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「
唐
詩
帰
」

の
詩
評
語
に
つ
い
て

｜
｜
「
幽
」
「
深
」
「
厚
」

を
め
ぐ
っ
て
’
｜
｜

一、
は
じ
め
に

向

徳、

る
）
主
に
「
幽
深
孤
崎
」
の
風
格
で
知
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

「
幽
深
孤
蛸
」

明
末
に
活
動
し
た
寛
陵
派
は
（
小
論
で
は
鐙
慢
i

一
五
七
四
！
一
六
二
五
、
語
元
春

l
一
五
八
六
J
一
六
三
七
ー
に
限
っ
て
取
り
あ
げ

の
詩
を
主
張
し
て
、

「
幽
深
孤
蛸
」
の
詩
を
作
っ
た
と
理

解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
立
見
陵
派
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
評
価
は
『
明
史
』
文
苑
伝
四
の
実
宏
道
伝
の
付
伝
の
鍾
慢
条
の
「
宏
道
の
王
・

李
詩
の
弊
を
矯
め
、
侶
ふ
る
に
清
員
を
以
て
す
る
よ
り
、
慢
復
た
其
の
弊
を
矯
め
、
費
じ
て
幽
深
孤
蛸
と
矯
す
。
」
と
い
う
記
述
に
依
拠
す

る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
『
明
史
』
文
苑
伝
の
鐙
慢
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
評
価
は
、
『
明
史
』
の
編
纂
時
期
よ
り
活
動
時
期
が
早
か
っ
た
銭

謙
益
の
鐙
慢
に
対
す
る
評
価
を
根
拠
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
銭
謙
益
の
『
列
朝
詩
集
小
伝
』
錯
提
皐
催
条
に
「
擢
第
の

後
、
別
に
手
限
を
出
さ
ん
と
思
ひ
、
別
に
深
幽
孤
蛸
の
宗
を
立
て
、
以
て
古
人
の
上
に
騎
駕
す
。
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
結
局
、
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銭
謙
益
の
鐙
怪
に
対
す
る
評
価
が
そ
の
ま
ま
受
け
い
れ
ら
れ
、
今
日
ま
で
‘
広
く
通
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
鐙
慢
が
「
深
幽
孤
崎
」
の

宗
を
立
て
た
と
す
る
銭
謙
益
の
評
価
は
、
は
た
し
て
妥
当
だ
ろ
う
か
。
鐙
慢
が
作
っ
た
、
詩
作
品
の
風
格
に
つ
い
て
論
ず
る
の
は
し
ば
ら
く

置
い
て
、
鐙
慢
の
主
張
し
た
詩
の
風
格
に
つ
い
て
論
ず
る
と
す
れ
ば
、
銭
謙
益
の
評
価
は
か
な
り
根
拠
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
鐙
慢
の
詩
論
の

全
貌
を
表
わ
し
て
は
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
鍾
慢
は
、
直
接
彼
の
文
集
の
中
で
「
深
幽
孤
蛸
」
の
風
格
を
主
張
は
し
て
い
な
い
も

の
の
、
詳
元
春
と
一
緒
に
評
選
し
た
『
詩
帰
』
の
中
で
、
「
幽
」
「
深
」
を
褒
め
る
言
葉
と
し
て
、
外
の
ど
の
評
語
よ
り
も
頻
繁
に
使
っ
て
い

る
（
「
孤
」
「
蛸
」
は
、
『
詩
帰
』
も
含
め
て
、
彼
ら
の
文
集
で
も
詩
評
語
と
し
て
は
あ
ま
り
出
現
し
な
い
。
銭
謙
益
が
こ
れ
ら
の
言
葉
を
使
っ

た
の
は
、
鐙
慢
と
語
元
春
の
性
格
、
及
び
彼
ら
の
詩
作
品
に
関
連
づ
け
て
別
に
説
明
で
き
そ
う
だ
が
、
小
論
で
取
り
上
げ
る
の
は
略
す
る
）
。

一
方
、
鐙
慢
の
文
集
の
中
の
い
ろ
い
ろ
な
序
と
書
臆
文
を
読
ん
で
み
れ
ば
、
鐙
慢
が
理
想
的
な
詩
境
と
し
て
位
置
づ
け
た
の
は
、
「
厚
」
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
従
来
の
文
学
史
な
ど
で
『
明
史
』
の
よ
う
に
銭
謙
益
の
評
価
通
り
「
幽
深
孤
蛸
」
を
も

っ
て
寛
陵
派
の
詩
論
を
代
弁
す
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
『
詩
帰
』
を
参
照
せ
ず
、
「
厚
」
だ
け
で
寛
陵
派
の
詩
論
を
代
弁
す
る
最
近
の
一

（

1
）
 

部
の
研
究
論
文
も
一
面
的
だ
と
言
わ
ぢ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
「
幽
深
孤
蛸
」
と
「
厚
」
の
両
方
に
注
意
を
は
ら
っ
て
い
る
文
学
批
評
史
も

（

2
）
 

あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
風
格
が
克
陵
派
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
で
使
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
説
明
に
欠
け
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
中

国
の
古
典
の
詩
文
批
評
史
に
お
い
て
伝
統
的
に
使
わ
れ
て
来
た
、

一
字
な
い
し
二
字
か
ら
で
き
た
簡
単
な
詩
評
語
を
、
客
観
的
か
っ
具
体
的

に
説
明
す
る
の
が
非
常
に
難
し
い
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
鐙
慢
と
語
元
春
は
彼
ら
が
心
血
を
傾
け
て
評
選
し
た
『
詩
帰
』
の

中
で
「
幽
」
「
深
」
「
厚
」
及
び
そ
の
外
の
い
く
つ
か
の
評
語
を
繰
り
返
し
て
使
っ
て
い
る
の
で
あ
る
o

こ
れ
ら
の
評
語
が
反
復
し
て
施
さ
れ

て
い
る
詩
句
（
彼
ら
は
一
篇
の
詩
全
体
に
つ
い
て
も
ま
と
め
て
評
し
て
い
る
が
、

お
お
む
ね
二
一
句
な
い
し
三
四
句
の
詩
句
に
つ
い
て
評
し

て
い
る
〉
を
分
析
し
て
み
れ
ば
、
彼
ら
が
想
定
し
て
い
る
「
幽
」
「
深
」
「
厚
」
の
詩
境
が
、
あ
る
程
度
浮
び
上
っ
て
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

