
求
め
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
そ
の
「
末
」
の
疑
わ
し
き
箇
所
は
未
詳

と
し
て
措
い
て
も
か
ま
わ
な
い
。
詩
人
が
詩
を
作
っ
た
際
に
太
師
に
相
談
し
て
い
た
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
の
だ
か
ら
。
今
詩

經
を
學
ぶ
者
は
「
詩
人
の
意
」
を
追
求
す
る
の
み
で
あ
る
。「
太
師
の
職
」
に
つ
い
て
は
不
明
な
點
が
あ
っ
て
も
、
詩
經
を
學
ぶ

の
に
何
ら
害
は
な
い
。
聖
人
の
勸
戒
な
る
も
の
は
詩
人
の
美
刺
で
あ
り
、「
詩
人
の
意
」
を
理
解
し
た
な
ら
ば
、「
聖
人
の
志
」
は

得
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
吾
之
於
詩
有
幸
有
不
幸
也
。
不
幸
者
遠
出
聖
人
之
後
、
不
得
質
吾
疑
也
。
幸
者
詩
之
本
義
在
爾
。
詩
之
作

也
觸
事
感
物
、
文
之
以
言
、
善
者
美
之
、
惡
者
刺
之
、
以
發
其
揄
揚
怨
憤
於
口
、
道
其
哀
樂
喜
怒
於
心
。
此
詩
人
之
意
也
。
古
者

國
有
采
詩
之
官
、
得
而
錄
之
、
以
屬
太
師
、
播
之
於
樂
。
於
是
考
其
義
類
而
別
之
、
以
爲
風
雅
頌
而
次
比
之
、
以
藏
于
有
司
而
用

之
宗
廟
朝
廷
、
下
至
鄉
人
聚
會
、
此
太
師
之
職
也
。
世
久
而
失
其
傳
、
亂
其
雅
頌
、
亡
其
次
序
、
又
採
者
積
多
而
無
所
擇
、
孔
子

生
於
周
末
、
方
修
禮
樂
之
壞
。
於
是
正
其
雅
頌
、
刪
其
煩
重
、
列
於
六
經
、
著
其
善
惡
、
以
爲
勸
戒
、
此
聖
人
之
志
也
。
周
道
既

衰
、
學
校
廢
而
異
端
起
、
及
漢
承
秦
焚
書
之
後
、
諸
儒
講
說
者
整
齊
殘
缺
、
以
爲
之
義
訓
、
恥
於
不
知
、
而
人
人
各
自
爲
說
、
至

或
遷
就
其
事
、
以
曲
成
其
己
學
、
其
於
聖
人
有
得
有
失
、
此
經
師
之
業
也
。
惟
是
詩
人
之
意
也
、
太
師
之
職
也
、
聖
人
之
志
也
、

經
師
之
業
也
、
今
之
學
詩
者
不
出
於
此
四
者
、
而
罕
有
得
焉
者
何
哉
。
勞
其
心
而
不
知
其
要
、
逐
其
末
而
忘
其
本
也
。
何
謂
本
末
。

作
此
詩
、
述
此
事
、
善
則
美
、
惡
則
刺
、
所
謂
詩
人
之
意
者
本
也
。
正
其
名
、
別
其
類
、
或
繫
於
彼
、
或
繫
於
此
、
所
謂
太
師
之

職
者
末
也
。
察
其
美
刺
、
知
其
善
惡
、
以
爲
勸
戒
、
所
謂
聖
人
之
志
者
本
也
。
求
詩
人
之
意
、
達
聖
人
之
志
者
經
師
之
本
也
。
講

太
師
之
職
、
因
其
失
傳
而
妄
自
爲
之
說
者
、
經
師
之
末
也
。
今
夫
學
者
、
得
其
本
而
通
其
末
、
斯
盡
善
矣
。
得
其
本
而
不
通
其
末
、
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闕
其
所
疑
可
也
。
雖
其
本
有
所
不
能
達
者
、
猶
將
闕
之
、
況
其
末
乎
…
…
若
詩
之
所
載
、
事
之
善
惡
、
言
之
美
刺
、
所
謂
詩
人
之

意
、
幸
其
具
在
也
。
然
頗
爲
眾
說
汨
之
、
使
其
義
不
明
。
今
去
其
汨
亂
之
說
則
本
義
粲
然
而
出
矣
。
今
夫
學
者
知
前
事
之
善
惡
、

知
詩
人
之
美
刺
、
知
聖
人
之
勸
戒
、
是
謂
知
學
之
本
而
得
其
要
。
其
學
足
矣
。
又
何
求
焉
。
其
末
之
可
疑
者
闕
其
不
知
可
也
。
蓋

詩
人
之
作
詩
也
、
固
不
謀
於
太
師
矣
。
今
夫
學
詩
者
求
詩
人
之
意
而
已
。
太
師
之
職
有
所
不
知
、
何
害
乎
學
詩
也
。
若
聖
人
之
勸

戒
者
、
詩
人
之
美
刺
、
是
已
知
詩
人
之
意
、
則
得
聖
人
之
志
矣
（

こ
こ
に
は
、
詩
篇
の
意
味
の
位
相
に
關
す
る
歐
陽
脩
の
二
つ
の
考
え
方
が
見
ら
れ
る
。
第
一
に
、
詩
篇
が
そ
の
成
立
と
繼
承
・
展
開

の
過
程
で
、
四
層
の
意
味
を
帶
び
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
詩
人
の
意
・
太
師
の
職
（
采
詩
の
官
に
よ

っ
て
收
集
さ
れ
た
詩
篇
を
管
理
保
存
す
る
職
に
あ
っ
た
太
師
が
讀
み
取
っ
た
詩
篇
の
意
味
（・
聖
人
の
志
（
人
類
を
敎
化
す
る
た
め
に

當
時
現
存
し
て
い
た
詩
篇
か
ら
嚴
選
し
て
詩
經
を
編
纂
し
た
孔
子
が
、
詩
篇
か
ら
讀
み
取
っ
た
意
味
（・
經
師
の
業
（
後
世
の
詩
經
學

者
達
の
解
釋
の
樣
相
（
で
あ
る
。

第
二
に
、
こ
れ
ら
四
層
の
意
味
を
さ
ら
に
本
義
と
末
義
の
二
層
に
價
値
付
け
る
こ
と
で
あ
る
。
本
義
と
は
、「
詩
人
の
意
」
と
「
聖

人
の
志
」
で
あ
る
。
ま
た
、「
經
師
の
業
」
の
う
ち
、「
詩
人
の
意
」
と
「
聖
人
の
志
」
と
を
正
し
く
讀
解
し
た
も
の
と
い
う
意
味
で
の

「
經
師
の
本
」
も
こ
れ
に
屬
す
る
（
歐
陽
脩
自
身
の
意
識
と
し
て
は
、
彼
が
『
詩
本
義
』
で
示
し
た
詩
篇
解
釋
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
（。
こ
れ
に
對
し
て
末
義
は
「
太
師
の
職
」、
お
よ
び
「
經
師
の
業
」
の
う
ち
、「
太
師
の
職
」
の
解
說
に
拘
泥
し

た
結
果
、
正
し
く
傳
承
さ
れ
た
說
か
ら
外
れ
獨
り
よ
が
り
で
誤
っ
た
解
釋
に
陷
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
意
味
で
の
「
經
師
の
末
」
が
こ

れ
に
屬
す
る
。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
本
義
と
末
義
と
に
價
値
付
け
て
は
い
る
も
の
の
、
車
行
健
氏
が
つ
と
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
必
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ず
し
も
末
義
を
否
定
し
排
除
す
る
意
圖
に
發
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る（

（
（

。「
本
末
論
」
の
前
段
で
は
、
文

王
の
事
を
歌
っ
た
詩
が
周
公
・
召
公
の
國
の
詩
を
收
め
る
べ
き
周
南
・
召
南
に
編
入
さ
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
、
周
公
の
事
柄
を
歌
っ

た
詩
が
周
南
で
は
な
く
、
周
の
大
王
の
治
め
た
國
の
詩
を
收
め
て
い
る
は
ず
の
豳
風
に
編
入
さ
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
っ
た
、
詩

篇
と
そ
の
編
入
先
の
不
整
合
に
關
す
る
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
問
題
を
巡
っ
て
歷
代
の
學
者
が
紛
紛
た
る
議
論
を
繰
り
廣

げ
て
き
た
（「
本
末
論
」
に
言
う
「
或
い
は
彼
に
繫
け
、
或
い
は
此
に
繫
く
」
の
實
例
（
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
歷
史

を
總
括
す
る
形
で
、
先
に
引
用
し
た
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
が
、「
今
夫
れ
學
者
は
、
其
の
本
を
得
て
其
の
末
に
通
ず

れ
ば
、
斯
れ
善
を
盡
せ
り
。
其
の
本
を
得
て
其
の
末
に
通
ぜ
ず
ん
ば
、
其
の
疑
ふ
所
を
闕
け
ば
可
な
り
。
其
の
本
に
達
す
る
能
は
ざ
る

所
の
者
有
る
と
雖
も
、
猶
ほ
將
に
之
を
闕
く
な
り
。
況
ん
や
其
の
末
を
や
」
と
、
學
者
は
本
義
の
解
明
に
注
力
す
べ
き
で
、
末
義
の
う

ち
解
明
が
困
難
な
も
の
は
「
闕
疑
」
と
し
て
措
い
て
一
向
に
か
ま
わ
な
い
と
言
う
の
も
、
詩
經
硏
究
に
は
重
點
的
に
解
明
に
取
り
組
む

べ
き
根
本
的
問
題
と
そ
う
で
な
い
周
邊
的
問
題
と
が
存
在
し
、
學
者
は
自
ら
の
主
た
る
任
務
と
副
次
的
な
任
務
と
を
辨
別
す
べ
き
こ
と

を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
詩
經
學
上
の
問
題
羣
を
構
造
的
に
整
理
し
て
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
學
者
の
精
力
を
肝
要
部
分
に
集
中
さ

せ
、
硏
究
を
正
し
い
筋
道
に
乘
せ
る
こ
と
を
意
圖
し
た
の
で
あ
る
。

前
著
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
本
末
論
」
は
そ
の
學
的
源
流
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。
周
南
「
麟
之
趾
」
序
・
召
南
「
騶
虞
」
序
・

小
雅
「
天
保
」
序
『
正
義
』
に
、
疏
家
が
作
詩
の
意
（「
本
末
論
」
で
言
え
ば
「
詩
人
の
意
」
に
該
當
す
る
（
と
は
別
に
編
者
の
意

（「
本
末
論
」
で
言
え
ば
「
聖
人
の
志
」
あ
る
い
は
「
太
師
の
職
」
に
該
當
す
る
（
が
存
在
す
る
こ
と
に
氣
付
い
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ

る
記
述
が
あ
る（

（
（

。
さ
ら
に
溯
れ
ば
、『
孟
子
』「
盡
心
下
」
に
、

貉は
く
け
い稽

が
孟
子
に
〔
愚ぐ

痴ち

を
こ
ぼ
し
て
〕
い
っ
た
。「
先
生
、
私
は
ど
う
も
人
か
ら
惡
口
ば
か
り
言
わ
れ
て
困
り
ま
す
。〔
ど
う
す
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れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
〕。」
孟
子
は
こ
た
え
ら
れ
た
。「
な
に
も
そ
う
心
配
す
る
こ
と
は
な
い
よ
。
古
來
、
士し

と
い
う
も
の
は

あ
く
ま
で
も
正
義
を
主
張
す
る
の
で
、
と
か
く
多
く
の
人
に
さ
か
ら
っ
て
惡
く
い
わ
れ
る
も
の
だ
。
詩
經
〔
邶
風
「
柏
舟
」

―

筆
者
補
記
〕
に
『
い
つ
も
心
配
の
あ
ま
り
さ
っ
ぱ
り
樂
し
く
な
い
。
多
く
の
小
人
ど
も
か
ら
怨う
ら

ま
れ
そ
し
ら
れ
て
』
と
あ
る
の
は
、

孔
子
の
よ
う
な
場
合
に
よ
く
あ
て
は
ま
る
し
、
ま
た
、
同
じ
詩
經
〔
大
雅
「
緜
」

―
筆
者
補
記
〕
に
『
だ
か
ら
、
小
人
ど
も
の

怨
み
は
絶た

や
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
さ
り
と
て
ま
た
自
分
の
名ほ
ま
れ聲

を
お
と
す
こ
と
も
な
か
っ
た
』
と
あ
る
の
は
、
文
王
の

よ
う
な
場
合
に
よ
く
あ
て
は
ま
る
。」（
貉
稽
曰
、
稽
大
不
理
於
口
。
孟
子
曰
、
無
傷
也
。
士
憎
茲
多
口
。
詩
云
、
憂
心
悄
悄
、
慍

于
羣
小
。
孔
子
也
。
肆
不
殄
厥
慍
、
亦
不
殞
厥
問
。
文
王
也
（（
譯
文
は
小
林
勝
人
譯（

（
（

に
よ
る
（

と
言
う
。
孟
子
は
、
衞
の
莊
姜
が
自
分
の
不
遇
を
悲
し
ん
で
作
っ
た
詩
と
さ
れ
る
「
柏
舟
」
の
一
節
を
引
用
し
て
「
孔
子
な
り
」、
す

な
わ
ち
こ
の
詩
は
孔
子
の
境
遇
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
言
い
、
詩
が
作
ら
れ
た
時
點
で
込
め
ら
れ
た
意
味
と
は
次
元
の
異
な
る
意
味
を

讀
み
取
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
斷
章
取
義
」
の
典
型
例
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
作
者
の
付
與
し
た
「
詩
人
の
意
」
と
『
詩

經
』
の
編
者
孔
子
が
込
め
た
「
聖
人
の
志
」
と
を
分
け
る
歐
陽
脩
の
說
が
斷
章
取
義
を
參
考
に
し
て
發
想
さ
れ
た
可
能
性
も
推
測
で
き

る
だ
ろ
う
。

『
正
義
』
に
は
さ
ら
に
、
詩
の
登
場
人
物
、
詩
の
語
り
手
、
詩
の
作
者
が
そ
れ
ぞ
れ
別
人
格
で
あ
り
、
作
者
は
、
主
人
公
や
語
り
手

に
成
り
代
わ
っ
て
詩
を
作
っ
て
い
て
（
同
じ
よ
う
に
語
り
手
は
詩
の
登
場
人
物
に
成
り
代
わ
っ
て
語
っ
て
い
る
（、
語
り
手
が
主
人
公

に
對
し
て
、
あ
る
い
は
作
者
が
語
り
手
に
對
し
て
批
評
的
態
度
を
示
し
、
道
德
的
論
評
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
て
解
釋

を
行
っ
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、「
本
末
論
」
で
言
う
「
詩
人
の
意
」
の
内
部
を
さ
ら
に
多
層
化
し
て
捉
え
る
認
識
と
言
う

こ
と
が
で
き
る（

（
（

。
こ
れ
を
圖
示
し
た
の
が
圖
1
で
あ
る
。
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＊
＊
＊

　＊
＊
＊

筆
者
は
前
著
に
お
い
て
、
詩
篇
の
意
味
の
多
層
性
に
つ
い
て
の
歐
陽
脩
の
認
識
を

圖
式
化
し
て
示
し
た（

（
（

。
そ
こ
で
は
、
筆
者
は
「
詩
人
の
意
」
と
「
聖
人
の
志
」
と
の

關
係
を
別
の
も
の
と
し
て
割
り
切
っ
て
捉
え
た
が
、
今
に
な
っ
て
考
え
る
と
勇
み
足

で
あ
っ
た
と
思
う
。
こ
こ
で
、
車
行
健
氏
の
論
述
を
參
考
に
し
て（

（
（

改
め
て
歐
陽
脩
の

認
識
を
再
檢
討
し
て
み
よ
う
。「
本
末
論
」
に
「
詩
人
の
意
」
を
說
明
し
て
次
の
よ

う
に
言
う
。

詩
の
作
ら
る
る
や
事
に
觸
れ
て
物
に
感
じ
、
之
を
文か
ざ

る
に
言
を
以
て
し
、
善

な
る
者
は
之
を
美ほ

め
、
惡
な
る
者
は
之
を
刺そ
し

り
、
以
て
其
の
揄
揚
怨
憤
を
口
よ

り
發
し
、
其
の
哀
樂
喜
怒
を
心
よ
り
道い

ふ
。
此
れ
「
詩
人
の
意
」
な
り
。

此
の
詩
を
作
り
、
此
の
事
を
述
べ
、
善
な
れ
ば
則
ち
美
め
、
惡
な
れ
ば
則
ち

刺
る
、
所
謂
る
「
詩
人
の
意
」
な
る
者
は
「
本
」
な
り
。

こ
こ
で
は
、
詩
篇
の
作
者
は
、
自
分
の
思
い
を
、
何
の
屈
折
も
顧
慮
も
な
く
率
直

に
表
現
し
て
い
る
と
い
う
考
え
が
見
ら
れ
る
。
一
方
、「
聖
人
の
志
」
に
つ
い
て
は

次
の
よ
う
に
言
う
。

圖 1　詩篇の意味の多層性についての疏家の認識（拙著第十五章、706頁を若干修正）

詩經の一篇としての意義

詩歌の内部 小序の内容

讀者
メッセージ
送出

太師
（編詩者）詩人

詩中の
語り手
／

主人公

感情の
發露

道
德
的
批
評

道
德
的
批
評
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ａ　

其
の
善
惡
を
著あ
ら
はし
、
以
て
勸
戒
と
爲
す
、
此
れ
「
聖
人
の
志
」
な
り
。

　
　

其
の
美
刺
を
察
し
、
其
の
善
惡
を
知
り
て
、
以
て
勸
戒
と
爲
す
、
所
謂
る
「
聖
人
の
志
」
な
る
者
は
「
本
」
な
り
。

こ
こ
で
歐
陽
脩
は
、
孔
子
は
、
詩
人
の
「
美
」
め
た
「
善
」、「
刺
」
っ
た
「
惡
」
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
類
に
勸
善
懲