(ll5) -326-



う
か
。
小
論
は
こ
う
い
う
意
図
の
下
で
『
唐
詩
帰
』

（
『
詩
帰
』
は
『
古
詩
帰
』
・
『
唐
詩
帰
』
か
ら
で
き
て
い
る
。
）
に
依
拠
し
、

ま
た
彼
ら

の
散
文
集
を
参
考
に
し
て
「
幽
」
「
深
」
「
厚
」
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
い
と
思
う
。

従
来
の
研
究
の
中
で
『
唐
詩
帰
』
の
中
で
の
評
語
を
直
接
分
析
し
た
も
の
と
し
て
は
阿
部
兼
也
氏
の
論
文
尚
一
の
り
、
示
唆
を
受
け
た
点
が

少
な
く
な
い
。
し
か
し
阿
部
氏
の
論
文
で
は
「
厚
」
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
し
、
「
幽
」
「
深
」
に
つ
い
て
も
筆
者
と
視
点
が
異
な

る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
を
指
摘
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
口

つ
ま
り
阿
部
氏
の
論
文
で
は
、
こ
れ
ら
の
詩
評
語
が
論
理
的
一
貫
性
に
乏
し
い
と
結

論
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
筆
者
は
非
常
に
大
略
で
は
あ
る
が
、
「
幽
」
「
深
」
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
の
評
語
が
施
さ
れ
た
詩
句
に
は
な
ん
ら
か
の

共
通
す
る
特
徴
が
見
ら
れ
、
そ
し
て
そ
れ
は
克
陵
派
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
立
場
か
ら
、
小
論
を
進
め

て
み
た
い
と
思
う
。

二
、
「
幽
」

に
つ
い
て

題
排
莞
精
舎

儲
光
義
（
『
唐
詩
帰
』
巻
七
）

朝
随
秋
雲
陰

秋
雲
の
陰
に

随主
至じひか
る、
。

H
M
 

i
r守

乃
至
青
松
林

青
松
の
林
に

乃
ち

（
「
幽
人
」
出
門
、
毎
毎
如
此
。
語
有
志
無
意
之
妙
在
H

乃
至
μ

二
字
。
鐙
〉

遠
く
、

深
し
。

花
閣
空
中
速

花
閣

空
中
に

方
池
岩
下
深

方
池

岩
下
に

← 327ー(114) 



竹
風
乱
天
語

試i渓竹
みろ響風

間 龍f天Z
う吟1語ご

をを

首Lさ
し

渓
響
成
龍
吟

成
す
。

試
問
員
君
子

員
君
子
、

波
山
非
世
心

山
に
波
ぶ
こ
と

世
心
に
非
ず
。

こ
の
詩
の
内
容
は
、
く
も
っ
た
秋
の
朝
、
家
を
出
た
詩
人
が
松
林
の
中
に
あ
る
棲
閣
に
た
ど
り
つ
い
て
、
そ
の
人
気
の
な
い
静
か
な
景
色

の
中
で
ほ
っ
と
し
、
真
の
君
子
が
い
る
べ
き
と
こ
ろ
と
は
世
俗
の
間
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
山
中
で
あ
る
と
自
問
自
答
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
と
読
み
取
れ
る
。

隠
逸
的
趣
が
濃
厚
な
作
品
で
あ
る
。

二
句
目
の
後
ろ
の
誇
元
春
の
評
文
を
見
る
と
、
「
幽
人
」
は
家
を
出
れ
ば
い
つ

も
こ
う
で
あ
る
と
い
う
。

「
幽
人
」
が
家
を
出
た
と
す
れ
ば
常
に
た
ど
り
つ
く
の
は
松
林
で
あ
る
と
の
意
味
で
あ
る
。
誇
元
春
の
意
識
の
中

で
は
「
幽
人
」
と
松
林
、
あ
る
い
は
山
と
は
、
深
く
む
す
び
つ
い
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
こ
の
詩
で
誇
元
春
が
い
う
「
幽
人
」
と
は
、

七
、
八
句
目
に
見
え
る
世
事
に
は
超
然
と
し
、
山
中
に
遊
ぶ
「
真
君
子
」
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
意
味
合
い
で
使
わ
れ
て
い
る
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
鍾
・
語
（
鍾
慢
と
語
元
春
。
以
下
向
じ
。
）
の
評
文
に
は
「
幽
人
」
「
静
者
」
「
真
人
」
な
ど
が
よ
く
登
場
す
る
D

こ
れ
ら
は
も

ち
ろ
ん
肯
定
的
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
う
い
う
人
々
が
作
っ
た
作
品
の
風
格
は
そ
れ
ぞ
れ
、

「
幽
」
「
静
」
「
真
」
な
ど
に
対

応
す
る
と
い
う
こ
と
が
前
置
き
さ
れ
て
い
る
。
鍾
慢
が
『
唐
詩
帰
』
巻
三
の
中
で
宋
之
聞
を
評
し
て
、
そ
の
人
な
り
は
「
繰
人
（
さ
わ
が
し

い
人
と
で
あ
る
の
に
そ
の
詩
に
は
「
深
静
幽
適
」
の
風
格
が
あ
る
と
し
て
、

「
詩
文
故
有
絶
不
似
其
人
者
。
」

と
珍
し
が
っ
て
い
る
の
も
、

詩
文
は
そ
の
人
と
な
り
を
反
映
す
る
と
い
う
考
え
方
を
逆
説
的
に
言
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

つ
ま
り
以
上
の
語
元
春
の
評
文
か
ら
結
論
を

見
い
出
せ
ば
、
「
幽
人
」
と
は
常
に
世
俗
に
は
超
然
と
し
て
山
中
を
遊
ぶ
人
で
あ
り
、
「
幽
人
」
の
遊
ぶ
山
中
ハ
あ
る
い
は
山
水
）
は
「
幽
」