惡
の
理
を
示
そ
う
と
し
た
と
言
っ
て
い
る
。
詩
人
に
と
っ
て
の
詩
が
自
己
の
感
情
の
率
直
な
發
露
で
あ
る
の
に
對
し
、
孔
子
は
そ
こ
に

詠
わ
れ
た
美
刺
の
感
情
を
蒸
留
し
て
、「
勸
戒
」
の
具
、
す
な
わ
ち
人
類
の
道
德
的
敎
訓
と
な
る
も
の
に
仕
立
て
上
げ
た
と
い
う
認
識

で
あ
る
。
前
著
で
筆
者
は
こ
れ
に
基
づ
き
、「
詩
人
の
意
」
と
「
聖
人
の
志
」
が
次
元
が
違
う
も
の
だ
と
歐
陽
脩
が
考
え
て
い
た
こ
と

を
強
調
し
た（
（1
（

。

し
か
し
「
聖
人
の
志
」
に
つ
い
て
歐
陽
脩
は
、
次
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
る
。

ｂ　

聖
人
の
勸
戒
の
若
き
者
は
、
詩
人
の
美
刺
是
れ
の
み
。「
詩
人
の
意
」
を
知
れ
ば
則
ち
「
聖
人
の
志
」
を
得
。

こ
こ
で
は
歐
陽
脩
は
、
孔
子
が
人
々
に
敎
え
よ
う
と
し
た
「
勸
戒
」
は
、
詩
人
の
「
美
刺
」
に
他
な
ら
な
い
と
言
う
。
故
に
、「
詩

人
の
意
」
が
わ
か
れ
ば
「
聖
人
の
志
」
も
わ
か
る
と
結
論
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
詩
人
の
率
直
な
思
い
の
發
露
で
あ
る
「
美

刺
」
と
そ
れ
に
聖
人
が
道
德
的
意
義
を
見
出
し
た
も
の
と
し
て
の
「
勸
戒
」
と
の
兩
者
が
渾
然
一
體
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

「
詩
人
の
意
」
と
「
聖
人
の
志
」
と
の
關
係
に
つ
い
て
述
べ
たａ
と
ｂ
と
の
兩
說
は
充
分
に
は
調
和
し
な
い
。
前
著
の
考
察
で
は
こ
の

こ
と
を
閒
却
し
た
嫌
い
が
あ
り
、ａ
に
據
っ
て
歐
陽
脩
が
「
詩
人
の
意
」
と
「
聖
人
の
志
」
と
の
差
異
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
強
調

し
た
が
、
現
在
は
車
行
健
氏
と
同
樣
、
ｂ
の
認
識
を
よ
り
重
視
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
に
傾
い
て
い
る
。「
詩
人
の
意
」
と
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「
聖
人
の
志
」
の
本
質
に
つ
い
て
の
歐
陽
脩
の
認
識
は
、
い
ま
だ
曖
昧
性
を
持

っ
た
狀
態
に
止
ま
っ
て
お
り
、
突
き
詰
め
て
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
、
少
な

く
と
も
彼
が
「
詩
人
の
意
」
と
「
聖
人
の
志
」
と
の
二
種
類
の
意
味
層
を
見
出

し
た
こ
と
が
、
そ
の
詩
篇
解
釋
に
十
全
に
活
用
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
こ

の
こ
と
が
、
嚴
粲
を
含
む
後
の
學
者
に
課
題
と
し
て
殘
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
以
上
を
ま
と
め
た
の
が
圖
（
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
認
識
の
曖
昧
性
は
、
歐
陽
脩
が
意
味
の
發
信
者
の
違
い
に
よ
っ

て
抽
出
し
た
詩
の
四
つ
の
意
味
層
を
、
そ
の
價
値
に
基
づ
い
て
「
本
」
と

「
末
」
の
二
層
に
ま
と
め
た
こ
と
に
起
因
す
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、「
本
末
論
」

の
趣
旨

―
詩
經
學
者
が
任
務
と
し
て
主
に
解
明
に
取
り
組
む
べ
き
問
題
は
何

か
、
後
回
し
に
し
て
よ
い
問
題
は
何
か
、
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

―
に
と
っ

て
必
要
な
槪
括
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
た
め
に
、
作
詩
の
意
と
編
詩
の
意
と
が

異
な
る
こ
と
に
氣
付
き
な
が
ら
そ
れ
を
深
く
追
求
す
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
に
終

わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

南
宋
・
段
昌
武
『
毛
詩
集
解
』
卷
首
「
論
詩
總
說
、
詩
之
次
」
に
歐
陽
脩
の

言
葉
が
引
用
さ
れ
る
の
に
據
れ
ば
、
彼
は
『
史
記
』
の
說
に
從
い
、
孔
子
は
詩

を
嚴
選
し
た
と
考
え
た
。
時
に
は
孔
子
は
詩
句
に
手
を
加
え
も
し
た
と
考
え
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
孔
子
は
詩
篇
を
傳
え
た
者
で
は
あ
る
が
、
そ

圖 2　詩篇の意味の多層性についての歐陽脩の認識（拙著2017、第十五章、707頁を修正）

詩の本義
詩の内部

詩人の意

讀者
メッセージ
送出

道德的意義の
附加

聖人の志
經師の業
（本義）

表現體
としての
詩篇

詩中の語り手
／

主人公

感情の發露

太師の職（末義） 經師の業（末義）
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れ
に
手
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
詩
篇
に
自
分
の
道
德
觀
を
盛
り
込
ん
だ
こ
と
に
な
り
、「
詩
人
の
意
」
と
「
聖
人
の
志
」
と
の
し
き

り
が
限
り
な
く
薄
く
な
る
。
こ
の
こ
と
も
、「
本
末
論
」
に
お
い
て
「
詩
人
の
意
」
と
「
聖
人
の
志
」
の
差
異
に
つ
い
て
の
認
識
が
曖

昧
と
な
っ
た
こ
と
の
理
由
の
一
端
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

（　

朱
熹
淫
詩
說
に
見
ら
れ
る
意
味
の
多
層
性

朱
熹
は
詩
序
を
批
判
し
た
が
、
孔
子
が
詩
經
を
編
纂
し
た
目
的
を
人
類
の
道
德
的
敎
化
の
た
め
と
考
え
る
こ
と
に
は
變
わ
り
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
彼
は
小
序
に
據
ら
ず
に
詩
篇
の
内
容
そ
れ
自
體
か
ら
道
德
的
意
義
を
讀
み
取
ろ
う
と
す
る
。
し
か
も
朱
熹
は
、
孔
子
は

彼
の
當
時
世
に
存
在
し
て
い
た
詩
篇
を
保
存
し
た
の
み
で
取
捨
選
擇
は
し
て
い
な
い
と
考
え
て
い
た
。
こ
う
し
た
認
識
は
、
詩
の
作
者

は
道
德
的
人
間
で
あ
り
、
そ
の
作
詩
の
意
圖
は
人
に
道
德
を
敎
え
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
結
論
を
導
き
出
す
。
詩
篇
の
原
義

―
歐

陽
脩
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
「
詩
人
の
意
」

―
と
道
德
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
が
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

王
安
石
は
、
小
序
は
詩
人
自
身
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
考
え
る（
（（
（

が
、
こ
の
認
識
に
立
て
ば
、
小
序
で
述
べ
ら
れ
た
道
德
的
意
義
は
、

す
な
わ
ち
「
詩
人
の
意
」
に
他
な
ら
ず
、「
詩
人
の
意
」
と
道
德
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
や
は
り
一
致
す
る
。
王
安
石
と
朱
熹
と
は
小
序
に
對
し

て
正
反
對
の
認
識
を
有
し
な
が
ら
、
詩
篇
が
道
德
的
詩
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
考
え
る
點
で
一
致
す
る
の
は
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
歐
陽
脩
は
「
本
末
論
」
の
中
で
、「
幸
ひ
に
も
詩
の
本
義
は
在
り
」、「
詩
の
載
す
る
所
、
事
の
善
惡
、
言
の
美
刺
の
若
き
は
、

所
謂
る
詩
人
の
意
に
し
て
、
幸
ひ
に
も
其
れ
具つ
ぶ

さ
に
在
る
な
り
」
と
述
べ
て
い
た
。
こ
こ
に
は
、
本
義
は
確
か
に
存
在
し
讀
者
に
と
っ

て
了
解
可
能
だ
と
い
う
樂
觀
的
な
考
え
方
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
彼
の
「
人
情
說
」（
人
間
の
コ
モ
ン
セ
ン
ス
の
存
在
を
確
信
し
、

詩
は
コ
モ
ン
セ
ン
ス
に
則
っ
て
詠
わ
れ
て
い
る
は
ず
だ
と
考
え
、
そ
れ
に
合
致
す
る
か
否
か
で
先
人
の
經
說
の
正
誤
を
判
斷
す
る
解
釋
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方
法
（
に
基
づ
く
認
識
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
詩
の
本
當
の
意
味
は
わ
か

る
も
の
だ
」
と
い
う
考
え
方
は
、
朱
熹
の
「
詩
を
以
て
詩
を
解
す
」、
お
よ
び
、
何

度
で
も
繰
り
返
し
讀
ん
で
い
く
う
ち
に
詩
の
意
味
は
把
握
で
き
る
と
い
う
讀
書
論
と
、

そ
の
樂
觀
的
な
認
識
に
お
い
て
共
通
す
る
。
前
者
が
後
者
を
導
い
た
と
い
う
可
能
性

も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
朱
熹
の
詩
經
觀
は
、
歐
陽
脩
・
王
安

石
等
を
受
け
繼
ぎ
發
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

＊
＊
＊

　＊
＊
＊

た
だ
し
、
以
上
の
事
柄
に
關
し
て
淫
詩
は
例
外
で
あ
る
。
淫
詩
說
は
、
朱
熹
が
詩

經
の
中
の
一
羣
の
詩
を
作
者
が
不
道
德
な
戀
愛
感
情
を
臆
面
も
な
く
詠
っ
た
も
の
と

讀
み
取
り
、
そ
の
よ
う
な
詩
篇
が
な
ぜ
至
高
の
經
典
で
あ
る
詩
經
に
編
入
さ
れ
て
い

る
の
か
と
い
う
、
當
然
生
じ
る
べ
き
疑
問
に
答
え
る
も
の
と
し
て
提
唱
さ
れ
た
說
で

あ
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
答
え
る

―
こ
の
よ
う
な
詩
を
讀
ん
だ
讀
者
は
、
不
道
德

な
作
者
の
行
動
・
言
動
に
嫌
惡
感
を
覺
え
て
自
ら
は
道
德
的
な
行
い
を
目
指
す
こ
と

に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
、
受
容
者
が
起
こ
す
で
あ
ろ
う
反
應
を
孔
子
は
豫
期
し
て
不

道
德
な
内
容
を
持
つ
詩
篇
を
『
詩
經
』
に
編
入
し
た

―
。
こ
こ
で
は
、
作
者
が
詩

篇
に
込
め
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
發
信
さ
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
と
、
そ
れ
を
受
け
取
っ
た

讀
者
の
豫
想
さ
れ
る
反
應
と
が
乖
離
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
圖
示
し
た
の

圖 3　詩篇の意味の多層性についての朱熹の認識（拙著2017、第十五章、708頁を若干修正）

詩經の一篇としての意義
（孔子の詩經編纂意圖による）

詩中の語り手／主人公＝詩人

讀者

メッセージ送出
豫想

道
德
的
反
應

感
情
の
發
露

共
鳴
（
非
淫
詩
）

厭
惡
（
淫
詩
）

道
德
的
内
容

（
淫
詩
の
場
合
は
、

不
道
德
な
内
容
）
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が
圖
（
で
あ
る
。

淫
詩
說
は
詩
の
意
味
の
多
層
性
に
新
た
な
視
點
を
も
た
ら
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
歐
陽
脩
の
「
本
末
論
」
は
、
意
味
の
多
層

性
を
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
送
出
者
の
多
樣
性
と
い
う
視
點
か
ら
說
明
し
た
も
の
だ
っ
た
が
、
淫
詩
說
で
は
送
ら
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
對
す
る

受
容
者
の
反
應
と
い
う
觀
點
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
讀
者
の
反
應
を
豫
想
し
た
詩
經
編
集
者
孔
子
の
意
圖
を
想

定
し
、
作
者
の
意
と
異
な
る
編
者
の
意
が
付
與
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
朱
熹
の
淫
詩
說
に
お
け
る
意
味
の
多
層
性
は
、
作
者
の
意
圖

と
編
者
の
意
圖
＝
讀
者
の
反
應
の
乖
離
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
歐
陽
脩
「
本
末
論
」
に
い
わ
ゆ
る
「
聖
人
の

志
」
が
實
際
に
效
力
を
發
揮
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
讀
者
の
反
應
と
い
う
視
點
を
導
入
す
る
こ
と
で
說
明
し
た
の
が
、
淫
詩
說
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

『
詩
集
傳
』
の
中
に
は
、
筆
者
が
か
り
に
「
類
淫
詩
說
」
と
名
付
け
た
、
國
君
に
叛
逆
す
る
者
を
そ
の
心
服
者
た
ち
が
贊
美
し
た
詩

と
す
る
解
釋
が
見
ら
れ
る（
（1
（

。
作
者
の
意
圖
と
讀
者
の
反
應
と
の
乖
離
、
そ
れ
を
期
待
し
た
編
者
の
意
圖
と
い
う
形
の
意
味
の
多
層
性
の

認
識
の
適
用
範
圍
は
、
淫
詩
以
外
に
も
適
用
さ
れ
、
朱
熹
詩
經
學
に
と
っ
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る（
（1
（

。

（　

詩
經
解
釋
學
史
に
お
け
る
詩
篇
の
意
味
の
多
層
性

『
正
義
』（
詩
中
の
登
場
人
物
・
語
り
手
・
作
者
（、
歐
陽
脩
「
本
末
論
」（
詩
人
の
意
・
太
師
の
職
・
聖
人
の
志
・
經
師
の
業
（、
朱

熹
淫
詩
說
（
作
者
の
意
圖
・
讀
者
の
反
應
＝
そ
れ
を
豫
想
し
た
編
者
の
意
圖
（
と
、
詩
經
解
釋
學
史
に
お
い
て
生
み
出
さ
れ
た
、
詩
篇

の
意
味
の
多
層
性
に
對
す
る
相
異
な
る
認
識
を
見
て
き
た
。
一
言
で
意
味
の
多
層
性
と
言
っ
て
も
、
實
際
に
は
そ
れ
は
極
め
て
複
雜
な

樣
相
を
呈
し
て
い
る
。
詩
篇
の
意
味
が
讀
者
に
届
く
ま
で
に
は
、
詩
中
の
登
場
人
物
・
詩
篇
の
語
り
手
・
詩
篇
の
作
者
・
詩
篇
を
採
集
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保
管
し
た
者
・
詩
篇
を
取
捨
選
擇
し
詩
經
を
編
集
し
た
者
（
す
な
わ
ち
孔
子
（・
詩
篇
に
注
釋
を
施
し
た
者
な
ど
、
樣
々
な
人
格
が
關

わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
狀
況
と
考
え
方
に
よ
っ
て
「
意
味
」
を
生
み
出
し
發
信
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
讀
者

は
、
あ
る
い
は
作
者
の
意
圖
に
從
っ
て
、
あ
る
い
は
作
者
の
意
圖
を
越
え
て
詩
篇
か
ら
樣
々
な
意
味
を
讀
み
取
り
、
樣
々
な
反
應
を
す

る
。
時
に
は
、
作
者
の
意
圖
に
相
反
す
る
反
應
を
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
ま
た
、
詩
篇
を
注
釋
に
從
っ
て
讀
み
進
め
な
が
ら
、
そ
こ
で

も
注
釋
者
の
意
圖
か
ら
外
れ
る
意
味
を
獨
自
に
讀
み
取
り
そ
れ
に
反
應
す
る
こ
と
も
あ
る
。
作
者
が
、
あ
る
い
は
注
釋
者
が
、
そ
の
よ

う
な
讀
者
の
行
動
を
豫
想
し
考
慮
に
入
れ
た
上
で
、
彼
の
望
む
反
應
に
導
く
べ
く
詩
作
を
行
い
、
あ
る
い
は
注
釋
を
施
す
こ
と
も
あ
る

だ
ろ
う
。
意
味
の
送
り
手
だ
け
で
は
な
く
そ
の
受
け
手
も
、
詩
篇
の
意
味
の
多
層
性
の
形
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ

る
。こ

こ
で
、
も
う
一
度
「
本
末
論
」
に
立
ち
返
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。「
本
末
論
」
で
は
、
詩
篇
の
四
層
の
意
味
を
、
本
質
的
な
意
味

で
あ
り
學
者
が
優
先
的
に
解
明
に
取
り
組
む
べ
き
も
の
で
あ
る
本
義
と
、
そ
う
で
な
い
末
義
に
價
値
分
類
し
た
。
解
釋
の
主
た
る
對
象

と
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
觀
點
か
ら
、
そ
の
範
疇
に
「
内い

」
れ
ら
れ
る
べ
き
本
義
と
範
疇
か
ら
「
外は
ず

」
れ
る
末
義
に
區
分
す
る
と
い
う

思
考
で
あ
る
。
こ
こ
に
ま
た
「
内
」
―
「
外
」
が
現
れ
る
が
、
こ
れ
は
先
に
述
べ
た
詩
篇
の
内
在
的
意
味
と
外
在
的
意
味
と
は
異
な
る

も
う
一
つ
の
内
外
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
場
合
の
「
内
」
＝
本
義
に
は
、
詩
の
内
在
的
意
味
で
あ
る
「
詩
人
の
意
」
と
、
外
在
的
意

味
で
あ
る
「
聖
人
の
志
」
と
い
う
異
な
っ
た
性
質
の
二
種
類
の
意
味
が
共
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
よ
り
詳
し
く
考
え

て
み
よ
う
。

詩
經
と
は
（
そ
れ
を
構
成
す
る
三
百
餘
篇
の
詩
篇
そ
れ
ぞ
れ
の
成
り
立
ち
は
と
も
か
く
と
し
て
（
孔
子
が
人
類
を
敎
化
す
る
た
め
に

編
纂
さ
れ
た
經
典
で
あ
り
、
詩
篇
か
ら
道
德
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
正
し
く
受
け
取
る
の
が
儒
學
的
享
受
の
正
し
い
あ
り
方
で
あ
る
こ
と
か

ら
す
れ
ば
、
讀
者
に
傳
わ
っ
た
の
が
人
々
を
敎
化
す
る
に
足
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
が
作
者
に
發
す
る
も
の
か
否
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か
は
最
重
要
の
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
儒
敎
的
に
正
當
な
（
あ
る

い
は
肝
要
な
（
意
味
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
の
閒
に
境
界
綫
を
引
き
「
内
」

と
「
外
」
と
を
仕
切
る
と
い
う
こ
と
が
最
も
重
要
と
な
る
。
歐
陽
脩
が
「
本

末
論
」
の
中
で
、「
詩
人
の
意
」
と
と
も
に
、
そ
れ
と
は
本
來
由
來
を
異
に

す
る
「
聖
人
の
志
」
を
加
え
て
一
括
し
て
「
本
義
」
と
し
、
兩
者
の
關
係
に

つ
い
て
突
き
詰
め
た
辨
別
を
行
わ
な
か
っ
た
原
因
も
こ
こ
に
求
め
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
詩
經
學
史
に
お
け
る
樣
々
な
解
釋
の
繼
起
と

論
爭
の
歷
史
は
、「
こ
こ
ま
で
が
本
義
＝
内
、
こ
こ
か
ら
は
末
義
＝
外
」
と

い
う
仕
切
り
を
ど
こ
に
定
め
る
か
の
違
い
に
歸
着
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
。
詩
篇
を
巡
っ
て
は
、
主
人
公
、
語
り
手
、
作
者
、
太

師
、
太
史
、
周
公
旦
、
孔
子
、
小
序
の
作
者
、
毛
公
、
鄭
玄
を
は
じ
め
と
す

る
後
世
の
注
釋
者
な
ど
な
ど
多
く
の
人
格
が
樣
々
な
意
味
を
生
み
出
し
た
。

そ
の
よ
う
に
し
て
生
み
出
さ
れ
た
意
味
の
隊
列
の
中
で
、「
本
義
」、
つ
ま
り

儒
敎
經
典
と
し
て
の
詩
經
の
一
篇
と
し
て
詩
篇
が
擔
う
意
味
と
い
う
の
は
い

っ
た
い
ど
こ
ま
で
と
考
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

右
に
擧
げ
た
人
々
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
意
味
は
い
ず
れ
も
本
義
と
認

定
さ
れ
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ど
こ
ま
で
を
本
義
と
認

定
す
る
か
は
、
學
者
の
立
場
や
考
え
方
に
よ
っ
て
樣
々
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

圖 4　詩篇の本義の可動式仕切りについての示意圖

本義
（內）

末義
（外）

詩人の意
（詩篇の内部） （詩篇の外部）

詩
中
敘
述
者

主
人
公

作
者

周
公
旦（
小
雅

正
雅
・
二
南
編
者
）

太
師

孔
子

（
詩
經
編
纂
者
）

小
序
　

首
句
撰
者

小
序
　
第
二
句

以
降
撰
者

鄭
玄

毛
公
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ち
、
本
義
と
本
義
で
な
い
も
の
と
を
隔
て
る
境
界
と
い
う
の
は
、
喩
え
て
言
う
な
ら
ば
可
動
式
の
仕
切
り
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
學

者
ご
と
の
立
場
や
考
え
方
に
よ
っ
て
い
か
よ
う
に
も
設
定
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
示
し
た
の
が
圖
（
で
あ
る
。

例
え
ば
、
疏
家
で
あ
れ
ば
、
毛
公
の
傳
あ
る
い
は
鄭
玄
の
箋
ま
で
を
本
義
と
見
な
し
た
で
あ
ろ
う
。
歐
陽
脩
で
あ
れ
ば
、
主
人
公
、

語
り
手
、
作
者
と
き
て
、
太
師
は
除
外
さ
れ
、
孔
子
の
說
ま
で
が
本
義
と
な
る
。
小
序
は
詩
篇
の
作
者
で
あ
る
國
史
に
よ
っ
て
著
さ
れ

た
と
考
え
る
王
安
石
で
あ
れ
ば
、
小
序
ま
で
を
本
義
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
程
頤
や
蘇
轍
は
小
序
を
首
句
と
第
二
句
以
下
に
分
け
、
首

句
を
由
來
正
し
く
據
る
べ
き
も
の
（
程
頤
は
國
史
の
作
と
し
、
蘇
轍
は
孔
子
あ
る
い
は
そ
の
弟
子
の
作
と
す
る
（、
第
二
句
以
下
は
後

世
の
學
者
に
よ
る
敷
衍
で
誤
り
を
含
む
も
の
と
考
え
る
の
で
、
小
序
の
首
句
の
撰
者
ま
で
が
本
義
の
擔
い
手
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ

う
に
、
學
者
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
方
に
よ
っ
て
本
義
と
本
義
で
な
い
も
の
と
の
境
界
は
移
動
可
能
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
各
學
者
が
自
身
の
意
見
に
從
っ
て
、
詩
篇
の
意
味
の
隊
列
の
ど
こ
か
に
可
動
式
の
仕
切
り
を
置
い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
を

境
界
と
し
て
、
詩
篇
に
含
ま
れ
る
多
層
的
な
意
味
は
内
と
外
と
に
分
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
詩
篇
の
内
在
的
な
意
味
と
外
在

的
な
意
味

―
作
者
に
よ
っ
て
與
え
ら
れ
た
、
詩
篇
が
本
來
有
す
る
意
味
か
否
か
と
い
う
基
準

―
と
は
異
な
っ
た
視
點
に
よ
っ
て
分

け
ら
れ
た
内
―
外
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
儒
學
的
な
見
地
か
ら
本
質
的
な
價
値
を
持
つ
意
味
と
そ
う
で
な
い
意
味
と
を
分
け
隔
て
る
内
―

外
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（　

詩
篇
の
意
味
の
多
層
性
に
つ
い
て
の
嚴
粲
の
認
識
の
意
義

そ
れ
で
は
、
嚴
粲
は
彼
以
前
の
詩
經
解
釋
史
の
成
果
を
ど
の
よ
う
に
繼
承
し
、
ま
た
そ
こ
で
積
み
殘
さ
れ
た
問
題
を
解
決
す
る
と
い

う
課
題
に
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
だ
で
あ
ろ
う
か
。
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筆
者
の
考
察
に
據
れ
ば
、
嚴
粲
の
詩
篇
解
釋
の
特
徵
と
し
て
人
閒
理
解
と
い
う
面
で
深
化
が
見
ら
れ
る
。
拙
論
で
こ
れ
ま
で
取
り
上

げ
て
き
た
も
の
の
中
か
ら
い
く
つ
か
そ
の
例
を
擧
げ
よ
う
。

・
淫
蕩
な
お
上
を
刺
り
た
い
の
だ
が
、
直
接
刺
る
の
を
憚
り
、
お
上
に
よ
っ
て
釀
成
さ
れ
た
淫
蕩
な
風
氣
に
毒
さ
れ
不
品
行
な
行
爲

を
犯
し
て
し
ま
っ
た
庶
民
階
級
の
不
幸
を
、
同
情
を
持
ち
つ
つ
批
判
す
る
（
衞
風
「
氓（
（1
（

」（。

・
禮
を
無
視
し
て
女
性
に
迫
る
男
を
更
正
さ
せ
る
た
め
に
、
彼
の
行
爲
を
非
難
し
な
が
ら
も
故
意
に
「
吉
士
」
と
い
う
美
稱
を
も
っ

て
呼
び
掛
け
、「
本
來
善
良
な
は
ず
の
お
前
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
間
違
っ
た
行
い
を
し
で
か
す
の
か
」
と
、
お
だ
て
な
が
ら
敎
え

諭
す
（
召
南
「
野
有
死
麕（
（1
（

」（。

・
詩
人
が
本
當
に
批
判
し
た
い
の
は
主
君
で
あ
る
が
、
直
接
批
判
す
る
の
を
避
け
、
主
君
の
取
り
卷
き
を
刺
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
間

接
的
に
主
君
を
諫
め
る
（
鄭
風
「
狡
童（
（1
（

」（。

・
莊
公
が
莊
姜
に
よ
そ
よ
そ
し
く
す
る
の
は
あ
る
い
は
政
務
に
疲
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
、
だ
と
し
た
ら
彼
を
そ
の
よ
う
に
疲

勞
困
憊
さ
せ
て
い
る
自
分
た
ち
臣
下
が
惡
い
の
で
は
な
い
か
と
自
ら
責
任
を
被
る
言
い
方
を
し
て
、
莊
公
に
そ
れ
と
な
く
諫
言
す

る
（
衞
風
「
碩
人（
（1
（

」（。

『
詩
緝
』
に
は
作
者
が
詩
中
の
登
場
人
物
に
對
し
て
同
情
を
示
し
た
り
、
作
者
が
詩
を
詠
っ
て
聽
か
せ
る
相
手
と
圓
滑
に
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
進
め
る
た
め
に
、
相
手
に
對
す
る
配
慮
を
示
し
、
あ
る
い
は
相
手
の
共
感
を
喚
起
す
る
よ
う
表
現
を
工
夫
し
な
が
ら
詩

を
作
っ
た
と
解
釋
す
る
例
が
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
に
「
言
外
の
意
」
と
い
う
考
え
方
が
用
い
ら
れ
、
作
者
が
眞
意
を

「
言
外
の
意
」
に
込
め
た
理
由
を
考
え
る
こ
と
が
、
詩
が
詠
わ
れ
た
具
體
的
な
狀
況
を
解
明
す
る
こ
と
に
繫
が
っ
て
い
る
。
嚴
粲
は
、
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「
言
外
の
意
」
を
レ
ト
リ
ッ
ク
の
問
題
と
し
て
と
同
時
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
と
し
て
も
捉
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る（
（1
（

。

こ
の
よ
う
な
嚴
粲
の
解
釋
の
特
徵
は
、
詩
篇
の
意
味
の
多
層
性
と
い
う
視
點
か
ら
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ

ま
で
見
て
き
た
『
正
義
』、
歐
陽
脩
、
朱
熹
の
認
識
と
い
か
に
關
係
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

嚴
粲
は
唐
・
成
伯
璵
、
北
宋
・
程
頤
、
蘇
轍
ら
の
說
を
繼
承
し
、
小
序
を
首
句
と
第
二
句
以
下
に
分
け
、
首
句
を
尊
重
す
べ
き
も
の

と
考
え
た
。
彼
が
小
序
首
句
を
尊
重
す
る
の
は
そ
の
成
立
に
つ
い
て
の
認
識
に
よ
る

―
小
序
首
句
は
、
詩
篇
が
作
ら
れ
て
ほ
ど
近
い

時
期
に
國
史
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
詩
篇
が
い
か
な
る
狀
況
の
も
と
、
い
か
な
る
意
圖
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
か
に

關
す
る
情
報
の
正
確
性
を
有
す
る
。
そ
の
後
、
孔
子
が
人
類
の
敎
化
に
資
す
べ
く
詩
經
を
編
纂
し
た
時
、
彼
が
各
詩
篇
の
う
ち
に
見
出

し
た
道
德
的
價
値
を
傳
え
る
た
め
に
、
も
と
あ
っ
た
首
序
に
「
春
秋
の
筆
法
」
を
用
い
て
手
を
加
え
た
。
し
た
が
っ
て
、
孔
子
に
よ
っ

て
込
め
ら
れ
た
道
德
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
含
ん
で
い
る

―
。

嚴
粲
は
、
詩
篇
と
は
本
來
、
實
際
に
存
在
し
た
人
物
や
出
來
事
に
關
わ
っ
た
、
あ
る
い
は
實
見
し
た
詩
人
に
よ
っ
て
、
特
定
の
讀
者

を
想
定
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
地
域
・
時
代
を
超
え
た
人
類
一
般
に
對
し
て
の
普
遍
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
發
信
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
そ
の
よ
う
な
詩
篇
が
人
類
の
道
德
敎
化
に
資
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か

と
言
え
ば
、
孔
子
が
そ
の
中
に
普
遍
的
な
道
德
的
價
値
を
見
出
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
後
世
の
讀
者
は
詩
篇
を
、

孔
子
が
讀
み
取
っ
た
よ
う
に
讀
む
こ
と
で
は
じ
め
て
道
德
的
敎
え
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
小
序
首
句
に

從
っ
て
讀
む
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
嚴
粲
の
認
識
で
は
圖
（
に
示
し
た
と
お
り
、
詩
の
本
義
の
仕
切
り
は
小
序
首
句
と
第

二
句
以
下
の
閒
に
置
か
れ
、
か
つ
小
序
首
句
に
は
詩
人
の
意
と
聖
人
の
志
の
二
種
類
の
性
格
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

小
序
首
句
に
こ
の
よ
う
な
二
重
の
性
格
を
認
め
た
こ
と
が
、
同
時
に
詩
篇
の
意
味
の
多
層
性
に
つ
い
て
明
晰
な
認
識
を
抱
く
こ
と
に

も
繋
が
り
、
歐
陽
脩
「
本
末
論
」
で
は
い
ま
だ
曖
昧
さ
を
殘
し
て
い
た
「
詩
人
の
意
」、
つ
ま
り
詩
の
原
義
と
「
聖
人
の
志
」、
つ
ま
り
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道
德
的
意
義
と
を
辨
別
し
て
詩
篇
解
釋
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
詩
篇

か
ら
道
德
的
敎
訓
を
受
け
取
る
に
は
小
序
首
句
に
表
れ
た
孔
子
の
敎
え
を
讀
み

取
り
そ
れ
に
從
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
回
路
を
明
確
化
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
れ
と
は
別
に
そ
の
道
德
性
に
拘
り
す
ぎ
る
こ
と
な
く
「
詩
人
の
意
」

を
追
求
す
る
た
め
に
、
詩
本
體
に
向
き
合
い
、
加
え
て
太
史
が
小
序
首
句
に
書

き
記
し
た
情
報
を
參
考
に
し
つ
つ
讀
解
す
る
と
い
う
も
う
一
つ
の
回
路
を
獲
得

す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
、
彼
は
小
序
第
二
句
以
下
の
記
述

の
中
か
ら
も
、
彼
が
正
し
い
と
認
め
た
事
柄
を
選
別
し
て
詩
篇
解
釋
に
活
用
し

て
い
る
が
（。
こ
の
意
味
で
彼
は
、
詩
篇
の
解
釋
方
法
に
新
た
な
展
開
を
も
た

ら
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る（
（1
（

。

こ
れ
は
、
朱
熹
と
は
對
照
的
で
あ
る
。
朱
熹
は
、
小
序
に
據
ら
ず
に
詩
篇
の

内
容
そ
れ
自
體
か
ら
詩
の
意
味
を
捉
え
よ
う
と
し
た
。
か
つ
、
詩
經
を
孔
子
が

道
德
的
目
的
の
た
め
に
編
纂
し
た
と
も
考
え
て
い
た
。
ま
た
彼
は
、
い
わ
ゆ
る

淫
詩
と
い
う
例
外
的
な
詩
篇
の
解
釋
が
反
面
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、

作
者
と
主
人
公
と
を
同
一
視
し
、
作
者
が
詩
篇
の
中
で
普
遍
的
な
道
德
を
說
い

て
い
る
と
捉
え
る
傾
向
を
強
く
持
っ
て
い
た（
11
（

。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
朱
熹
は

詩
篇
の
作
者
を
道
德
的
な
人
格
者
と
し
て
捉
え
（
淫
詩
の
作
者
は
例
外
（、
詩

自
體
か
ら
道
德
的
意
義
を
讀
み
取
ろ
う
と
し
た
が
、
そ
の
結
果
、
登
場
人
物
の

圖 5　嚴粲における本義とそれ以外とを隔てる仕切り

詩篇の本義

詩篇の原義

詩篇の内部

小序首句
撰述・潤色

詩
中
敘
述
者

主
人
公

作
者

太
史（
小
序
　
首
句
撰
者
）

孔
子
　
詩
經
編
纂
者

小
序
　
第
二
句
以
降
撰
者

鄭
玄

毛
公
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人
間
性
に
つ
い
て
の
彼
の
理
解
に
は
大
き
な
特
徵
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

朱
熹
は
、
淫
詩
に
お
い
て
主
人
公
の
言
動
を
よ
り
讀
者
の
反
感
を
招
き
や
す
い
も
の
と
し
て
解
釋
す
る
例
が
目
立
つ
。
例
え
ば
、
鄭

風
「
狡
童
」
の
「
維
子
之
故
、
使
我
不
能
餐
兮
」
の
句
に
つ
い
て
、
詩
句
に
反
語
を
現
す
語
が
な
い
に
も
關
わ
ら
ず
反
語
と
し
て
解
釋

す
る
こ
と
で
、
男
に
棄
て
ら
れ
て
も
悲
歎
に
暮
れ
る
ど
こ
ろ
か
捨
て
臺
詞
を
吐
く
女
性
像
を
讀
み
取
り
、
讀
者
の
同
情
心
が
呼
び
覺
ま

さ
れ
る
芽
を
摘
ん
で
い
る（
1（
（

。
も
ち
ろ
ん
、
朱
熹
が
「
狡
童
」
の
こ
の
句
を
反
語
と
し
て
解
釋
し
た
の
は
、
本
詩
の
次
に
位
置
し
、
や
は

り
淫
詩
と
し
て
朱
熹
の
考
え
る
「
褰
裳
」
に
、「
子　

我
を
思
は
ず
ん
ば
、
豈
に
他
人
無
か
ら
ん
や
（
子
不
我
思
、
豈
無
他
人
（」
と
、

「
淫
亂
な
女
が
、
密
か
に
付
き
合
っ
て
い
る
男
に
言
う
…
…
『
あ
な
た
が
私
を
思
っ
て
く
だ
さ
ら
な
い
の
な
ら
、
他
に
私
を
愛
お
し
く