(113) -328ー



の
風
格
と
深
い
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
c

ま
た
次
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
て
み
る
。

山
夜
間
鍾

張
説
（
『
唐
詩
帰
』
巻
四
）

前
整
既
春
容

臥
し
て

静
か
に
し
て

霜
風
吹
寒
月
霜
風
は
寒
月
に
吹
き
、

僻
篠
虚
中
上
官
篠
と
し
て
虚
中
に
上
る
。

春
容
た
り
、

晃
蕩
た
り
。

夜

山
に
更
に
響
く
。

夜
臥
聞
夜
鍾

夜

夜
鍾
を
聞
く
、

夜
静
山
更
響

前
整

一329ー

後
整
復
晃
蕩

之之
をを
尋ミ聴
ぬく復ま既
るに Tこに

後
聾

聴
之
如
可
見

見
定三る
めベ
てき

が

と
く

像
無
し
。

尋
之
定
無
像

（
耳
根
霊
通
。
語
観
音
微
理
。
鐘
）

主

こ

と

し

ほ

ん

ざ

い

む

注

信
知
本
際
空
信
に
知
る
、
本
際
の
空
し
き
を

徒
掛
生
滅
想
徒
に
掛
く
生
滅
の
想

（
鏡
監
宏
遠
不
比
琴
笛
之
類
。
説
得
凶
静
、
皆
従
山
夜
生
出
。
妙
、
妙
。
鐙
）

(112) 



こ
の
詩
で
は
山
の
夜
、
横
た
わ
っ
て
ど
こ
か
ら
か
聞
こ
え
て
来
る
鐙
声
を
聞
き
、
そ
の
鐙
声
と
ほ
と
ん
ど
一
体
に
な
っ
て
い
る
ほ
ど
、
限

最
後
の
鍾
慢
の
評
文
に
注
目
し
た
い
。

「
幽
静
」
は
み
ん
な
山
夜
か
ら
生
み
出
さ
れ

り
な
く
澄
ま
さ
れ
て
い
る
詩
人
の
心
が
感
じ
ら
れ
る
。

た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
山
夜
そ
の
も
の
が
「
幽
静
」
の
風
格
を
作
り
出
す
に
お
い
て
直
接
的
に
意
味
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
口
し

か
も
「
皆
」
と
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
幽
」
の
評
価
を
得
て
い
る
詩
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
場
面
は
異
な
る
け
れ
ど
も
ほ
と
ん
ど

そ
し
て
そ
の
多
く
が
ま
た
夜
を
背
景
に
し
て
い
て
、

通
り
「
お
く
ぶ
か
く
て
、

が
山
あ
る
い
は
水
を
背
景
に
し
て
い
る
の
が
指
摘
さ
れ
る
。

し
ず
か
で
、
く
ら
い
：
：
：
」
と
い
う
雰
囲
気
を
か
も
し
だ
し
て
い
る
。
次
に
い
く
つ
か
の
例
を
あ
げ
て
み
る
。

高
燭
照
泉
深

（
幽
境
。
鐙
）

光
華
溢
軒
極

「
幽
」
の
辞
書
的
意
味
の

高
燭

ふ

が

て

ら

泉
の
深
き
を
照
し

光：
華が

け

ん

え

い

あ

ふ

軒
極
に
溢
る
。

（
「
夜
宴
石
魚
湖
作
」
・
元
結
・
『
唐
詩
帰
』
巻
二
十
三
〉

夜
来
蹄
来
街
虎
過

（
幽
甚
。
鐙
〉

山
黒
家
中
己
保
臥

夜
来
蹄
り
来
っ
て

虎
を
街
き
て
過
ぐ
、

山

す
で

4
ん
か

黒
く
し
て
家
中
己
に
眠
臥
す
。

(111) 一330ー



（
「
夜
鯖
」
・
杜
甫
・
『
唐
詩
帰
』
巻
二
十
〉

水
宿
の
徐
照

す
い
〕
ゆ
く
な

水

宿

の

ほ

徐
照
、

人（
煙幽
復
此！鐙
亭〉

人1
煙2

会＆復
た

此
の
亭

（
「
宿
白
沙
騨
」
・
杜
甫
・
『
唐
詩
帰
』
巻
二
十
一
）

以
上
の
例
か
ら
も
見
ら
れ
る
「
幽
」
と
夜
の
世
界
と
の
か
か
わ
り
が
、
後
、
銭
謙
益
か
ら
「
其
の
所
謂
深
幽
孤
蛸
な
る
者
は
、
木
客
（
山

に
住
む
ば
け
も
の
）
の
清
吟
の
如
く
、
幽
濁
君
（
隠
士
）
の
冥
語
の
如
く
、
夢
み
て
鼠
穴
に
入
る
が
如
く
、
幻
に
し
て
鬼
闘
に
之
く
が
如

〈

4
）

し
。
」
と
非
難
を
あ
び
る
要
因
の
一
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
今
、

銭
評
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
い
ま
論
じ
な
い
が
、
夜
は
昼
間
の
俗
生
活

か
ら
離
れ
て
自
分
の
内
面
世
界
と
向
い
合
い
や
す
い
時
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
暗
い
雰
囲
気
を
有

す
る
詩
句
も
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
山
あ
る
い
は
水
を
背
景
に
し
て
い
る
の
は
、
前
掲
の
詩
句
と
同
じ
で
あ
る
。

で
は
彼
ら
に
と
っ
て
山
水
は
ど
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

鎧
・
諒
も
公
安
派
と
同
じ
よ
う
に
決
し
て
少
な
く
な
い
山

水
の
詩
文
作
品
を
残
し
て
い
る
。

量
か
ら
み
れ
ば
公
安
派
よ
り
は
劣
る
が
、
彼
ら
は
山
水
に
つ
い
て
の
濁
特
の
理
論
を
持
っ
て
い
る
。

詩
帰
』
巻
十
八
、
杜
甫
の
「
万
丈
海
」
に
つ
い
て
の
評
文
の
中
で
、
鎧
慢
は
「
山
水
に
理
無
し
と
謂
ふ
を
、
吾
信
せ
ぢ
る
な
り
。
山
水
に
理

-331ー
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無
く
ん
ば
、
決
し
て
幽
霊
な
る
こ
と
能
は
ず
c

」
と
言
っ
て
い
る
。

そ
の
理
由

（

5
）
 

と
し
て
は
、
山
水
に
は
理
が
あ
る
か
ら
だ
と
言
っ
て
い
る
。
山
水
と
理
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
強
調
は
そ
の
他
の
評
で
も
見
出
せ
る
。
そ
し

静
林
の
間
に
入
る
べ
か
ら
ず
。
」
と
言
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
は
山
水
そ
の
も
の
が
「
幽
霊
」
な
る
も
の
で
あ
り
、

て
そ
の
山
水
に
入
る
人
間
に
つ
い
て
は
「
胸
中
H

深
省
μ

の
二
字
無
く
ん
ば
、

山
水
、

奥
妙
な
る
哲
理
を
含
ん
だ
「
幽
霊
」
な
る
山
水
に
ふ
さ
わ
し
い
人
間
は
、
鍾
・
需
が
よ
く
言
う
「
精
理
」
「
至
理
」
「
静
理
」
な
ど
を
悟
ろ
う

と
、
た
え
ず
「
深
省
」
す
る
人
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
深
省
」
す
る
の
は
、
常
に
山
に
遊
ぶ
「
幽
人
」
の
特
徴
で

あ
る
。
山
に
く
ら
し
て
坐
禅
を
く
む
僧
侶
は
ま
さ
に
「
幽
人
」
に
近
い
と
言
え
る
ロ
事
実
、
彼
ら
が
「
幽
」
と
評
し
た
詩
句
の
中
に
は
僧
侶

が
よ
く
登
場
す
る

D

草
堂
毎
多
暇

封主時
ふに
所山
は｛曾毎2
7このに
だ 門 暇
群 を 多
木謁3く
のぬ、
み。

草
堂

時
謁
山
僧
門

所
封
但
群
木

終
朝
無
三

朝
を
移
う
る
も
一
言
無
し
。

（
稗
意
、
又
是
幽
人
員
境
。
鐙
）

（
「
無
量
上
人
東
林
稗
居
」
・
李
蹟
・
『
唐
詩
帰
』
巻
十
四
）

鐙
慢
の
評
文
に
よ
れ
ば
禅
（
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
境
地
）
も
、

ま
た
「
幽
人
」
の
真
境
で
あ
る
。
そ
し
て
「
幽
人
」
の
も
う
一
つ
の
特

(109) 一332ー



徴
は
「
関
心
」
を
保
つ
こ
と
で
あ
る
。
鐙
慢
は
「
頃
来
関
章
旬
、
但
欲
関
心
魂
。
」
と
い
う
ヰ
参
の
詩
句
に
「
大
儒
、
幽
人
童
比
二
語
。
」
と

評
し
て
い
る
。

つ
ま
り
「
大
儒
」
「
幽
人
」
の
本
質
は
章
句
解
樫
に
と
ど
ま
る
読
書
よ
り
も
、
「
閑
心
」
を
保
つ
こ
と
に
尽
き
る
の
だ
と
言
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
「
関
心
」
を
保
た
な
け
れ
ば
「
深
省
」
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
し
て
俗
事
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
る
俗
間
で
は
「
閑
心
」

を
保
つ
こ
と
は
難
し
い
の
で
あ
る
。

実
際
、
鐙
握
自
身
は
山
水
の
中
で
隠
居
は
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
多
忙
な
官
職
生
活
の
中
で
「
閑
心
」
を
保
つ
た
め
に
努
め
た
ら
し
い
。

（

8
）
 

語
元
春
の
書
い
た
「
退
谷
先
生
墓
志
銘
」
に
は
、
鐙
慢
に
つ
い
て
は
「
性
は
深
靖
な
る
こ
と
一
訟
の
定
水
の
如
く
、
そ
の
維
を
披
け
ば
氷
霜

を
含
む
が
如
し
ロ
世
の
俗
人
と
交
接
せ
ず
、
或
は
時
に
劉
面
し
て
同
に
坐
起
す
る
も
、
陪
る
者
無
き
が
若
し
。
仕
官
遜
飲
す
る
に
、
酬
酢
主

賓
無
く
、
相
属
せ
ざ
る
が
如
く
、

し
か
し
て
専
ら
書
史
に
積
思
す
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
文
章

人
是
を
以
て
多
く
こ
れ
を
忌
む
。

に
は
、
鍾
慢
の
世
俗
と
は
距
離
を
お
い
た
、
静
か
で
冷
厳
な
性
格
が
よ
く
描
写
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
鐙
慢
は
ま
た
語
元
春
の
詩
集
の

（

9
）
 

序
で
あ
る
「
筒
遠
堂
近
詩
序
」
の
中
で
、

も
と
も
と
「
孤
衷
蛸
性
（
き
び
し
く
て
、

世
俗
と
合
わ
な
い
心
〉
」
の
持
ち
主
で
あ
る
語
元
春
が

む
り
や
り
「
汎
愛
容
衆
（
広
く
愛
し
て
、
衆
を
受
入
れ
る
と
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
「
心
跡
之
併
」
を
強
く
忠
告
し
て
い
る
。
「
心
跡

之
併
」
と
は
「
心
」
と
「
跡
（
あ
し
あ
と
、

つ
ま
り
行
い
。
〉
」
を
一
致
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
鐙
慢
に
よ
れ
ば
昔
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
名
士

の
風
流
に
お
い
て
は
、
必
ず
「
門
庭
粛
寂
、
坐
鮮
雑
賓
」
を
言
い
、
「
心
跡
之
併
」
を
貴
ぶ
の
で
あ
る
。
彼
は
ま
た
同
じ
文
章
の
中
で
「
心
」

と
「
跡
」
が
違
う
場
合
の
弊
害
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
と
述
べ
、
そ
う
い
う
朕
態
は
詩
趣
か
ら
も
遠
い
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
性
格
と

考
え
方
を
持
っ
て
い
る
彼
ら
に
と
っ
て
、
俗
世
か
ら
離
れ
て
い
る
山
水
は
特
別
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。