思
っ
て
く
れ
る
人
が
い
な
い
わ
け
で
も
な
し
、
ど
う
し
て
あ
な
た
じ
ゃ
な
き
ゃ
だ
め
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
し
ら
』
と
（
淫
女
語
其
所

私
者
曰
…
…
子
不
我
思
、
則
豈
無
他
人
之
可
從
而
必
於
子
哉
（」
と
集
傳
に
解
釋
さ
れ
る
詩
句
が
あ
り
、「
狡
童
」
も
こ
れ
と
同
工
異
曲

で
あ
る
と
考
え
た
と
い
う
要
因
も
確
か
に
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
そ
う
で
あ
っ
て
も
こ
こ
か
ら
は
次
の
結
論
が
引
き
出
さ
れ
る

―
淫

詩
を
作
っ
た
女
性
は
一
樣
に
劣
悪
な
性
格
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
と
、
朱
熹
が
見
な
し
て
い
た

―
。
こ
れ
は
淫
詩
說
と
い
う
考
え
方
自

體
が
、
登
場
人
物
の
個
性
の
多
樣
性
を
受
け
入
れ
に
く
い
性
質
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
も
起
因
す
る
が
、
同
時
に
そ
の
よ
う
な
解
釋
認

識
を
導
入
し
た
朱
熹
自
身
も
、
詩
篇
の
作
者
や
登
場
人
物
の
多
樣
な
個
性
や
複
雜
で
繊
細
な
感
情
を
讀
み
取
る
こ
と
へ
の
關
心
が
薄
く
、

登
場
人
物
の
性
格
を
善
か
惡
か
と
い
う
二
元
論
的
に
類
型
化
し
て
捉
え
る
傾
向
が
強
か
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

嚴
粲
は
朱
熹
と
異
な
り
、
詩
篇
の
作
者
は
具
體
的
な
相
手
に
讀
ま
せ
そ
の
心
を
動
か
す
た
め
に
詩
を
作
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
書

か
れ
た
内
容
は
作
者
そ
れ
ぞ
れ
が
直
面
す
る
狀
況
を
反
映
し
て
個
別
性
、
特
殊
性
の
高
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
し
た
が
っ
て
、
詩

篇
の
解
釋
に
お
い
て
は
、
特
殊
な
狀
況
に
置
か
れ
た
具
體
的
な
人
間
の
行
動
、
善
惡
の
基
準
で
割
り
切
れ
な
い
微
妙
で
纖
細
な
感
情
や

思
念
を
讀
み
取
る
こ
と
が
重
要
な
任
務
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
。
こ
の
よ
う
に
、
詩
篇
か
ら
登
場
人
物
や
作
者
の
個
性
や
感
情
を
讀
み
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取
る
こ
と
を
自
身
の
詩
經
解
釋
の
中
心
的
テ
ー
マ
に
据
え
た
。
そ
し
て
、
彼
が
尊
序
の
立
場
を
と
り
右
に
述
べ
た
よ
う
な
二
重
の
回
路

を
設
定
し
た
こ
と
が
、
こ
の
よ
う
な
讀
解
を
可
能
に
す
る
た
め
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
嚴
粲
は
朱
熹
の
人
閒
理
解
と
は
對

照
的
な
考
え
方
を
持
っ
て
詩
篇
解
釋
に
臨
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
視
點
を
變
え
る
と
嚴
粲
の
解
釋
認
識
は
、
朱
熹
の
淫
詩
說
の
考
え
方
を
援
用
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
淫
詩
說
に
見
ら
れ
る
意
味
の
發
信
者
と
受
信
者
の
相
互
關
係
と
、
嚴
粲
に
お
け
る
作
者
と
彼
が

想
定
す
る
讀
者
と
の
相
互
關
係
と
は
相
似
形
を
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

嚴
粲
は
詩
篇
の
讀
者
と
し
て
二
種
類
の
讀
者
を
想
定
し
た
。
一
つ
は
後
世
の
讀
者
で
あ
る
。
こ
の
讀
者
は
詩
篇
を
儒
敎
の
經
典
で
あ

る
詩
經
の
一
篇
と
し
て
受
容
す
る
。
彼
ら
は
、
孔
子
の
提
示
し
た
讀
み
の
指
針
に
基
づ
い
て
詩
篇
か
ら
普
遍
的
な
道
德
を
讀
み
取
ろ
う

と
す
る
。

も
う
一
つ
は
、
詩
篇
の
作
者
が
そ
の
詩
を
讀
ん
で
も
ら
お
う
と
思
っ
た
そ
も
そ
も
の
讀
者
で
あ
る
。
こ
の
讀
者
は
限
定
さ
れ
た
讀
者

で
あ
り
、
歷
史
的
な
一
回
性
を
持
っ
た
個
別
的
な
讀
者
で
あ
り
、
作
者
と
何
ら
か
の
現
實
的
な
關
係
を
有
す
る
讀
者
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
嚴
粲
を
含
む
後
世
の
讀
者
（
當
然
我
々
も
含
ま
れ
る
（
は
、
詩
篇
を
讀
む
こ
と
を
作
者
が
豫
期
し
な
か
っ
た
、
言
わ
ば
招
か
れ
ざ

る
客
で
あ
る
（
孔
子
が
、
作
者
の
想
定
か
ら
逸
脱
す
る
形
で
、
後
世
の
人
間
を
も
讀
者
と
し
て
卷
き
込
む
た
め
に
詩
篇
を
詩
經
に
編
入

し
た
の
で
あ
る
（。
作
者
は
、
彼
が
想
定
す
る
限
定
的
で
個
別
的
な
讀
者
に
傳
え
る
た
め
に
表
現
に
工
夫
を
凝
ら
す
。
そ
の
工
夫
が
詩

篇
の
修
辭
に
結
晶
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
嚴
粲
は
、
詩
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
具
と
し
て
作
ら
れ
た
と
捉
え
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
圓
滑
な
實
現
の
た
め
に
作
者
が
ど
の
よ
う
な
戰
略
と
技
法
を
用
い
た
か
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
。
彼
の
考
え
に
從
う
な
ら
ば
、

詩
の
作
者
は
、
彼
の
想
定
す
る
讀
者
が
詩
を
讀
ん
で
ど
の
よ
う
な
反
應
を
す
る
か
を
豫
想
し
つ
つ
、
自
身
が
期
待
す
る
反
應
を
す
る
よ

う
讀
者
を
導
く
た
め
に
表
現
の
仕
方
を
工
夫
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
擧
げ
た
諸
例
に
表
れ
て
い
る
。
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淫
詩
說
は
、
詩
を
讀
ん
だ
者
が
い
か
に
反
應
す
る
か
を
豫
想
し
、
そ
の
よ
う
な
受
容
―
反
應
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
讀
者
の
心
の
中
に
發

動
す
る
の
を
見
越
し
て
、
孔
子
が
淫
詩
を
詩
經
に
編
入
し
た
と
考
え
る
說
で
あ
る
。
讀
者
の
反
應
と
、
そ
れ
を
喚
起
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
編
者
の
意
圖
と
い
う
相
互
作
用
を
根
幹
に
し
た
認
識
で
あ
る
。
情
報
の
發
信
者
が
受
信
者
の
特
定
の
反
應
を
期
待
し
、
そ
れ
を

導
く
た
め
に
工
夫
を
凝
ら
す
と
い
う
點
で
、
嚴
粲
の
作
者
と
讀
者
の
關
係
と
相
似
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
嚴
粲
は
淫
詩
說
の
受
容
―
反
應
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
取
り
入
れ
た
、
た
だ
し
彼
は
朱
熹
と
は
異
な
り
、
こ
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
を
詩
經
編
纂
の
局
面
だ
け
で
は
な
く
、
作
者
の
作
詩
の
時
點
に
お
い
て
も
適
用
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
彼
は
淫
詩
說
に
見
ら
れ
る
受
容
者
の
反
應
お
よ
び
そ
れ
を
見
越
し
た
發
信
者
の
行
動
と
い
う
相
互
作
用
を
、
詩
篇
の
創
作
論

と
し
て
應
用
し
、
作
者
が
特
定
の
讀
者
（
聞
き
手
（
の
反
應
を
豫
想
し
そ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
し
て
表
現
の
工
夫
を
す
る
と

い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
再
生
利
用
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、『
正
義
』
に
見
ら
れ
た
、
詩
人
の
意
の
中
に
、
詩
中
の
主
人
公
、
語
り
手
、
作
者
と
い
っ
た
複
數
の
異
な
る
人
格
の
存
在

を
認
め
る
解
釋
が
想
起
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
詩
句
に
詠
わ
れ
た
登
場
人
物
の
言
動
に
對
し
て
語
り
手
が
、
あ
る
い
は
語
り
手

の
語
っ
て
い
る
内
容
、
語
り
方
に
對
し
て
作
者
が
、
と
い
う
よ
う
に
外
側
の
人
格
が
内
側
の
人
格
に
對
し
て
批
評
的
態
度
を
示
す
と
解

釋
さ
れ
る
。『
正
義
』
に
お
い
て
は
い
ま
だ
内
側
の
人
格
が
外
側
の
人
格
に
反
應
を
示
し
た
り
、
外
側
の
人
格
が
内
側
の
人
格
と
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
ろ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
考
え
方
は
希
薄
で
雙
方
向
性
は
強
く
な
い
が
、
そ
こ
に
は
、
外
側
か
ら
内
側
に
對
す

る
視
線
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
、
淫
詩
說
か
ら
學
ん
だ
受
容
―
反
應
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
導
入
す
れ
ば
、
詩
人
の
意
の
内
部
に
お

い
て
、
詩
人
が
特
定
の
讀
者
の
具
體
的
な
反
應
を
引
き
出
す
た
め
に
、
意
圖
的
に
詠
い
方
を
工
夫
し
て
詩
を
作
る
と
い
う
、
嚴
粲
の
認

識
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、『
正
義
』
も
ま
た
嚴
粲
の
解
釋
認
識
の
淵
源
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

受
容
―
反
應
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
朱
熹
の
淫
詩
說
と
同
樣
に
、
詩
經
の
編
者
（
す
な
わ
ち
孔
子
（
と
讀
者
と
の
閒
に
適
用
し
た
と
考
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え
ら
れ
る
例
が
『
詩
緝
』
に
見
ら
れ
る
。
唐
風
「
無
衣
」
序
に
「
晉
の
武
公
を
美
む
（
美
晉
武
公
（」
と
、
晉
君
を
弑
殺
し
そ
の
地
位

を
簒
奪
し
た
曲
沃
の
武
公
を
美
め
た
詩
で
あ
る
と
あ
り
、
あ
た
か
も
こ
の
序
の
撰
者
が
（
そ
し
て
そ
れ
を
道
德
的
見
地
か
ら
書
き
改
め

る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
傳
え
た
孔
子
も
（
簒
奪
者
に
對
し
て
何
ら
道
德
的
批
判
を
行
っ
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
は
小
序

首
句
に
は
詩
篇
の
道
德
的
讀
解
の
指
針
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
、
嚴
粲
の
認
識
を
當
て
嵌
め
れ
ば
、
序
の
撰
者
（
お
よ
び
孔
子
（

は
こ
の
序
を
讀
ん
だ
讀
者
が
こ
れ
に
違
和
感
を
抱
く
だ
ろ
う
こ
と
を
見
越
し
、
讀
者
が
自
ら
詩
の
内
容
に
反
撥
し
、
自
ら
道
德
的
に
考

え
る
よ
う
誘
導
す
る
た
め
に
、
故
意
に
こ
の
よ
う
な
書
き
方
を
し
た
（
孔
子
に
お
い
て
は
國
史
の
書
い
た
序
を
修
正
せ
ず
に
殘
し
た
（

と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
朱
熹
の
淫
詩
說
と
同
樣
に
、
讀
者
の
道
德
的
反
撥
と
道
德
的
自
覺
を
見
越
し
た
小
序
の
撰
者

の
著
述
行
爲
、
孔
子
の
編
集
行
爲
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る（
11
（

。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
嚴
粲
は
、『
正
義
』、
歐
陽
脩
、
朱
熹
そ
れ
ぞ
れ
意
味
の
多
層
性
に
關
す
る
理
論
を
統
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
身
の
詩
經
解
釋
の
視
點
と
方
法
論
を
確
立
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
歐
陽
脩
が
「
本
末
論
」
で
本
義
と
し
て

一
括
り
に
し
た
「
詩
人
の
意
」
と
「
聖
人
の
志
」
の
差
異
を
明
確
化
し
辨
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詩
篇
自
體
か
ら
普
遍
的
な
儒
敎
道

德
を
讀
み
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
拘
束
か
ら
解
放
さ
れ
、
作
詩
の
狀
況
と
作
者
の
意
圖
と
い
う
個
別
的
具
體
的
な
問
題
の
解

明
に
精
力
を
傾
注
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
作
詩
の
狀
況
と
作
者
の
意
圖
の
解
明
に
お
い
て
は
、
朱
熹
の
淫
詩
說
の
發

信
者
と
受
容
者
と
の
相
互
關
係
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
朱
熹
詩
經
學
に
は
な
か
っ
た
作
者
の
同
情
と
配
慮
に
溢
れ
た
細
や
か
な

人
間
性
と
、
登
場
人
物
そ
れ
ぞ
れ
が
置
か
れ
た
狀
況
と
多
樣
な
性
格
を
讀
み
取
る
解
釋
姿
勢
を
實
現
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
上
を
示
し
た
の
が
圖
（
で
あ
る
。

朱
熹
が
反
序
の
旗
幟
を
鮮
明
に
し
た
『
詩
集
傳
』
を
執
筆
す
る
以
前
に
、
尊
序
の
立
場
に
立
っ
た
詩
經
注
釋
（
い
わ
ゆ
る
『
詩
集

解
』（
を
著
し
て
お
り
、
そ
の
逸
文
が
『
呂
氏
家
塾
讀
詩
記
』
の
他
、
嚴
粲
の
『
詩
緝
』
な
ら
び
に
彼
と
同
時
代
の
段
昌
武
『
毛
詩
集
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解
』
に
引
用
さ
れ
て
今
に
傳
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
朱
熹
の
詩
經
に
つ

い
て
の
認
識
、
詩
篇
解
釋
の
理
念
や
方
法
の
變
化
の
樣
子
を
窺
う
た
め
の
資

料
と
し
て
貴
重
で
あ
る（
11
（

。
筆
者
は
そ
の
整
理
を
試
み
る
中
で
、
以
下
の
よ
う

な
事
例
を
紹
介
し
た（
11
（

。

召
南
「
鵲
巢
」
序
に
、「『
鵲
巢
』
は
、
夫
人
の
德
を
詠
っ
た
詩
で
あ
る

（
鵲
巢
夫
人
之
德
也
（」
と
言
う
も
の
の
、
贊
美
さ
れ
て
い
る
夫
人
と
は
い
っ

た
い
誰
な
の
か
に
つ
い
て
は
具
體
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
つ
い

て
朱
熹
は
、
反
序
の
立
場
か
ら
小
序
を
批
判
的
に
分
析
し
た
「
詩
序
辨
說
」

の
中
で
は
、
本
詩
が
作
ら
れ
た
の
が
は
る
か
昔
で
、
序
の
撰
者
は
誰
の
こ
と

を
歌
っ
た
詩
な
の
か
不
明
だ
っ
た
の
で
書
か
な
か
っ
た
だ
け
と
說
明
し
て
い

る
が
、『
詩
緝
』『
毛
詩
集
解
』
兩
書
に
引
か
れ
る
そ
の
舊
說
で
は
次
の
よ
う

に
言
っ
て
い
る

―
「
鵲
巢
」
は
本
來
は
實
際
に
存
在
し
た
特
定
の
諸
侯
の

夫
人
を
贊
美
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
詩
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
讀
ん
だ
周
公

旦
が
、
詩
中
に
贊
美
さ
れ
た
德
は
す
べ
て
の
夫
人
が
身
に
つ
け
る
べ
き
も
の

だ
と
考
え
て
、
人
々
の
敎
化
の
具
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
だ

―
と
。

こ
こ
で
は
、
詩
人
の
意
圖
と
し
て
は
一
個
人
を
贊
美
す
る
一
時
的
な
目
的

し
か
な
か
っ
た
詩
に
對
し
て
、
作
者
以
外
の
人
物
が
諸
侯
の
夫
人
一
般
に
通

用
す
る
普
遍
的
意
義
を
付
與
し
た
と
い
う
認
識
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
朱
熹
の

圖 6　詩篇の意味の多層性についての嚴粲の認識

詩の本義 =詩經の一篇としての意義

詩の原義

詩人の意

レトリック
（言外の意を
含む）

小序（首句）

刪詩

保管
解説

太史

原小序
撰述

小序を加工

孔子

個別的、
具體的な
メッセージ
の送出

普遍的な
道德的
意義を
付與

普遍的な
メッセージ
の送出

豫想

個別的、具體的な讀者

豫
想

反
應

道
德
的
反
應

普
遍
的
な
讀
者

詩中の語り手
／主人公
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舊
說
は
、
本
稿
第
（
節
で
擧
げ
た
、
作
詩
の
意
と
は
別
に
編
詩
の
意
が
あ
る
と
す
る
『
正
義
』
の
說
を
淵
源
と
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
右

に
考
察
し
た
嚴
粲
の
詩
篇
認
識
と
相
近
い
。
こ
こ
か
ら
も
、
嚴
粲
の
解
釋
認
識
が
彼
以
前
の
詩
經
學
の
思
惟
を
總
合
し
て
成
り
立
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（　

遍
在
す
る
第
三
の
「
内
―
外
」

「
言
外
の
意
」
と
は
、
詩
篇
に
は
言
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
内
容
（
か
り
に
こ
れ
を
「
言
内
の
意
」
と
稱
す
る
（
以
外
に
、
隱
れ