つ
ま
り
、
山
水
は
そ

れ
自
体
が
「
幽
」
な
る
も
の
で
あ
り
ま
た
、
「
真
君
子
」
「
幽
人
」
の
い
る
べ
き
場
所
と
し
て
も
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
点
か
ら
み
る
と
、

『
唐
詩
帰
』
の
中
で
「
幽
」
の
評
価
を
得
て
い
る
詩
句
の
ほ
と
ん
ど
が
山
水
と
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
る
と

-333-(108) 



い
う
事
実
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
詩
そ
の
も
の
を
「
清
物
」
で
あ
る
と
把

（
叩
）

握
し
、
ま
た
「
逸
」
「
侍
」
「
幽
」
「
洛
」
「
蹟
」
の
詩
境
を
も
っ
て
詩
の
全
体
像
を
説
明
す
る
鐙
慢
に
と
っ
て
、

「幽」

は
極
め
て
重
要
な
概

念
で
あ
り
、
あ
る
い
は
山
水
詩
は
彼
ら
の
思
う
本
質
的
詩
に
近
い
も
の
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
彼
ら
の
美
的
感
覚
に
よ
っ
て
な
り
た
つ

思
う
が
）
、
結
果
と
し
て
山
水
は
「
幽
」
を
説
明
す
る
の
に
欠
せ
な
い
大
き
い
手
掛
り
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

「
幽
」
と
い
う
詩
境
が
、
山
水
だ
け
で
完
全
に
説
明
さ
れ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
が
（
完
全
に
説
明
す
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
不
可
能
に
近
い
作

そ
し
て
そ
れ
は
鐙
・

語
の
生
活
及
び
性
情
を
強
く
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
、
「
深
」

に
つ
い
て

忘
機
委
人
代

わ
す

機
を
忘
れ

委
ね
て
人
に
代
へ
、

閉
腐
察
天
心

腐
を
閉
づ
れ
ど
も

天
心
を
察
す
。

（
深
。
鍾
）

（
「
南
山
家
園
林
木
交
映
盛
夏
五
月
幽
然
清
涼
濁
坐
思
遠
率
成
十
韻
」
・
陳
子
昂
・
吋
唐
詩
帰
』
巻
二
）

惜
此
生
涯
遠

H士担
i臼し

む

此
の
生

造fJM力、

化か遠2
のな
心る
をを。、

誰
知
造
化
心

誰
か
知
ら
ん

（
結
得
、
深
。
鐙
〉
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（
「
禎
陽
峡
」
・
張
九
齢
・
『
唐
詩
帰
』
巻
五
〉

静
求
一
万
精
理

浩
蕩
難
筒
頼

（
深
。
鍾
〉

浩；静
蕩？に
と元：
し精f
ての
｛奇い理
頼tを
し求t
難2む
しる

（
「
病
柏
」
・
杜
甫
・
『
唐
詩
帰
』
巻
十
九
）

永
懐
根
本
妙

誓
以
身
心
修

〈深
D

鍾）

誓3永3
ふく
に懐t
身ふ
心根
の本
修Eの
む妙
るな
をる
以を
て、

す

（
「
題
寵
日
寺
西
寵
石
壁
」
・
巌
武
・
『
唐
詩
帰
』
巻
二
十
三
）

こ
こ
で
引
用
し
た
詩
句
を
読
ん
で
す
ぐ
気
が
つ
く
の
は
、

い
ず
れ
も
詩
句
の
内
容
が
深
奥
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
は
じ
め
の
陳
子

昂
の
詩
を
み
れ
ば
、
題
名
が
示
し
て
い
る
通
り
真
夏
、
静
か
で
涼
し
い
林
の
中
に
あ
る
家
で
ひ
と
り
で
幽
然
と
し
て
思
索
に
ふ
け
る
と
い
う

一335ー(106) 



趣
の
詩
で
あ
る
が
、
鐙
慢
が
特
に
「
深
」
で
あ
る
と
評
し
た
詩
句
は
、
世
俗
的
な
欲
念
を
忘
れ
て
窓
か
ら
窺
わ
な
く
て
も
天
意
を
察
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
次
の
張
九
齢
の
詩
句
は
、
舟
に
乗
っ
て
禎
陽
峡
を
通
り
な
が
ら
、
そ
の
険
し
い
渓
谷
の
景
色
を
描
写
し

た
詩
の
最
後
の
聯
で
あ
る
が
、

ふ
と
こ
れ
か
ら
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
お
の
れ
の
人
生
旅
程
の
遥
か
な
る
こ
と
に
憐
れ
み
を
感
じ
、
そ
の

お
の
れ
の
人
生
ま
で
も
支
配
し
て
い
る
自
然
の
道
理
は
誰
に
も
分
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
嘆
い
て
い
る
ロ
次
の
杜
甫
の
詩
句
も
根
元
の
理
を

静
か
に
求
め
る
と
い
う
内
容
で
あ
り
、
巌
武
の
詩
句
も
や
は
り
根
本
の
妙
な
る
こ
と
に
ふ
れ
る
内
容
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
こ
で
引
用
し
た
詩

句
の
い
ず
れ
も
が
宇
宙
を
支
配
す
る
根
本
た
る
原
理
に
つ
い
て
の
関
心
を
そ
の
内
容
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
詩
句
に
鍾
慢
が

「
深
」
と
評
価
し
た
こ
と
は
、
誰
が
み
て
も
納
得
が
い
く
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
彼
ら
が
「
深
」
を
施
し
た
詩
句
に
は
こ
れ
ら
と
異
な
る
性
格
を
持
つ
一
群
が
ま
た
、
あ
る
の
で
あ
る
。
次
に
例
を
あ
げ
て
み
る
。

玉
階
怨

李
白
（
『
唐
詩
帰
』
巻
十
六
）

ぎ

よ

く

か

い

し

よ

う

玉
階
生
白
露
玉
階
に
白
露
を
生
じ
、

ひ

き

ら

ペ

つ

お

か

夜
は
久
し
く
し
て
羅
設
を
侵
十
。

す

い

せ

い

れ

ん

き

阜

っ

か

水
晶
簾
を
却
下
し
て
、

れ
い
ろ
う

玲
犠
、
秋
月
を
雲
む
。

夜
久
侵
羅
磯

却
下
水
晶
簾

玲
構
堂
一
一
秋
月

（
一
字
不
怨
、
深
深
。
鐘
）
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こ
の
詩
は
宮
中
で
君
を
待
つ
宮
女
を
味
じ
た
、