た
、
あ
る
い
は
表
現
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
に
置
か
れ
た
意
味
が
存
在
し
、
か
つ
そ
れ
こ
そ
が
作
者
の
眞
意
を
捉
え
る
た
め
に
不
可

缺
の
要
素
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
ま
た
「
内
」
と
「
外
」
と
の
對
比
が
現
れ
る
。「
言
内
の
意
―
言
外
の
意
」
と

い
う
認
識
は
、
前
節
ま
で
に
見
た
二
種
類
の
「
内
―
外
」
と
ど
の
よ
う
な
差
異
と
關
係
を
持
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

詩
篇
の
内
在
的
意
味
と
外
在
的
意
味
は
、
作
者
の
作
詩
行
爲
に
焦
點
を
合
わ
せ
た
内
―
外
で
あ
り
、
詩
篇
か
ら
抽
出
さ
れ
る
も
ろ
も

ろ
の
意
味
羣
に
對
し
て
、
作
者
が
詩
篇
に
込
め
た
意
味
か
否
か
と
い
う
觀
點
か
ら
境
界
綫
を
引
く
考
え
方
で
あ
る
。
詩
の
本
義
と
末
義

は
、
儒
敎
的
觀
點
か
ら
認
定
さ
れ
た
内
―
外
で
あ
り
、
敎
化
の
意
義
を
有
す
る
の
は
ど
こ
ま
で
か
と
い
う
觀
點
か
ら
境
界
線
を
引
く
考

え
方
で
あ
る
。

こ
れ
に
對
し
て
「
言
内
の
意
―
言
外
の
意
」
は
、
表
現
に
關
わ
る
内
―
外
で
あ
り
、
あ
る
意
味
が
詩
句
表
現
か
ら
抽
出
さ
れ
る
も
の

な
の
か
、
表
現
の
背
後
、
あ
る
い
は
表
現
と
表
現
の
閒
の
空
白
か
ら
立
ち
現
れ
る
も
の
な
の
か
と
い
う
點
に
焦
點
を
合
わ
せ
た
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
前
二
種
と
は
全
く
異
な
る
觀
點
に
よ
る
「
内
―
外
」
な
の
で
、
一
方
の
内
―
外
の
中
に
も
う
一
種
類
の
内
―
外
が
出

現
す
る
こ
と
は
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
内
在
的
意
味
で
あ
る
「
詩
人
の
意
」
を
例
に
と
っ
て
言
え
ば
、
そ
の
中
に
は
詩
篇
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の
作
者
に
よ
っ
て
詩
句
上
に
表
現
さ
れ
た
意
味
も
あ
れ
ば
、（
意
圖
的
か
意
圖
的
で
な
い
か
に
關
わ
ら
ず
（
表
現
さ
れ
ぬ
ま
ま
秘
め
ら

れ
た
意
味
も
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
視
點
を
變
え
、
讀
者
の
讀
書
行
爲
と
い
う
局
面
か
ら
、
こ
の
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。
讀
者
が
あ
る
詩
篇
を
讀
ん
で
そ
の
中

の
詩
句
表
現
か
ら
直
接
的
に
意
味
を
了
解
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
詩
句
の
裏
を
讀
み
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
作
者
が
何
を
言
わ

ん
と
し
て
い
る
か
探
り
當
て
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
か
り
に
讀
み
取
っ
た
の
が
作
者
の
意
圖
し
た
も
の
と
は
異
な
る
意

味
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
讀
者
の
意
識
と
し
て
は
そ
れ
ら
を
あ
る
い
は
「
言
内
の
意
」、
あ
る
い
は
「
言
外
の
意
」
と
し
て
受
け
取
っ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
實
際
問
題
と
し
て
は
、「
言
内
の
意
」「
言
外
の
意
」
は
必
ず
し
も
詩
篇
の
作
者
の
意
圖
し
た
意
味
に

限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

そ
の
觀
點
か
ら
す
れ
ば
、
本
來
詩
篇
の
一
讀
者
で
あ
っ
た
孔
子
が
作
者
の
意
圖
と
は
別
に
詩
篇
に
見
出
し
た
道
德
的
敎
訓
に
つ
い
て
、

そ
れ
が
詩
句
か
ら
自
然
に
讀
み
取
れ
る
の
で
あ
れ
ば
「
言
内
の
意
」
と
捉
え
、
詩
句
と
詩
句
と
の
閒
の
空
白
に
文
脈
と
し
て
讀
み
取
れ

る
も
の
を
「
言
外
の
意
」
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
作
者
に
よ
る
「
言
外
の
意
」
だ
け
で
は
な
く
、
詩
經
の
編

者
孔
子
に
よ
る
「
言
外
の
意
」
と
い
う
も
の
も
あ
り
得
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
詩
篇
を
儒
敎
經
典
た
る
詩
經
の
一
篇
と
し
て
讀
み
、

そ
こ
か
ら
「
こ
う
讀
み
取
る
は
ず
だ
／
讀
み
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
道
德
的
敎
訓
を
得
る
こ
と
が
文
化
的
に
も
社
會
的
に

も
な
に
よ
り
も
要
請
さ
れ
る
環
境
の
中
で
は
、
讀
者
が
「
言
内
の
意
」「
言
外
の
意
」
と
捉
え
た
も
の
が
、
作
者
の
意
圖
に
屬
す
る
も

の
か
否
か
は
最
重
要
の
問
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
詩
經
解
釋
に
お
け
る
「
言
内
の
意
」―「
言

外
の
意
」
と
い
う
視
點
に
立
っ
た
意
味
理
解
は
詩
人
の
意
に
從
屬
す
る
も
の
で
は
な
く
、
孔
子
、
小
序
、
注
釋
者
な
ど
な
ど
の
言
說
に

偏
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、「
言
内
の
意
」
―
「
言
外
の
意
」
は
上
述
の
二
種
類
の
「
内
」
―
「
外
」
の
す
べ
て
の
意
味

の
位
相
に
存
在
し
得
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
見
方
を
推
し
進
め
れ
ば
、『
論
語
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
孔
子
の
弟
子
た
ち
に
よ
る
「
斷
章
取
義（
11
（

」
的
理
解
、
例
え
ば

「
學
而
」
篇
に
見
え
る
「
切
磋
琢
磨
」
に
つ
い
て
の
子
貢
の
讀
解（
11
（

も
、
孔
子
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
詩
篇

か
ら
讀
み
取
る
べ
き
意
味
と
し
て
充
分
な
存
在
價
値
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
な
る
と
、
斷
章
取
義
も
儒
敎
經
典
と
し
て
の
詩
篇
の

意
味
の
系
列
に
組
み
込
ま
れ
る
可
能
性
が
生
ま
れ
る
。
日
本
江
戸
期
の
詩
經
學
に
お
い
て
、
斷
章
取
義
的
解
釋（
11
（

を
大
い
に
顯
彰
し
た
の

も
、
特
殊
で
例
外
的
な
こ
と
で
は
な
く
、
意
味
の
多
層
性
と
本
義
と
の
關
係
に
つ
い
て
の
儒
學
的
認
識
を
基
盤
に
し
た
も
の
と
し
て
理

解
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

詩
篇
の
學
者
間
の
解
釋
の
繼
承
關
係
を
考
え
る
時
に
は
、
こ
の
よ
う
な
見
方
を
導
入
し
た
方
が
、
學
術
史
的
に
よ
り
自
然
に
說
明
で

き
る
ケ
ー
ス
が
あ
る（
11
（

。
例
え
ば
、
嚴
粲
の
唐
風
「
無
衣
」
な
ど
の
解
釋
に
見
ら
れ
る
準
類
淫
詩
說
は
、
本
詩
を
「
言
内
の
意
」
―
「
言

外
の
意
」
と
い
う
圖
式
で
捉
え
、
作
者
が
讀
者
に
嫌
惡
や
警
戒
の
反
應
を
抱
か
せ
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
反
逆
者
に
與
す
る
詩
中
の
語

り
手
の
言
葉
を
假
構
し
て
い
る
と
說
明
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
淵
源
と
考
え
ら
れ
る
朱
熹
の
類
淫
詩
說
で
は
、
叛
逆
者
に
同
調
す
る
者

が
作
者
と
さ
れ
、
孔
子
が
そ
の
よ
う
な
不
道
德
な
詩
を
詩
經
に
編
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
讀
者
に
嫌
惡
感
を
抱
か
せ
る
こ
と
を
狙
っ
た

と
考
え
る
。
兩
者
が
本
詩
に
見
出
す
道
德
的
意
義
・
機
能
は
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
作
者
の
意
圖
に
發
す
る
と
考
え
る
か
否
か

に
拘
泥
せ
ず
、
兩
說
と
も
「
言
内
の
意
」
―
「
言
外
の
意
」
と
い
う
圖
式
を
用
い
た
解
釋
と
捉
え
る
方
が
、
朱
熹
と
嚴
粲
の
學
的
繼
承

關
係
を
說
明
す
る
上
で
有
效
で
あ
ろ
う
。

ま
た
例
え
ば
、
前
節
で
例
示
し
た
嚴
粲
の
衛
風
「
碩
人
」
の
解
釋
は
、
主
君
の
道
德
的
覺
醒
を
期
待
し
て
作
者
が
故
意
に
眞
意
を
隱

し
事
實
と
食
い
違
う
表
現
を
し
た
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、「
言
内
の
意
」
―
「
言
外
の
意
」
認
識
を
用
い
た
典
型
例
で
あ
り
、

こ
こ
で
は
表
現
と
乖
離
す
る
作
者
の
意
圖
が
「
言
外
の
意
」
と
し
て
込
め
ら
れ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
詩
の
内
在
的
意
味
に
お
け
る
乖
離

か
ら
個
別
的
・
具
體
的
な
道
德
的
意
義
が
生
ま
れ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
朱
熹
の
淫
詩
說
に
據
れ
ば
、
淫
詩
は
そ
の
作
者
が
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込
め
た
意
味
そ
れ
自
體
に
は
敎
化
の
意
義
は
な
い
、
と
言
う
よ
り
世
を
誤
ら
せ
る
害
毒
と
さ
え
な
り
か
ね
な
い
が
、
そ
れ
を
孔
子
は
讀

者
の
嫌
惡
感
を
喚
起
す
る
と
い
う
、
作
者
の
意
圖
と
は
眞
逆
の
方
向
で
讀
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
類
一
般
に
對
す
る
敎
化
の
力
を
發

揮
す
る
こ
と
を
期
待
し
詩
經
の
一
篇
と
し
て
編
入
し
た
。
こ
れ
を
、
編
者
孔
子
に
よ
っ
て
作
者
の
意
圖
と
乖
離
す
る
「
言
外
の
意
」
が

詩
篇
に
付
與
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

嚴
粲
の
「
碩
人
」
解
釋
と
朱
熹
の
淫
詩
說
は
、
作
者
と
編
者
の
差
異
を
捨
象
す
れ
ば
、
い
ず
れ
も
「
言
外
の
意
」
か
ら
詩
篇
の
道
德

的
意
義
が
生
ま
れ
る
と
考
え
る
點
で
認
識
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
一
見
淫
詩
說
と
は
無
關
係
に
見
え

る
嚴
粲
の
解
釋
も
や
は
り
朱
熹
の
淫
詩
說
に
觸
發
さ
れ
て
成
立
し
た
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
朱
熹
の
淫
詩
說
の
解
釋
學

史
的
影
響
を
考
察
す
る
上
で
も
、「
言
内
の
意
」
―
「
言
外
の
意
」
を
作
者
の
意
圖
に
限
定
せ
ず
、
編
者
や
そ
の
他
の
意
味
の
生
み
出

し
手
に
擴
張
す
る
こ
と
が
有
效
で
あ
る
こ
と
を
示
す
例
と
言
う
こ
と
が
で
き
る（
11
（

。

＊
＊
＊

　＊
＊
＊

黃
忠
愼
氏
が
指
摘
す
る（

11
（

よ
う
に
、
嚴
粲
は
國
風
の
詩
篇
の
作
者
を
し
ば
し
ば
「
風
人
」
と
呼
び
、「
風
人
」
は
微
婉
な
表
現
を
好
む

と
言
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
微
婉
な
表
現
は
、
思
い
や
り
深
く
感
情
の
細
や
か
な
「
風
人
」
の
心
ば
え
か
ら
生
ま
れ
る
と
も
言
う
。

こ
れ
も
、
彼
の
「
言
外
の
意
」
認
識
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
前
節
で
擧
げ
た
嚴
粲
の
解
釋
の
例
で
、
彼
が
作
者
の
詩
中
の
人

物
に
對
す
る
同
情
や
、
詠
っ
て
聽
か
せ
る
相
手
へ
の
配
慮
を
「
言
外
の
意
」
と
し
て
見
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。

「
言
外
の
意
」
認
識
は
、
そ
れ
を
單
な
る
表
現
技
法
と
し
て
捉
え
る
に
止
ま
ら
ず
、「
言
外
の
意
」
を
詩
篇
に
込
め
た
者
に
對
す
る
關

心
を
喚
起
し
や
す
い
。
作
者
お
よ
び
そ
の
描
き
出
し
た
人
物
の
心
理
や
性
格
、
あ
る
い
は
詩
の
作
ら
れ
た
具
體
的
か
つ
個
別
的
な
狀
況

が
多
種
多
樣
で
あ
る
と
理
解
し
、
そ
れ
に
對
し
て
纖
細
な
關
心
を
生
む
の
で
あ
る
。
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こ
れ
は
、
他
の
二
つ
の
内
―
外
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徵
で
あ
る
。
本
義
―
末
義
の
内
―
外
は
、
儒
敎
的
な
關
心
に
發
し
て
敎
化
の
意

義
の
有
り
無
し
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
作
者
の
個
性
や
作
詩
の
狀
況
の
個
別
性
に
對
す
る
關
心
を
生
じ
る
機
緣
に
乏
し

い
。
先
に
見
た
朱
熹
の
詩
篇
解
釋
に
見
ら
れ
る
人
間
理
解
の
あ
り
方
は
そ
れ
を
よ
く
示
す
も
の
で
あ
る
。

詩
の
内
在
的
意
味
と
外
在
的
意
味
と
い
う
内
―
外
は
、
作
者
が
詩
に
込
め
た
意
味
で
あ
る
か
否
と
い
う
觀
點
に
據
る
も
の
な
の
で
、

本
來
作
者
の
人
間
性
に
對
す
る
關
心
が
惹
起
さ
れ
そ
う
だ
が
、
實
際
に
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
今
後
詳
し
く

考
察
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
一
つ
に
は
歐
陽
脩
「
本
末
論
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
詩
人
の
意
」
と
「
聖
人
の
意
」
と
が
明
確
に
辨

別
さ
れ
な
か
っ
た
、
す
な
わ
ち
作
者
の
意
圖
に
對
す
る
關
心
が
、
儒
敎
的
な
敎
化
の
意
義
か
ら
の
價
値
付
け
の
拘
束
を
受
け
が
ち
に
な

っ
た
こ
と
が
原
因
と
な
っ
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
兩
者
を
分
別
し
た
嚴
粲
に
至
っ
て
、
詩
人
そ
の
も
の
に
對
す
る
關
心
が
自
立
し
、

そ
の
關
心
を
さ
ら
に
發
展
さ
せ
る
效
果
を
擔
っ
て
「
言
外
の
意
」
が
機
能
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、
こ
の
よ
う
な
作
業
假
說
を
立
て
ら
れ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
、
詩
人
の
意
で
あ
る
か
詩
の
語
り
手
あ
る
い
は
詩
中
の
人
物
の
思
い
で
あ
る
か
と
い
う
判
斷
が
、
必
ず
し
も
詩
句
表
現
か

ら
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
詩
篇
の
置
か
れ
た
位
置
や
小
序
の
規
程
な
ど
外
部
の
情
報
か
ら
割
り
出
さ
れ
た
例
も
、『
正
義
』
の
解

釋
に
往
々
に
し
て
見
ら
れ
る（
1（
（

。
そ
の
た
め
に
、
詩
人
や
詩
の
語
り
手
お
よ
び
詩
中
の
人
物
の
細
や
か
な
感
性
の
追
求
に
進
む
契
機
が
失

わ
れ
が
ち
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

嚴
粲
は
、
詩
篇
に
見
ら
れ
る
「
言
外
の
意
」
に
は
詩
人
に
よ
る
意
圖
的
な
も
の
で
は
な
く
、
無
意
識
無
自
覺
の
う
ち
に
詩
に
込
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
も
あ
る
と
も
考
え
た
。
こ
れ
は
、
作
者
が
詩
句
に
表
現
し
き
れ
な
か
っ
た
餘
蘊
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
よ
う
な
「
言
外
の
意
」
認
識
が
生
ま
れ
る
理
由
も
、
彼
が
「
言
外
の
意
」
と
「
風
人
」
と
を
結
び
つ
け
て
考
え
た
こ
と
か
ら

說
明
で
き
る
。
思
い
や
り
深
い
詩
人
の
同
情
や
配
慮
の
結
果
と
し
て
の
「
言
外
の
意
」
と
い
う
理
解
か
ら
、
作
者
の
人
間
味
溢
れ
る
心
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ば
え
に
發
す
る
感
情
が
無
意
識
の
う
ち
に
溢
れ
出
し
た
も
の
と
し
て
「
言
外
の
意
」
を
捉
え
る
捉
え
方
も
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る（
11
（

。

彼
の
こ
の
よ
う
な
認
識
は
「
言
外
の
意
」
を
用
い
た
解
釋
に
發
展
の
可
能
性
を
與
え
る
も
の
と
な
っ
た
。

（　

詩
の
意
味
の
多
層
性
と
言
論
環
境
お
よ
び
道
德
意
識
と
の
關
聯

嚴
粲
が
意
味
の
多
層
性
に
つ
い
て
の
認
識
を
發
展
さ
せ
た
別
の
要
因
と
し
て
、
當
時
の
言
論
環
境
も
關
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。

毛
詩
大
序
の
、「
上
は
以
て
下
を
風
化
し
、
下
は
以
て
上
を
風
刺
す
。
主
文
に
し
て
譎
諫
す
。
言
ふ
者
は
罪
無
し
、
聞
く
者
は
以
て

戒
む
る
に
足
れ
り
。
故
に
風
と
曰
ふ
（
上
以
風
化
下
、
下
以
風
刺
上
、
主
文
而
譎
諫
、
言
之
者
無
罪
、
聞
之
者
足
以
戒
、
故
曰
風
（」

を
、『
詩
緝
』
は
次
の
よ
う
に
解
釋
す
る
。

「
主
文
」
と
は
、
文
辭
に
主
た
る
精
力
を
注
ぎ
、
歌
う
こ
と
が
で
き
る
詞
章
を
作
り
上
げ
、
そ
の
言
葉
を
人
々
に
繰
り
返
し
味

わ
わ
せ
心
を
樂
し
ま
せ
る
。
思
う
に
、『
詩
經
』
は
文
を
主
體
と
し
、『
春
秋
』
は
事
を
主
體
と
す
る
。
人
々
に
そ
の
言
葉
を
繰
り

返
し
味
わ
わ
せ
心
を
樂
し
ま
せ
た
上
で
、
そ
こ
に
諷
諫
の
意
を
込
め
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
物
に
思
い
を
託
し
、
あ
る
い
は
古

の
う
る
わ
し
い
有
樣
を
述
べ
、
言
葉
は
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る
が
、
そ
の
思
い
は
別
の
と
こ
ろ
に
込
め
ら
れ
る
。
實
際
と
は
異
な

る
こ
と
を
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
諫
言
し
、
そ
の
過
失
を
直
接
は
指
摘
し
な
い
。
こ
れ
を
言
っ
た
者
が
罪
を
問
わ
れ
る
こ
と
が
な
い

の
は
そ
の
た
め
で
あ
り
、
こ
れ
を
聞
く
者
が
自
戒
の
材
料
に
す
る
に
足
る
の
で
あ
る
（
主
文
者
謂
主
於
文
辭
、
成
章
可
歌
、
使
人

玩
其
辭
而
樂
之
。
蓋
詩
主
文
而
春
秋
主
事
也
。
既
使
人
玩
其
辭
而
樂
之
、
因
以
寓
其
諷
諫
。
或
托
物
、
或
陳
古
、
言
在
於
此
、
意



33

嚴粲詩經學の二つの回路

寓
於
彼
、
詭
辭
以
諫
而
不
斥
言
其
失
。
言
之
者
所
以
無
罪
、
聞
之
者
亦
足
自
戒
（

こ
こ
で
嚴
粲
は
、
大
序
の
「
主
文
に
し
て
譎
諫
す
」
と
「
言
ふ
者
は
罪
無
し
」
の
因
果
關
係
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
、
前
者
を
後
者

の
實
現
の
た
め
の
、
す
な
わ
ち
詩
人
が
言
論
行
爲
を
安
全
に
遂
行
で
き
る
た
め
の
要
件
と
し
て
具
體
的
に
說
明
し
て
い
る
。
彼
は
、

「
譎
諫
」
の
具
體
的
内
容
と
し
て
、「
托
物
〈
言
い
た
い
こ
と
を
別
の
事
物
に
託
し
て
暗
示
す
る
（」「
陳
古
（
古
の
世
の
圓
滿
具
足
の
有

樣
を
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
今
の
亂
れ
衰
え
た
狀
況
に
對
す
る
批
判
の
思
い
を
暗
示
す
る
（」「
言
在
於
此
、
意
寓
於
彼
（
表
現
と
意
圖
と

を
故
意
に
齟
齬
さ
せ
る
（」「
詭
辭
以
諫
而
不
斥
言
其
失
（
事
實
と
は
異
な
る
こ
と
を
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
諫
め
、
相
手
の
過
失
を
直
接

指
摘
し
な
い
（」
と
、
婉
曲
な
表
現
に
よ
っ
て
眞
意
を
そ
れ
と
な
く
相
手
に
傳
え
る
、
他
で
も
な
い
「
言
外
の
意
」
を
内
に
含
む
種
々

の
修
辭
技
法
を
舉
げ
る
。
そ
れ
ら
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
現
者
の
安
全
が
保
證
さ
れ
、
ま
た
諫
言
の
意
圖
も
實
現
さ
れ
る
と
言

う
。
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
表
現
技
法
は
相
手
の
心
を
樂
し
ま
せ
る
こ
と
を
企
圖
し
て
い
る
が
、
そ
れ
も
單
に
娯
楽
的
な
動
機
に
發
す
る

の
で
は
な
く
、
文
學
的
な
魅
力
を
も
っ
て
相
手
を
魅
了
し
愛
唱
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
諷
諫
の
意
を
ス
ム
ー
ズ
に
届
け
る
と
い
う
現
實

的
な
効
用
も
有
し
て
い
る
。
詩
の
發
信
と
受
容
に
お
け
る
相
互
の
意
志
疎
通
を
效
果
的
に
實
現
す
る
こ
と
が
、
發
信
者
の
身
の
安
全
と

受
信
者
の
改
心
と
に
寄
與
す
る
の
で
あ
る
。

嚴
粲
の
詩
篇
解
釋
で
「
言
外
の
意
」
が
重
視
さ
れ
、
詩
篇
の
作
者
が
言
い
た
い
こ
と
を
故
意
に
隱
し
、
鍵
に
な
る
言
葉
を
詩
中
に
一

語
忍
ば
せ
、
わ
か
る
人
に
は
わ
か
る
と
い
う
技
法
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
の
も
、
表
現
者
の
身
の
安

全
を
守
る
た
め
の
手
段
と
し
て
修
辭
技
法
を
捉
え
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
婉
曲
な
表
現
で
諫
言
の

意
を
傳
え
る
と
い
う
こ
と
が
、
詩
の
意
味
の
多
層
性
を
生
む
こ
と
に
繫
が
っ
て
い
る（
11
（

。

こ
の
點
で
、
嚴
粲
は
朱
熹
と
對
照
的
で
あ
る
。
兩
者
の
認
識
を
比
較
す
る
た
め
に
、
毛
詩
大
序
に
對
す
る
朱
熹
に
よ
る
注
釋
で
あ
る
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「
詩
傳
綱
領
」
か
ら
關
連
箇
所
を
引
用
す
る
。

お
よ
そ
風
に
よ
っ
て
お
上
を
刺
る
者
は
、
み
な
政
治
上
の
事
柄
を
正
面
切
っ
て
言
う
の
で
は
な
く
、
文
飾
を
施
し
た
言
葉
を
表

に
立
て
て
言
う
。
正
面
か
ら
諫
め
る
の
で
は
な
く
、
何
か
に
託
け
て
遠
回
し
に
諫
め
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
風
が
吹
き
物
を
覆
う

よ
う
に
、
吹
き
覆
う
風
も
吹
き
覆
わ
れ
る
物
も
そ
れ
ぞ
れ
意
識
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
物
は
風
に
よ
っ
て
た
し
か
に
動
か
さ
れ

る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
凡
以
風
刺
上
者
、
皆
不
主
於
政
事
、
而
主
於
文
詞
。
不
以
正
諫
、
而
托
意
以
諫
。
若
風
之
被
物
、

彼
此
無
心
、
而
能
有
所
動
也
（

朱
熹
の
解
釋
に
は
、「
譎
諫
」
に
つ
い
て
の
具
體
的
說
明
が
乏
し
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、「
主
文
」
に
つ
い
て
嚴
粲
に
見
ら
れ
た
、

詩
句
を
魅
力
的
な
も
の
に
す
る
た
め
に
修
辭
技
法
を
凝
ら
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
相
手
の
心
を
樂
し
ま
せ
引
き
つ
け
る
と
い
う
說
明
が
な

い
。「
風
の
物
を
被
ふ
に
、
彼
此
心
無
け
れ
ど
も
、
能
く
動
か
す
所
有
る
が
若
く
な
り
」
と
い
う
言
い
方
は
、
表
現
者
と
受
容
者
と
の

詩
を
通
し
て
の
心
理
的
交
流
が
想
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
窺
わ
せ
、
詩
篇
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
性
に
對
す
る
關
心
が
朱
熹
に
は

薄
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
朱
熹
の
說
明
に
は
、
大
序
の
「
言
ふ
者
罪
無
し
」
に
關
す
る
解
說
が
さ
れ
て
い
な
い
。
こ

れ
は
、
危
險
を
回
避
し
つ
つ
諫
言
す
る
方
法
と
は
い
か
な
る
も
の
と
い
う
問
題
意
識
が
薄
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
こ
こ
に
詩
の
表
現

の
由
っ
て
來
た
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
朱
熹
と
嚴
粲
の
關
心
の
度
合
い
の
大
き
な
差
異
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
と
合
わ
せ
て
考
え
る
べ
き
も
の
と
し
て
、『
集
傳
』
で
は
、
美
刺
、
特
に
刺
詩
を
注
釋
す
る
際
に
、
作
者
が
對
象
に
ど
う
な
っ

て
ほ
し
い
と
望
ん
で
刺
っ
て
い
る
の
か
、
何
の
た
め
に
刺
る
の
か
と
い
う
考
察
が
な
い
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
嚴
粲
で
あ

れ
ば
、
相
手
を
更
正
さ
せ
る
こ
と
を
願
っ
て
刺
る
と
い
う
、
詩
人
の
目
的
意
識
を
念
頭
に
置
い
て
詩
篇
に
お
け
る
「
刺
」
を
解
釋
す
る
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と
こ
ろ
、『
集
傳
』
に
見
ら
れ
る
「
刺
」
に
は
、
相
手
に
對
す
る
論
評
に
止
ま
り
、
刺
る
相
手
の
罪
惡
を
暴
露
し
糾
彈
す
る
の
に
終
始

し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
批
判
の
た
め
の
批
判
で
あ
り
、
善
惡
を
辨
別
す
る
と
こ
ろ
に
主
眼
が
置
か
れ
、
何
を
目
指
し
て
刺
っ
て
い
る

の
か
、
詩
篇
を
讀
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
に
何
を
働
き
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
何
を
意
圖
し
て
の
「
刺
」
な
の
か
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
は
無
關
心
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る（
11
（

。
こ
こ
に
も
、「
詩
傳
綱
領
」
で
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
朱
熹
に
は
詩
篇
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
性
お
よ
び
作
詩
の
具
體
的
狀
況
や
目
的
意
識
に
つ
い
て
の
關
心
が
薄
か
っ
た
こ
と
が
表
れ
て
い
る
。

内
山
精
也
氏
や
淺
見
洋
二
氏
は
、
北
宋
か
ら
南
宋
に
か
け
て
、
次
第
に
言
論
環
境
が
惡
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
、
文
人
の
詩
歌
創
作

に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る（
11
（

。
詩
經
の
詩
人
が
自
己
の
身
の
安
全
を
確
保
し
な
が
ら
諫
言
を
實
行
す
る
た
め
の

手
段
と
し
て
、
種
々
の
修
辭
表
現
を
使
用
し
た
と
、
嚴
粲
が
說
明
す
る
の
も
、
あ
る
い
は
當
時
の
嚴
し
い
狀
況
下
に
お
け
る
言
論
行
爲

の
困
難
性
に
つ
い
て
の
意
識
が
反
映
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
別
の
見
方
を
す
れ
ば
、
南
宋
の
詩

經
學
者
た
ち
は
政
治
狀
況
や
社
会
環
境
と
い
う
日
々
に
強
ま
っ
て
い
く
外
部
か
ら
の
制
約
條
件
に
束
縛
さ
れ
つ
つ
學
術
活
動
を
遂
行
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
逆
に
そ
の
制
約
條
件
の
も
と
で
嚴
粲
は
、
詩
篇
の
意
味
の
多
層
性
に
つ
い
て
の
思
考
を
深
め

詩
篇
を
よ
り
緻
密
に
解
釋
す
る
た
め
の
方
法
を
磨
き
あ
げ
る
し
た
た
か
さ
を
持
っ
て
い
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
で
は
、
嚴
粲
に
先
立
つ
こ
と
ほ
ど
遠
か
ら
ぬ
朱
熹
の
解
釋
に
、
諫
言
の
危
險
性
に
對
す
る
關
心
が
薄
い
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

假
說
と
し
て
、
宋
代
、
道
德
性
に
對
す
る
要
求
が
嚴
格
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
、
も
う
一
つ
の
状
況
の
方
が
朱
熹
の
詩
篇
解
釋
に
は

よ
り
強
く
反
映
さ
れ
た
結
果
で
は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
を
擧
げ
て
お
き
た
い
。
宋
代
に
な
る
と
學
者
た
ち
が
よ
り
高
度
な
道
德
性
を

儒
敎
の
經
典
テ
キ
ス
ト
に
求
め
て
い
く
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
代
表
格
が
他
な
ら
ぬ
朱
熹
で
あ
る
。
例
え
ば
、
唐
風
「
無
衣
」
序
に
、

本
詩
を
曲
沃
の
武
公
を
美
め
た
詩
と
す
る
の
を
ど
う
解
釋
す
る
か
と
い
う
問
題
に
對
し
て
、
從
來
は
武
公
が
主
君
を
弑
殺
し
國
を
乘
っ

取
っ
た
罪
は
責
め
ら
れ
る
べ
き
だ
が
、
彼
に
は
周
王
朝
に
對
す
る
勤
王
の
態
度
を
見
せ
て
い
た
一
面
も
あ
り
、
詩
人
は
そ
れ
を
取
り
上
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げ
て
美
め
た
の
だ
と
い
う
說
明
が
廣
く
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
朱
熹
以
後
そ
の
よ
う
な
解
釋
は
跡
を
絶
ち
、
武
公
は
天
地
に
容
れ

ら
れ
ざ
る
大
惡
人
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
、
小
序
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
議
論
に
轉
換
し
た（
11
（

。
前
著
で
論
じ
た
、
宋
代
以
降

詩
篇
の
主
人
公
の
言
動
に
國
家
へ
の
強
い
歸
屬
心
を
讀
み
取
り
、
前
代
の
王
を
批
判
す
る
言
說
を
排
す
る
な
ど
の
解
釋
が
盛
行
し
た（
11
（

こ

と
と
合
わ
せ
て
、
學
者
も
内
發
的
に
道
德
的
制
約
を
解
釋
に
課
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
道
德
的
な

要
請
を
詩
篇
の
解
釋
に
反
映
さ
せ
る
た
め
に
、
高
度
な
解
釋
方
法
や
槪
念
を
發
達
さ
せ
て
い
く
現
象
が
見
ら
れ
る
。
刺
ら
れ
る
對
象
の

個
性
、
刺
る
行
爲
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
的
特
徵
に
對
し
て
關
心
を
寄
せ
ず
、
刺
る
／
刺
ら
れ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
を
絶
對
的
な
價
値
觀
の

も
と
に
評
價
し
よ
う
と
す
る
朱
熹
の
態
度
は
、
道
德
的
嚴
格
化
の
傾
向
が
詩
篇
解
釋
に
表
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
言
論
環
境
の
惡
化
、
道
德
的
要
求
の
嚴
格
化
と
い
う
、
相
異
な
る
現
實
社
會
の
風
潮
が
、
詩
經
解
釋
學
の
展
開
に
影

響
を
與
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
詩
經
解
釋
學
史
に
と
っ
て
樣
々
な
要
因
が
そ
の
展
開
を
促
し
た
こ
と
に

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
11
（

。

（　

今
後
の
硏
究
の
た
め
の
作
業
假
說

①

　歷
代
の
詩
經
解
釋
學
の
志
向
性
と
そ
の
關
係

筆
者
は
前
著
「
は
じ
め
に
」
で
、
古
典
中
國
の
詩
經
解
釋
が
現
代
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
解
釋
と
ど
れ
ほ
ど
異
な
る
か
を
說
明
す

る
た
め
に
、
邶
風
「
靜
女
」
の
『
正
義
』
の
解
釋
を
紹
介
し
た
。
參
考
の
た
め
、
そ
の
首
章
の
原
文
・
訓
讀
と
正
義
の
解
釋
に
據
る
私

譯
を
掲
げ
る
。
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靜
女
其
姝　
　
　

靜
女　

其
れ
姝
た
り

俟
我
於
城
隅　
　

我
を
城
隅
に
俟
つ

愛
而
不
見　
　
　

愛
す
れ
ど
も
見
え
ず

掻
首
踟
躕　
　
　

首
を
掻
き
て
踟
躕
す

心
正
し
く
し
と
や
か
な
こ
の
娘
は
ま
こ
と
に
美
し
い
。

彼
女
は
常
に
禮
儀
を
守
っ
て
行
動
し
、
自
ら
を
守
る
こ
と
城
壁
の
ご
と
く
で
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
威
嚴
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。

か
く
も
淑
德
に
あ
ふ
れ
て
い
る
彼
女
を
私
は
心
よ
り
慕
わ
し
く
思
い
、
わ
が
主
君
の
妃
に
し
た
い
も
の
と
思
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
彼
女
が
い
っ
こ
う
に
姿
を
見
せ
て
く
れ
な
い
の
で
私
は
頭
を
か
き
な
が
ら
た
ち
も
と
お
る
。

譯
文
中
、
波
線
を
附
し
た
の
は
現
代
の
解
釋
と
は
詩
句
の
解
釋
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
破
線
を
附
し
た
の
は
、
詩
句
に
は

表
れ
ず
、
詩
句
と
詩
句
と
の
閒
に
隱
さ
れ
た
文
脈
を
疏
家
が
補
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
古
典
中
國
の
詩
經
學
者
が
こ
の
よ
う

な
方
法
を
用
い
て
詩
篇
か
ら
道
德
的
意
義
を
導
き
出
し
て
い
る
こ
と
を
說
明
し
た
。

こ
れ
を
改
め
て
見
直
し
て
み
る
と
、
私
譯
中
、
波
線
で
示
し
た
部
分
は
疏
家
が
「
言
内
の
意
」
の
中
に
道
德
的
意
味
を
見
出
し
た
も