い
わ
ば
閏
怨
類
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
鍾
慢
の
評
文
の
意
味
ば
、
こ
の
詩
の
テ
！
マ
が

題
名
に
表
わ
れ
て
い
る
通
り
怨
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
詩
の
内
容
に
は
直
接
怨
を
も
ら
し
て
い
る
言
葉
が
一
字
も
な
い
の
が
「
深
」
で

つ
ま
り
、
「
景
」
の
描
写
を
通
じ
て
た
く
み
に
「
情
」
で
あ
る
怨
を
表
現
し
て
、

完
成
度
の
高
い
作
品
に
な
っ

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
唐
詩
帰
』
の
中
に
は
こ
う
い
う
パ
タ
ー
ン
の
評
文
が
実
に
多
く
見
ら
れ
る
。

必
ず
し
も
「
深
」
の
評
価
を
得

て
い
る
と
の
意
味
で
あ
る

D

中
国
の
古
典
の
詩
評
史
に
お
い
て
、

て
い
な
い
詩
に
お
い
て
も
、
「
説
不
出
」
な
ど
の
評
語
が
肯
定
的
評
価
の
役
割
を
は
た
し
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
「
情
景
融
合
」
の
表
現
法
が
貴
ば
れ
た
の
は
一
般
的
に
認
め
ら
れ
る
事
実
で
あ

う
い
う
「
景
」
の
描
写
に
よ
る
「
情
」
の
表
現
、

例
を
あ
げ
て
み
る
。

る
が
、
こ
の
表
現
法
は
『
唐
詩
帰
』
で
も
繰
り
返
し
て
強
調
さ
れ
、
そ
の
多
く
が
「
深
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
も
う
一
首

設
一
一
月
懐
遠

海
上
生
明
月

天
涯
共
此
時

（
情
無
限
。
鍾
〉

張
九
齢
（
『
唐
詩
帰
』
巻
五
）

天Z海
涯？：上

に

明
日
生〉
じう

此
の
時
を
共
に
す
。

寛
夕
起
相
思

「情
人
労巳
＂二4、
進
夜

燭ま寛f情
をりタ？人
減
し キ目f逢f

思し夜平
光をを
痛み起怨
っすみ
る。

を
憐
れ
み

滅
燭
憐
光
滴

ヲ，

」．． 
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（
深
子
看
月
。
鐙
）衣

を
披
る
に
露
の
滋
き
を
魔
ゆ
。

披
衣
盟
百
露
滋

下
略

こ
の
詩
は
、
月
を
見
な
が
ら
遠
く
に
い
る
情
人
を
思
う
と
い
う
内
容
で
あ
る
が
、
第
五
句
自
の
後
ろ
の
鐙
慢
の
評
に
注
目
し
た
い
。
あ
か

り
を
消
し
て
、

あ
た
り
に
満
ち
た
月
光
を
憐
む
と
い
う
第
五
句
の
内
容
に
対
し
て
、

一
ー
君
月
」
と
言
う
よ
り
「
深
」
で
あ
る
と
の
意
味
で
あ

る
。
つ
ま
り
題
名
に
「
望
月
」
と
、
月
を
見
る
と
い
う
意
味
が
は
っ
き
り
表
わ
れ
て
い
る
の
に
、
詩
の
中
で
ま
た
直
接
的
に
「
看
月
」
と
言

う
よ
り
、
あ
か
り
を
消
し
て
満
ち
た
月
光
を
憐
む
と
間
接
的
に
言
う
の
が
、
「
若
月
」
の
意
味
を
表
わ
し
な
が
ら
も
「
深
」
で
あ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。

」
こ
で
は
「
望
月
」
あ
る
い
は
「
君
月
」
と
い
う
「
景
」
を
、

「
満
ち
た
月
光
を
憐
む
」
と
い
う
「
情
」
を
通
じ
て
表
現
す
る

こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
前
掲
の
「
玉
階
怨
」
で
「
情
」
を
「
景
」
の
抗
写
に
よ
っ
て
表
現
し
た
の
と
は
様
子
が
す
こ
し
異
な
る
が
、
や
は
り

「
情
景
融
合
」
の
間
接
的
表
現
を
貴
ぶ
と
い
う
点
は
同
じ
で
あ
る
。

で
は
こ
う
い
う
間
接
的
表
現
法
に
彼
ら
が
「
深
」
と
評
価
し
た
の
を
ど
う
説
明
す
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
か
？

そ
の
説
明
の
前
に
鍾
哩
自
ら

「
深
」
に
つ
い
て
定
義
を
し
た
言
葉
を
紹
介
し
た
い
口
鐙
阿
国
は

『
唐
詩
帰
』
巻
二
十
杜
甫
の
「
送
遠
」
と
い
う
詩
の
末
尾
で
つ
深
甚
μ

な

る
は
、
解
す
べ
か
ら
、
ち
る
に
在
ら
ず
し
て
、
人
を
し
て
思
わ
し
む
る
に
在
り
。
若
し
解
す
べ
か
ら
、
ち
る
を
以
て
深
き
を
求
む
れ
ば
、
則
は
ち

浅
し
。
」
と
い
う
。

要
す
る
に
た
だ
分
り
に
く
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
「
深
」
に
な
れ
な
い
、

「
深
甚
（
深
の
強
調
形
〉
」
と
は
分
り
に
く

い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
人
に
し
て
考
え
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
の
意
味
で
あ
る
。
鍾
慢
の
「
深
」
に
対
す
る
こ
の
定
義
は
こ
こ

で
の
間
接
的
表
現
法
に
も
あ
て
は
ま
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
題
名
あ
る
い
は
詩
の
前
の
部
分
な
ど
で
割
合
に
は
っ
き
り
し
た
テ
l
マ
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を
示
し
て
お
い
て
、
そ
の
後
は
そ
の
テ
l
マ
に
直
接
的
に
か
か
わ
る
こ
と
は
言
わ
な
い
。
そ
し
て
読
者
を
し
て
そ
の
間
接
的
表
現
が
テ
l
マ