の
で
あ
り
、
破
線
で
示
し
た
部
分
は
「
言
外
の
意
」
と
し
て
見
出
し
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
氣
が
付
い
た
。
す
な
わ
ち
、

右
の
例
は
、
詩
經
學
者
が
詩
篇
を
道
德
的
な
敎
化
の
具
と
し
て
認
識
し
解
釋
す
る
時
に
、
詩
句
に
道
德
的
意
味
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と

考
え
て
解
讀
す
る
態
度
と
、
詩
句
の
裏
に
隱
さ
れ
た
意
味
が
あ
る
と
想
定
し
て
解
讀
す
る
態
度
と
を
倂
用
し
て
い
た
こ
と
を
、
圖
ら
ず

も
說
明
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
氣
付
い
た
の
で
あ
る
。
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さ
ら
に
氣
付
い
た
こ
と
が
あ
る
。
前
著
に
お
い
て
王
安
石
や
程
頤
が
、
敎
化
に
繫
が
る
意
味
を
詩
篇
か
ら
見
出
す
た
め
に
、
新
奇
な

字
義
解
釋
を
行
い
、
過
剩
解
釋
と
後
世
批
判
さ
れ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
を
批
判
し
た
學
者
た
ち
も
多
か
れ
少
な
か
れ
王
安
石
や
程
頤
の

詩
句
解
釋
を
自
身
の
詩
篇
解
釋
の
據
に
し
た
こ
と
を
論
じ
た
。
こ
れ
は
彼
ら
が
詩
篇
の
「
言
内
の
意
」
か
ら
道
德
的
意
義
を
見
出
そ
う

と
し
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
北
宋
の
詩
經
學
者
が
詩
篇
の
構
造
に
つ
い
て
漢
唐
詩
經
學
と
異
な
る
新
た
な

捉
え
方
を
し
、
そ
の
よ
う
な
捉
え
方
を
す
る
た
め
に
樣
々
な
解
釋
槪
念
を
導
入
し
、
そ
れ
ら
に
基
づ
い
て
解
釋
の
方
法
論
を
構
築
し
て

い
っ
た
樣
子
を
見
た
。
そ
こ
で
取
り
上
げ
た
、
汎
言
、
設
言
、
漸
層
法
な
ど
の
解
釋
槪
念
を
今
見
直
し
て
み
る
と
、
い
ず
れ
も
詩
篇
を

詩
句
表
現
に
基
づ
い
て
構
造
的
に
捉
え
る
た
め
の
解
釋
槪
念
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
は
「
言
内
の
意
」
を
導
き
出
す
こ
と
を
目

的
と
し
た
解
釋
姿
勢
を
支
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
（
も
ち
ろ
ん
前
著
で
取
り
上
げ
た
解
釋
の
方
法
論
は
あ
く
ま
で

筆
者
の
主
觀
的
な
選
擇
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
が
（。

ま
た
、
前
著
で
は
思
古
傷
今
と
い
う
解
釋
認
識
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
が
漢
唐
詩
經
學
に
お
い
て
重
要
な
解
釋
槪
念
で
あ
っ
た
が
、
大

き
な
方
向
と
し
て
は
北
宋
詩
經
學
に
お
い
て
次
第
に
重
視
さ
れ
な
く
な
り
、
朱
熹
に
お
い
て
は
積
極
的
な
批
判
の
對
象
と
な
っ
た
こ
と

を
檀
作
文
氏
の
所
論（
11
（

を
參
考
に
し
つ
つ
考
察
し
た（
11
（

。
思
古
傷
今
說
と
は
、
詩
句
に
は
古
の
う
る
わ
し
い
御
世
の
有
樣
が
描
か
れ
て
い
る

が
、
詩
人
は
そ
れ
を
贊
美
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
裏
に
墮
落
し
た
今
の
世
を
刺
り
歎
く
氣
持
ち
を
込
め
た
と
考
え
る
も
の
で
あ
り
、

「
言
外
の
意
」
を
詩
篇
か
ら
讀
み
取
る
解
釋
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
北
宋
か
ら
朱
熹
ま
で
の
詩
經
學
の
努
力
の
方
向
が
「
言
内
の

意
」
の
探
求
に
置
か
れ
た
こ
と
の
反
映
と
捉
え
ら
れ
る
。

一
方
、
右
の
譯
文
で
破
線
で
示
し
た
箇
所
を
「
言
外
の
意
」
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
南
宋
後
期
、
朱
熹
の
後
に

出
て
詩
經
硏
究
に
取
り
組
ん
だ
嚴
粲
が
解
釋
の
た
め
の
重
要
な
視
點
に
据
え
た
も
の
で
あ
る
。

と
言
う
こ
と
は
、
右
の
「
静
女
」『
正
義
』
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
暗
示
し
て
い
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か

―
「
言
内
の
意
」
の
探
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求
と
「
言
外
の
意
」
の
探
求
は
、
本
來
的
に
詩
經
解
釋
の
た
め
の
雙
輪
と
し
て
存
在
し
て
き
た
が
、
宋
代
の
詩
經
學
者
が
漢
唐
詩
經
學

を
超
克
し
得
る
解
釋
學
を
構
築
す
る
た
め
に
、
ま
ず
は
詩
篇
の
詩
句
表
現
自
體
（
言
内
の
意
（
か
ら
新
た
な
意
味
を
抽
出
す
る
（
す
な

わ
ち
、
彼
ら
が
考
え
る
「
本
義
」
を
發
見
す
る
（
こ
と
に
努
力
を
傾
注
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
成
果
が
一
通
り
出
揃
い
普
及
し
た
南
宋

後
期
に
入
る
と
、
硏
究
を
さ
ら
に
深
化
さ
せ
る
た
め
に
、
詩
句
表
現
の
背
後
に
意
味
（
本
義
（
が
隱
れ
て
／
隱
さ
れ
て
い
る
と
い
う
想

定
の
も
と
に
「
言
外
の
意
」
を
探
求
す
る
方
向
に
舵
を
切
っ
た

―
。

こ
の
よ
う
に
、
詩
經
解
釋
學
の
流
れ
の
中
で
「
言
内
の
意
」
と
「
言
外
の
意
」
の
い
ず
れ
か
に
解
釋
の
重
點
が
移
っ
て
い
く
中
で
、

漢
唐
詩
經
學
以
來
萌
芽
的
で
散
發
的
な
用
例
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
學
者
た
ち
に
よ
っ
て
無
自
覺
に
使
用
さ
れ
、
詩
篇
解
釋
の
方
法
論

と
し
て
充
分
に
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
樣
々
な
詩
の
捉
え
方
に
新
た
な
ス
ポ
ッ
ト
が
當
た
り
、
詩
經
解
釋
を
支
え
る

解
釋
槪
念
や
方
法
論
と
し
て
本
格
的
に
鍛
え
直
さ
れ
て
い
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
詩
經
解
釋
學
も
一
層
堅
固
な
學
問
と
し
て
整
え
ら
れ
て

い
っ
た
と
い
う
作
業
假
說
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（
1（
（

。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、「
詩
を
以
て
詩
を
解
す
」
と

い
う
姿
勢
を
と
っ
た
朱
熹
は
、
北
宋
以
來
の
詩
經
學
の
方
向
性
を
受
け
繼
ぎ
集
大
成
し
た
存
在
と
捉
え
ら
れ
る
。
一
方
、
嚴
粲
は
思
古

刺
今
說
を
用
い
た
詩
篇
解
釋
を
忌
避
し
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
も
彼
が
「
言
外
の
意
」
の
探
求
を
重
視
す
る
態
度
を
持
っ
て
い
た
こ
と
か

ら
す
れ
ば
、
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
こ
と
は
、
漢
唐
詩
經
學
と
宋
代
詩
經
學
、
宋
代
詩
經
學
と
淸
朝
考
證
學
の
詩
經
學
と
對
立
的
に
捉
え
ら
れ
、
ま
た
當
事
者
の
意

識
と
し
て
も
後
者
が
前
者
を
批
判
の
對
象
と
し
て
見
て
い
た
、
詩
經
學
の
い
く
つ
か
の
異
な
る
山
の
中
で
も
、
詩
篇
解
釋
の
理
念
や
方

法
論
と
い
う
次
元
で
は
確
實
な
繼
承
關
係
が
保
た
れ
て
い
た
こ
と
を
說
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
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②

　嚴
粲
「
言
外
の
意
」
說
の
影
響
圏

こ
の
こ
と
と
關
聯
し
て
、
嚴
粲
が
「
言
外
の
意
」
認
識
を
用
い
て
行
っ
た
解
釋
が
後
世
の
詩
經
學
者
に
ど
の
よ
う
に
繼
承
さ
れ
た
か

を
見
て
い
く
こ
と
は
、
彼
の
詩
經
學
の
影
響
力
を
考
え
る
た
め
の
よ
い
視
點
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

元
・
劉
玉
汝
『
詩
纘
緖
』
の
衛
風
「
碩
人
」
解
釋
を
例
に
舉
げ
る
。
本
詩
が
婦
德
に
滿
ち
た
莊
姜
の
不
遇
を
憫
む
た
め
に
作
ら
れ
た

も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
ひ
た
す
ら
莊
姜
の
外
面
的
な
事
柄
を
贊
美
す
る
の
に
終
始
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
疑
問
に
對
し
て
、
莊

姜
の
内
面
的
な
美
德
を
、
暗
愚
で
惑
亂
し
た
夫
莊
公
に
說
き
聞
か
せ
て
も
理
解
で
き
な
い
、
故
に
詩
人
は
莊
公
が
理
解
で
き
る
程
度
の

事
柄
で
あ
る
外
面
的
な
美
貌
や
家
柄
な
ど
を
話
題
に
し
て
聞
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
莊
公
が
莊
姜
に
對
す
る
態
度
を
改
め
る
こ
と
を

期
待
し
た
の
だ
と
、
劉
玉
汝
は
考
え
る
。
こ
れ
は
、
詩
人
が
莊
公
と
い
う
具
體
的
な
相
手
に
對
し
て
效
果
的
に
諫
言
の
氣
持
ち
を
傳
え

る
た
め
に
、
レ
ト
リ
ッ
ク
を
驅
使
し
て
い
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
く
解
釋
で
あ
り
、
上
述
の
嚴
粲
に
相
似
た
解
釋
認
識
が
認
め
ら
れ
る
。

『
詩
纘
緖
』
は
、
基
本
的
に
は
朱
熹
『
詩
集
傳
』
の
疏
通
を
主
旨
と
し
た
著
述
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
關
わ
ら
ず
、
そ
の
中
に
朱
熹
の

詩
篇
把
握
の
態
度
と
相
異
な
る
嚴
粲
の
解
釋
認
識
が
應
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釋
は
明
・
鍾
惺
、
清
・
賀
貽
孫
な
ど
に
も
見

ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
嚴
粲
が
「
言
外
の
意
」
認
識
を
用
い
て
解
明
し
よ
う
と
し
た
問
題

―
作
者
や
登
場
人
物
の
心
理
や
感
情
の

機
微
に
分
け
入
っ
て
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
學
的
立
場
の
相
違
を
超
え
て
、
詩
經
解
釋
の
重
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
後
世
の
詩
經
學

者
に
共
有
さ
れ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
。

さ
ら
に
、
淸
・
戴
震
に
お
い
て
も
嚴
粲
の
影
響
は
顯
著
で
あ
る
。
彼
は
淸
朝
考
證
學
の
方
法
に
よ
る
詩
經
解
釋
學
を
築
い
た
學
者
で

あ
り
、
故
に
宋
代
詩
經
學
と
の
關
係
は
薄
い
と
一
般
的
に
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、『
詩
集
傳
』
の
枠
を
脱
し
比
較
の
視
點
を
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宋
代
詩
經
學
全
體
に
擴
張
し
た
な
ら
ば
、
戴
震
の
詩
經
學
は
そ
れ
ら
か
ら
多
樣
で
本
質
的
な
影
響
を
受
け
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る（
11
（

。
と
り
わ
け
、
彼
の
著
述
『
詩
補
傳
』
解
釋
に
は
、
嚴
粲
の
特
徵
的
な
認
識
に
基
づ
く
說
が
頻
繁
に
引
用
さ
れ
、
あ
る
い
は
嚴

粲
の
解
釋
認
識
を
吸
收
消
化
し
て
戴
震
獨
自
の
詩
篇
解
釋
を
導
き
出
し
て
い
る
例
も
見
ら
れ
る（
11
（

。
淸
朝
考
證
學
全
盛
の
時
代
に
あ
っ
て

も
、
嚴
粲
の
詩
經
學
は
そ
の
存
在
意
義
を
な
お
發
揮
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
戴
震
と
同
時
代
の
學
者
翁
方
綱
は
、
そ
の
『
詩
附
記
』
の
中
で
し
ば
し
ば
嚴
粲
の
說
を
取
り
上
げ
て
、「
泥
」、
す
な
わ
ち
拘

り
す
ぎ
の
解
釋
だ
と
言
う
。
彼
は
、
詩
經
の
詩
篇
は
詩
人
の
感
情
が
自
然
に
溢
れ
出
て
成
っ
た
も
の
で
あ
り
、
言
葉
に
よ
っ
て
說
明
で

き
ず
心
に
味
得
す
る
し
か
な
い
要
素
を
含
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
、
そ
れ
に
も
關
わ
ら
ず
、
嚴
粲
の
詩
經
解
釋
は
す
べ
て
を
合
理
的
に

說
明
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
理
窟
に
走
り
す
ぎ
る
と
言
っ
て
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
彼
も
餘
蘊
と
い
う
意
味
で
の
「
言
外

の
意
」
が
詩
篇
に
は
溢
れ
て
い
る
と
は
言
う
。
重
點
の
置
き
方
こ
そ
異
な
る
が
、「
言
外
の
意
」
の
重
要
性
を
充
分
認
識
し
て
い
る
點

で
は
、
嚴
粲
の
認
識
を
受
け
繼
い
で
い
る
。
こ
れ
を
嚴
粲
の
詩
經
學
が
元
明
淸
の
詩
經
學
の
展
開
の
中
で
繼
承
さ
れ
つ
つ
變
容
し
て
い

っ
た
そ
の
一
つ
の
歸
結
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
嚴
粲
の
詩
經
解
釋
お
よ
び
解
釋
認
識
は
、
別
の
形
に
變
容
し
な
が
ら
、
影
響

力
を
持
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る（
11
（

。

＊
＊
＊

　＊
＊
＊

端
的
に
言
え
ば
、
詩
經
解
釋
學
史
に
登
場
し
た
理
念
や
方
法
論
は
、
各
時
代
の
學
者
が
零
か
ら
發
見
し
新
た
に
付
け
加
え
る
と
い
う

あ
り
方
よ
り
も
、
す
で
に
存
在
し
て
い
る
も
の
に
後
人
が
新
た
な
價
値
を
見
出
し
、
鍛
鍊
し
成
熟
さ
せ
る
と
い
う
あ
り
方
が
よ
り
一
般

的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
詩
經
學
史
は
斷
絶
對
立
の
歷
史
で
は
な
く
持
續
的
過
程
と
し
て
見
る
べ
き
で
あ

る
。
ひ
と
た
び
生
み
出
さ
れ
、
確
立
し
た
解
釋
理
念
や
方
法
論
は
、
學
問
的
環
境
が
變
化
し
て
も
棄
て
去
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
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ぞ
れ
の
時
代
の
學
術
の
潮
流
や
各
學
者
の
思
想
に
基
づ
い
て
詩
篇
が
解
釋
さ
れ
る
中
で
活
用
さ
れ
續
け
た
。
例
え
ば
、「
碩
人
」
に
お

け
る
鄭
箋
の
「
今
而
不
答
」
と
い
う
解
釋
が
『
集
傳
』
に
お
い
て
は
、（
朱
熹
の
基
本
的
立
場
に
反
す
る
形
で
（
陳
古
刺
今
說
と
し
て

提
示
さ
れ
、
嚴
粲
の
「
言
外
の
意
」
認
識
が
、
朱
子
學
全
盛
の
時
代
、
朱
熹
の
解
釋
を
再
解
釋
す
る
學
者
た
ち
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
た（
11
（

。

ま
た
例
え
ば
、
宋
代
詩
經
學
に
お
い
て
發
展
し
た
詩
篇
解
釋
の
方
法
や
視
點
が
、
宋
學
に
反
對
す
る
淸
朝
考
證
學
の
詩
經
注
釋
に
お
い

て
も
重
要
な
方
法
論
と
し
て
用
い
ら
れ
續
け
た
。
淸
朝
考
證
學
の
學
的
方
法
の
確
立
者
戴
震
の
詩
經
學
に
、
宋
代
詩
經
學
の
影
響
が
確

實
に
窺
わ
れ
る
こ
と（
11
（

、
ま
た
戴
震
の
再
傳
の
弟
子
で
あ
る
陳
奐
が
毛
傳
獨
尊
を
揭
げ
な
が
ら
、
北
宋
詩
經
學
の
解
釋
の
方
法
論
は
も
ち

ろ
ん
、
南
宋
の
嚴
粲
が
重
視
し
た
「
言
外
の
意
」
的
解
釋
を
も
踏
襲
し
て
い
る（
11
（

。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
詩
經
解
釋
學
史
に
お
け
る
繼

承
と
變
容
の
樣
相
を
捉
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
前
著
の
結
論
を
補
強
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
淸
朝
の
學
問
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
漢
宋
兼
載
」
の
實
態
を
暗
示
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
淸
朝
考
證
學
の
詩

經
學
の
繼
承
關
係
に
つ
い
て
の
筆
者
の
考
察
は
緖
に
就
い
た
ば
か
り
で
あ
る
が
、
現
時
點
で
は
次
の
よ
う
な
槪
括
的
理
解
を
し
て
い
る
。

戴
震
の
詩
經
學
に
字
義
の
考
證
、
詩
篇
の
意
味
の
把
握
、
各
詩
篇
の
詩
經
に
お
け
る
位
置
付
け
お
よ
び
役
割
の
理
解
と
、
詩
篇
を
全
體

的
に
捉
え
よ
う
と
い
う
意
欲
が
見
ら
れ
た（
11
（

の
が
、
彼
の
弟
子
段
玉
裁
、
王
念
孫
・
王
引
之
父
子
に
お
い
て
は
、
戴
震
が
目
指
し
た
詩
經

學
は
い
っ
た
ん
解
體
さ
れ
、
詩
經
の
全
體
的
な
把
握
か
ら
轉
じ
て
テ
キ
ス
ト
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
と
字
句
の
意
味
の
解
明
に
專
心
す
る
よ
う

に
な
る（
11
（

。
さ
ら
に
、
彼
ら
に
師
事
し
た
陳
奐
に
至
る
と
、
段
王
の
硏
究
成
果
を
吸
收
應
用
し
つ
つ
、
詩
經
全
體
の
疏
通
に
邁
進
す
る
。

そ
し
て
、
詩
序
毛
傳
墨
守
を
揭
げ
て
漢
代
詩
經
學
を
排
他
的
に
繼
承
し
よ
う
と
し
た
そ
の
彼
の
『
詩
毛
氏
傳
疏
』
を
見
る
と
、
戴
震
の

詩
經
研
究
に
顯
著
に
見
ら
れ
た
宋
代
詩
經
學
の
硏
究
成
果
の
參
照
が
再
び
見
ら
れ
る（
11
（

。
こ
こ
に
は
詩
經
解
釋
學
に
お
け
る
宋
代
詩
經
學

の
意
義
が
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

淸
朝
考
證
學
者
が
重
ん
じ
た
、
客
觀
的
な
證
據
に
基
づ
く
字
義
解
釋
に
據
っ
て
、
詩
篇
の
要
素
と
な
る
字
句
の
意
味
は
解
明
で
き
る
。
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け
れ
ど
も
、
詩
篇
の
意
味
は
語
義
の
足
し
算
で
導
き
出
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
言
葉
に
よ
っ
て
織
り
成
さ
れ
る
詩
篇
の
意
味
を
把
握

す
る
た
め
に
は
、
詩
篇
が
ど
の
よ
う
な
構
造
を
持
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
北
宋
の
學
者
が
中
心

的
課
題
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
言
葉
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
た
詩
句
の
裏
に
隱
さ
れ
た
意
味
（
あ
る
い
は
作
者
の
意

圖
（、
あ
る
い
は
詩
句
と
詩
句
の
問
の
空
白
に
潛
ん
で
い
る
意
味
（
あ
る
い
は
作
者
の
意
圖
（
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
、
嚴
粲
が
取
り
組
ん
だ
問
題
で
あ
る
。
故
に
、
客
觀
的
・
文
獻
學
的
な
方
法
に
よ
っ
て
字
句
の
意
味
を
正
し
く
把
捉
す
る
方
法

を
開
發
し
た
淸
朝
考
證
學
者
も
そ
れ
を
詩
篇
の
意
味
の
把
握
に
昇
華
さ
せ
る
段
階
で
は
、
宋
代
詩
經
學
の
成
果
を
援
用
し
な
い
わ
け
に

は
い
か
な
か
っ
た
。
陳
奐
に
お
け
る
宋
代
詩
經
學
の
影
響
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
こ
う
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い

―
戴
震
が
「
是
仲
明
に
與
ふ
る
の
書
」
で
示
し
た
、
字
か
ら
語
へ
、
語
か
ら
詩
と
い
う

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
根
幹
か
ら
支
え
る
と
考
え
た
の
が
、「
思
ひ
邪
無
し
」
と
い
う
、
孔
子
に
よ
っ
て
詩
經
の
本
質
と
し
て
提
示
さ
れ
た
定

義
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
各
詩
篇
の
意
味
に
辿
り
つ
く
た
め
に
は
、「
邪
無
き
思
ひ
」
が
各
詩
篇
の
全
體
的
構
造
の
中
に
ど
の
よ
う
に

表
現
さ
れ
て
い
る
か
を
把
握
す
る
た
め
の
、
ま
た
「
邪
無
き
思
ひ
」
が
表
現
と
表
現
と
の
閒
に
「
言
外
の
意
」
と
し
て
充
滿
し
て
い
る

の
を
把
握
す
る
た
め
の
視
點
と
方
法
が
不
可
缺
で
あ
る
。
宋
代
の
詩
經
學
者
が
取
り
組
ん
だ
、
詩
篇
の
構
造
や
「
言
外
の
意
」
の
追
求

は
、
ま
さ
し
く
詩
篇
に
お
け
る
「
思
ひ
邪
無
し
」
の
具
體
的
表
れ
を
解
明
す
る
た
め
に
不
可
缺
の
課
題
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
そ
の
後

の
學
者
が
こ
の
學
問
を
繼
承
發
展
さ
せ
る
た
め
の
確
か
な
基
礎
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
故
に
、
宋
代
詩
經
學
の
成
果
は
淸
朝
考
證

學
の
詩
經
學
の
構
築
を
志
す
者
た
ち
に
と
っ
て
も
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
、
と
。

よ
り
卑
近
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
歷
代
詩
經
學
の
流
れ
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た
、
詩
篇
解
讀
の
た
め
の
種
々
の
視
點
・
方
法
は
、

「
讀
み
の
コ
ツ
」
や
「
目
の
付
け
所
」「
勘
所
」
と
で
も
言
え
ば
わ
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
い
っ
た
ん
提
示
さ
れ
た
視

點
、
方
法
は
、
い
つ
の
時
代
の
詩
の
讀
み
手
に
も
、
そ
の
思
想
的
立
場
と
は
關
わ
り
な
く
、
捨
て
去
ら
れ
る
こ
と
な
く
取
り
入
れ
ら
れ
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續
け
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
、
そ
れ
ぞ
れ
の
學
者
の
詩
經
學
の
本
質
を
捉
え
る
上
で
、
注
釋
か
ら
窺
わ
れ
る
注
釋
者
の
思
想
的
態
度
・
哲
學
的

見
解
の
み
が
重
要
な
の
で
は
な
く
、
彼
の
解
釋
を
導
き
出
し
た
論
理
、
連
想
、
思
考
の
筋
道
も
同
じ
よ
う
に
大
切
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

人
類
を
導
く
書
物
と
し
て
孔
子
が
編
纂
し
た
詩
經
を
手
に
取
っ
た
人
間
が
、
そ
の
詩
篇
の
中
に
詠
わ
れ
た
世
界
を
自
分
自
身
の
生
に
と

っ
て
か
け
が
え
の
な
い
も
の
と
し
て
捉
え
る
に
は
い
か
に
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
切
實
な
問
題
意
識
に
よ
る
試
行
錯
誤
の
表
現
形
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
論
理
、
連
想
、
思
考
の
筋
道
は
ま
た
、
古
典
中
國
に
お
い
て
連
綿
と
續
け
ら
れ
た
詩
經
を
讀
み
解
く
營
爲
の
中

で
、
無
數
の
人
間
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
、
總
合
さ
れ
、
變
容
さ
せ
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
を
母
胎
と
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
決

し
て
個
人
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
、
筆
者
は
考
え
る
。

注（1
（
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
（。

（
（
（
黃
忠
愼
『
嚴
粲
詩
緝
新
探
』（
文
史
哲
學
集
成
、
臺
灣
、
文
史
哲
出
版
社
、
二
〇
〇
八
（
第
貳
章
。

（
（
（
拙
著
第
三
・
十
四
・
十
五
章
な
ど
を
參
照
。

（
（
（
車
行
健
『
詩
本
義
析
論
─
─
以
歐
陽
脩
與
龔
橙
詩
義
論
述
爲
中
心
』（
臺
灣
、
里
仁
書
局
、
二
〇
〇
二
（
第
二
章
。

（
（
（
拙
著
第
三
章
第
三
節
、
第
十
四
章
第
五
節
參
照
。

（
（
（
小
林
勝
人
譯
注
『
孟
子　

下
』（
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
（
四
〇
六
頁
。

（
（
（
拙
著
第
十
五
章
參
照
。

（
（
（
拙
著
第
十
五
章
、
圖
1（
―
（
、
七
〇
七
頁
。

（
（
（
車
行
健
前
揭
書
第
二
章
。
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（
10
（
拙
著
第
十
五
章
參
照
。

（
11
（
拙
著
第
五
章
參
照
。

（
1（
（
拙
論
「
簒
奪
者
に
獻
げ
る
讚
歌

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

―
」（
慶
應
義
塾
大
學
日
吉
紀
要

『
中
國
硏
究
』
第
十
二
號
、
二
〇
一
九
年
三
月
（
參
照
。

（
1（
（
拙
著
第
十
五
章
參
照
。

（
1（
（
拙
論
「
よ
り
深
く
潛
水
し
よ
り
自
由
に
游
泳
す
る
た
め
に

―
嚴
粲
詩
經
解
釋
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
（
參
照
。

（
1（
（
前
揭
拙
論
二
〇
一
八
年
三
月
參
照
。

（
1（
（
前
揭
拙
論
二
〇
一
八
年
三
月
參
照
。

（
1（
（
拙
論
「
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

―
」（
慶
應
義
塾
大
学
日
吉
紀
要
『
中
國
硏

究
』
第
十
四
號
、
二
〇
二
一
年
三
月
（
參
照
。

（
1（
（
前
揭
拙
論
二
〇
一
八
年
三
月
、
拙
論
「
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
、
日
本
宋
代
文
學
學
會
、
二
〇
一
七
年
五
月
（
參
照
。

（
1（
（
拙
著
第
十
六
章
・
ま
と
め
參
照
。

（
（0
（
檀
作
文
『
朱
熹
詩
經
學
硏
究
』（
學
苑
出
版
社
、
二
〇
〇
三
（
參
照
。

（
（1
（
前
揭
拙
論
二
〇
一
八
年
三
月
參
照
。

（
（（
（
前
揭
拙
論
二
〇
一
九
年
三
月
參
照
。

（
（（
（
拙
論
「
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
（、「
段
昌
武
毛
詩
集
解

所
引
朱
熹
詩
說
考
」（
慶
應
義
塾
大
學
日
吉
紀
要
『
中
國
硏
究
』
第
八
號
、
二
〇
一
五
年
三
月
（
參
照
。

（
（（
（
前
揭
拙
論
二
〇
一
五
年
三
月
參
照
。

（
（（
（
本
稿
で
は
、「
斷
章
取
義
」
の
内
、
儒
敎
道
德
を
引
き
出
す
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
、
典
型
的
に
は
『
論
語
』
に
見
ら
れ
る
も
の
に
限
定

し
て
論
じ
て
い
る
。『
左
傳
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
外
交
の
場
で
の
交
際
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
「
斷
章
取
義
」
な
ど
は
考
察
の
外
に
置
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く
。
荻
生
徂
徠
な
ど
日
本
江
戸
期
の
詩
經
學
に
お
い
て
は
、
よ
り
射
程
の
廣
い
「
斷
章
取
義
」
論
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
高
山
大
毅
『
近

世
日
本
の
「
禮
樂
」
と
「
修
辭
」
―
荻
生
徂
徠
以
後
の
「
接
人
」
の
制
度
構
想
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
（
第
五
章
「『
人
情
』

理
解
と
『
斷
章
取
義
』

―
荻
生
徂
徠
の
文
學
論
」
な
ど
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。「
斷
章
取
義
」
論
の
深
化
と
擴
大
の
問

題
は
、
筆
者
の
今
後
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

（
（（
（
拙
論
「
二
つ
の
斷
章
取
義

―
「
如
切
如
磋
、
如
琢
如
磨
」
解
釋
の
宋
代
に
お
け
る
展
開

―
」（『
日
本
宋
代
文
學
學
會
報
』
第
五
號
、

二
〇
一
八
年
十
二
月
（
參
照
。

（
（（
（
拙
論
「
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
（
參
照
。

（
（（
（
淫
詩
說
と
準
淫
詩
說
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
著
第
十
四
章
を
參
照
の
こ
と
。

（
（（
（
な
お
、
淫
詩
說
に
つ
い
て
は
、
も
う
一
つ
注
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
淫
詩
說
は
孔
子
が
淫
詩
を
意
圖
的
に
編
入
し
た
こ
と
を
前
提
と

す
る
學
說
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
孔
子
は
詩
經
編
集
に
當
た
っ
て
詩
篇
を
取
捨
選
擇
し
な
か
っ
た
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の

二
つ
の
認
識
は
調
和
し
な
い
。
こ
の
問
題
は
朱
熹
の
詩
經
學
を
考
え
る
上
で
今
後
の
課
題
と
な
る
。

（
（0
（
黃
忠
愼
氏
前
掲
書
參
照
。

（
（1
（
拙
著
第
十
五
章
第
四
節
參
照
。

（
（（
（
拙
論
「『
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
（
參
照
。

（
（（
（
前
揭
拙
論
二
〇
二
一
年
三
月
參
照
。

（
（（
（
前
揭
拙
論
二
〇
一
八
年
三
月
、
同
二
〇
二
一
年
三
月
參
照
。
た
だ
し
、
同
二
〇
一
五
年
三
月
で
取
り
上
げ
た
小
雅
「
車
攻
」
三
章
に
つ

い
て
、
段
昌
武
『
毛
詩
集
解
』
に
引
く
朱
熹
舊
說
に
、「
朱
曰
く
、
王
を
名
指
し
す
る
こ
と
を
は
ば
か
っ
た
た
め
に
、
役
人
に
こ
と
寄
せ

て
王
の
行
動
を
言
っ
た
の
で
あ
る
（
朱
曰
、
不
敢
斥
王
、
故
以
有
司
言
之
（」
と
言
う
の
は
、
王
に
對
す
る
配
慮
に
發
す
る
修
辭
表
現
が

さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
に
お
い
て
、
嚴
粲
と
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
。
し
か
し
、
や
は
り
そ
こ
に
は
い
か
に
し
て
王
に
批
判
の
意
を
傳

え
る
か
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
技
法
を
解
明
す
る
意
欲
は
見
ら
れ
な
い
。
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（
（（
（
内
山
精
也
「
東
坡
烏
臺
詩
案
考
（
上
（（
下
（」（『
蘇
軾
詩
硏
究

―
宋
代
士
大
夫
詩
人
の
構
造
』、
硏
文
出
版
、
二
〇
一
〇
（、
淺
見
洋

二
『
中
國
宋
代
文
學
の
圏
域

―
草
稿
と
言
論
統
制
』（
硏
文
出
版
、
二
〇
一
九
（
第
二
部
「
言
論
統
制
」
參
照
。

（
（（
（
拙
論
「
そ
れ
で
も
彼
の
ほ
う
が
ま
だ
ま
し
だ
か
ら
…
…

―
詩
經
解
釋
に
お
け
る
部
分
的
贊
美
に
つ
い
て
の
認
識
の
諸
相

―
」（
慶
應

義
塾
大
學
日
吉
紀
要
『
人
文
科
學
』
第
三
四
號
、
二
〇
一
九
年
六
月
（」
お
よ
び
前
揭
拙
論
二
〇
一
九
年
三
月
參
照
。

（
（（
（
拙
著
第
Ⅲ
部
參
照
。

（
（（
（
本
節
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
本
稿
査
讀
者
か
ら
の
有
益
な
問
題
提
起
を
い
た
だ
い
た
。
本
稿
で
は
こ
れ
に
對
し
、
充
分
な
檢
討
を
加
え

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
今
後
の
課
題
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。
こ
こ
に
記
し
て
、
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

（
（（
（
檀
作
文
前
揭
書
第
一
章
參
照
。

（
（0
（
拙
著
第
十
四
章
參
照

（
（1
（
拙
著
第
Ⅲ
部
參
照
。

（
（（
（
拙
論
「
振
り
捨
て
き
れ
な
い
遺
産

―
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
（
參
照
。

（
（（
（
拙
論
「
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
、
日
本
宋
代
文
學
學
會
、
二
〇
一
七
年
五
月
（
參
照
。

（
（（
（
拙
論
「
詩
篇
の
わ
か
ら
な
さ
に
向
き
合
っ
て

―
戴
震
と
の
比
較
か
ら
見
た
翁
方
綱
の
詩
經
學

―
」（『
中
國

―
社
會
と
文
化
』
第

三
四
號
、
二
〇
一
九
年
七
月
（、
お
よ
び
前
揭
拙
論
二
〇
二
一
年
三
月
參
照
。

（
（（
（
前
揭
拙
論
二
〇
二
一
年
三
月
參
照
。

（
（（
（
前
揭
拙
論
二
〇
一
七
年
三
月
、
二
〇
一
七
年
五
月
參
照
。

（
（（
（
拙
著
第
二
十
章
、
前
揭
拙
論
二
〇
二
一
年
三
月
參
照
。

（
（（
（
拙
論
「
戴
震
の
詩
經
研
究
に
お
け
る
『
爾
雅
』
の
意
義
」（
慶
應
義
塾
大
學
文
學
部
『
藝
文
研
究
』	

第
六
一
號
、
一
九
九
二
年
三
月
（、

「
戴
震
の
詩
經
學
─
─
『
杲
溪
詩
經
補
注
』
の
立
場
と
方
法
─
─
」（『
日
本
中
國
學
會
報
』	

第
四
四
號
、
一
九
九
二
年
十
月
（
參
照
。

（
（（
（
拙
論
「
淸
朝
詩
經
學
の
變
容
─
─
戴
段
二
王
の
場
合
─
─
」（
慶
應
義
塾
大
學
文
學
部
『
藝
文
研
究
』
第
六
二
號
、
一
九
九
三
年
二
月
（
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參
照
。

（
（0
（
拙
論
「
陳
奐
『
詩
毛
氏
傳
疏
』
の
性
格
」（
慶
應
義
塾
大
學
文
學
部
『
藝
文
研
究
』
第
七
〇
號
、
一
九
九
六
年
六
月
（
參
照
。

＊
本
稿
は
、
蔣
經
國
國
際
學
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
。