と
ど
う
い
う
よ
う
に
か
か
わ
る
か
を
考
え
さ
せ
、

や
が
て
は
詩
人
が
直
接
的
に
は
言
わ
な
い
け
れ
ど
も
何
か
を
言
っ
て
い
る
そ
の
「
深
」
い

思
い
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
口
そ
ん
な
ふ
う
に
読
者
を
し
て
考
え
さ
せ
る
と
い
う
そ
の
味
わ
い
が
、

「
深
」
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
時
、
極
め
て
わ
ず
か
な
例
外
を
の
ぞ
い
て
、

ほ
と
ん
ど
の
場
合
テ
l

マ
は
何
ら
か
の
か
た
ち
で
表
示
さ
れ
て
い

る
。
も
し
テ
i
マ
に
つ
い
て
の
何
の
ヒ
ン
ト
も
施
さ
れ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
間
接
表
現
で
は
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
の
平
面

的
な
景
物
描
写
、
あ
る
い
は
た
だ
の
情
の
描
写
に
過
ぎ
な
く
、
何
の
「
深
み
」
も
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
鍾
・
語
は
、
彼
ら
が
「
深
」
で

も
な
い
部
分
を
「
深
」
だ
と
評
価
し
た
と
誤
解
さ
れ
る
の
を
避
け
る
た
め
に
、
前
掲
の
「
内
容
」
の
深
奥
な
詩
句
に
対
し
て
は
た
だ
短
く

「
深
」
と
評
し
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
必
ず
と
言
っ
て
い
い
程
ど
う
し
て
「
深
」
で
あ
る
か
を
説
明
す
る
の
で
あ
る
口
そ
れ
に
も
か
か
わ

（
日
）

ら
ず
後
の
人
々
か
ら
、
「
浅
」
の
部
分
を
「
深
」
と
評
価
し
た
と
批
難
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
。

鐙
慢
の
言
う
通
り
「
深
」
が
人
を
し
て
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
概
念
の
幅
は
極
め
て
広
く
な
り
、
鐙
・
誇
が
『
唐
詩

帰
』
の
中
で
「
深
」
と
評
価
し
た
部
分
は
ほ
と
ん
ど
が
う
ま
く
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

つ
ま
り
前
掲
の
「
深
奥
」
な
内
容
の
詩
句
も
結

局
、
そ
の
「
深
奥
」
さ
に
よ
っ
て
読
者
を
し
て
考
え
さ
せ
る
と
い
う
面
で
共
通
点
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
次
の
よ
う
な
例
も
あ

る。
但
恐
愁
容
不
相
識

定~~但
にだ
恒Z恐f
tこる

愁
rh’ 廿

得
数
恒
着
別
時
衣

別
時
の
衣相f
を 識 し
着きら
しぢ
むる
るを

（
可
憐
。
語

H

愁
容
μ

二
字
、
着
夫
婿
身
上
使
説
深
。
鎮
）
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〈
「
夏
日
閤
怨
」
・
薬
理
・
『
唐
詩
帰
』
巻
五
〉

上
の
詩
句
は
長
く
京
師
に
留
っ
て
い
る
夫
に
対
し
て
の
相
思
の
情
を
詠
じ
た
七
言
古
詩
の
最
後
の
聯
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
内
容
は
、
夫

が
も
し
帰
る
と
す
れ
ば
、
夫
の
顔
、
が
あ
ま
り
に
も
や
せ
こ
け
て
い
て
見
わ
け
が
つ
か
な
い
か
も
知
れ
な
い
か
ら
、
別
れ
た
時
着
て
い
た
衣
服

を
い
つ
も
着
て
い
る
よ
う
に
さ
せ
よ
う
の
意
味
で
あ
る
。
（
「
愁
容
」
の
主
語
が
怨
女
自
身
で
あ
る
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
思
わ

れ
る
が
、
こ
こ
で
は
鍾
慢
の
評
文
に
合
わ
せ
て
解
釈
し
て
置
く
。
〉
こ
こ
で
鍾
慢
の
評
は
、
ま
だ
会
っ
て
も
い
な
い
夫
の
顔
を
「
愁
容
」
と

表
現
し
た
か
ら
「
深
」
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る

D

つ
ま
り
「
愁
容
」
と
い
う
表
現
に
は
、

ま
だ
会
っ
て
は
い
な
い
が
平
日
の
夫
の
性
格

か
ら
み
て
、

ま
だ
そ
の
外
の
い
ろ
い
ろ
な
状
況
か
ら
み
て
、
夫
の
顔
は
や
せ
こ
け
て
い
る
に
違
い
な
い
と
い
う
、
夫
の
身
を
案
じ
る
妻
の
深

い
気
持
ち
が
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
詩
句
を
読
む
読
者
も
、

や
や
唐
突
に
見
え
る
こ
の
言
葉
が
含
ん
で
い
る
妻
の
夫

に
対
し
て
の
気
持
ち
を
読
む
う
ち
に
、

や
が
っ
て
は
理
解
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
表
現
の
技
法
に
か
か
わ
る
問
題
の
よ
う
に
思
え
る

が
、
結
局
こ
の
詩
句
は
、
象
徴
的
で
や
や
難
し
い
表
現
に
な
っ
て
い
て
、
読
者
を
そ
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
効
果
を

も
た
ら
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
も
鍾
慢
の
言
う
「
使
人
思
」
と
い
う
「
深
」
の
意
味
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

以
上
で
考
察
し
た
通
り
鐙
・
諌
が
施
し
た
「
深
」
は
、

詩
句
の
内
容
の
「
深
奥
」
さ
、
「
情
景
融
合
」
を
目
指
す
間
接
的
な
表
現
法
、

た
は
語
索
表
現
の
象
徴
性
な
い
し
含
蓄
性
に
か
か
わ
る
幅
広
い
概
念
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
結
局
鐙
慢
の
言
う
通
り
「
使
人
思
」
の
点

に
お
い
て
共
通
点
を
見
い
出
せ
る
と
結
論
づ
け
て
い
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
「
思
」
を
重
視
す
る
の
は
、
彼
の
性
格
と
も
深

く
結
び
つ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
彼
の
「
深
省
」
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
強
調
は
す
で
に
言
及
し
た
が
、
そ
れ
と
は
次
元
が
異
な
る
け
れ

(101) -340ー
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（

ロ

）

（

河

川

）

ど
も
『
唐
詩
帰
』
の
中
で
は
「
静
思
」
「
深
思
」
な
ど
の
「
考
え
る
こ
と
」
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
文
天
瑞
詩
義
序
」
の
中
で
は
、

古
学
が
廃
さ
れ
た
理
由
と
し
て
「
皐
者
不
肯
好
皐
深
思
、
畏
難
就
易
、
：
：
：
」
と
言
い
、
文
天
瑞
を
「
深
況
之
思
」
の
人
で
あ
る
と
褒
め
て

（

U
）
 

い
る
D

ま
た
「
周
伯
孔
詩
序
」
の
中
で
も
、
周
伯
孔
に
「
精
思
妙
悟
」
を
勧
め
て
い
る
が
、

」
う
い
う
「
考
え
る
こ
と
」
の
強
調
は
、
彼
ら

の
「
学
古
」
の
主
張
と
も
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
古
典
を
広
く
読
ん
で
深
く
考
え
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
こ
と
は
誰
よ
り
も
鍾
慢
自
身
が
実
行
し
た
よ
う
で
あ
る
ロ
次
に
前
掲
の
雷
元
春
の
書
い
た
「
退
谷
先
生
墓
志
銘
」
の
中
の
一
節
を
引
用

し
て
み
る
。

嘗
に
恨
む
ら
く
は
、
世
人
間
見
泊
没
し
、
文
を
守
る
こ
と
難
破
せ
ら
る
る
を
。
故
に
思
ひ
を
潜
め
覧
を
退
か
に
し
、
深
く
入
り
て
超
出

し
、
古
今
の
命
脈
を
綴
り
、
人
我
の
限
界
を
開
く
。

「
深
」
と
い
う
評
語
に
も
、
「
幽
」
と
同
じ
く
彼
ら
の
性
向
が
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

四
、
「
厚
」

に
つ
い
て

事
世
無
相
識

翠i
世f

奮相？
恩識与
を無
思fし
ふ、

終
身
思
奮
恩

終
身

（
悲
甚
、
厚
甚
、
非
過
時
人
不
知
。
鐙
〉
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（
「
寄
刑
州
張
丞
相
」
・
王
維
・
『
唐
詩
帰
』
巻
九
〉

野
老
念
牧
童

(99) 

野
老

牧
童
を
念
ひ
、

倍
杖
候
荊
一
扉

（
厚
風
。
鍾
）

つ

え

け

い

ひ

こ

う

杖
に
倍
り
て
荊
一
扉
に
候
す
。

（
「
滑
川
田
家
」
・
王
維
・
『
唐
詩
帰
』
巻
八
）

日
愛
関
巷
静

毎
閣
官
吏
賢

（
厚
語
。
鍾
）

毎2日3
？と tこ
間愛
くす

官間
吏巷
賢1静
なか
るな
をる
。を

-342ー

（
「
首
冬
寄
河
東
昭
徳
里
書
事
胎
鄭
損
倉
曹
」
・
宜
給
・
『
唐
詩
帰
』
巻
二
十
六
）

漏
酌
勧
憧
僕

（
厚
在
五
字
、

好
随
郎
馬
蹄

L
ゃ
く
司
令

酌
を
満
た
し
て
、
僅
僕
に
勧
め

好よ不
く必
隠主終
へが篇

郎｜鍾
」J

の
馬ぱ

蹄ご



〈
「
送
陳
擦
」
・
朱
慶
儀
・
『
唐
詩
帰
』
巻
三
十
三
）

以
上
、
例
に
あ
げ
た
詩
句
の
特
徴
は
、

い
ず
れ
も
人
と
人
と
の
関
係
か
ら
生
じ
る
厚
い
情
を
そ
の
内
容
に
し
て
い
る
点
だ
ろ
う
。
始
め
の

王
維
の
詩
句
は
、
友
人
か
ら
受
け
た
思
を
終
身
思
い
つ
づ
け
る
と
い
う
内
容
で
あ
り
、
や
は
り
王
維
の
次
の
詩
句
は
村
老
の
牧
童
に
対
す
る

思
い
や
り
が
、
虚
倫
の
詩
句
は
町
で
官
吏
が
賢
い
と
い
う
う
わ
さ
を
聞
く
と
い
う
内
容
で
あ
る
が
、

や
は
り
官
吏
と
人
民
と
の
望
ま
し
い
関

係
が
表
わ
れ
て
い
る
。
朱
慶
訟
の
詩
句
も
、
旅
に
出
る
友
人
（
？
）
の
憧
僕
に
漏
酌
を
勧
め
、
そ
の
友
人
を
よ
く
世
話
し
て
く
れ
る
こ
と
を

頼
む
内
容
で
あ
り
、
鎧
慢
は
、

「
厚
」
は
こ
の
詩
句
に
こ
そ
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
は
、
儒
家
的
だ
と
も
言
え
る
倫
理

を
も
と
に
し
た
詔
養
さ
れ
た
人
格
が
、

「
厚
」
と
評
価
す
る
根
拠
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
そ
し
て
一
般
的
に
そ
の
沼
養
さ
れ
た
人
格

か
ら
発
さ
れ
た
感
情
は
、
激
し
さ
よ
り
は
お
だ
や
か
さ
を
特
徴
に
す
る
と
言
え
よ
う
。

（日）

「
明
主
雌
然
棄
、
丹
心
亦
未
休
。
」
に
「
不
厚
」
と
評
し
た
の
も
、
「
棄
」
と
い
う
露
骨
な
表
現
と
「
丹
心
亦
未
休
」
か
ら
感
じ
ら
れ
る
激
し

事
実
、

鐙
慢
が
山
今
参
の
「
題
貌
州
西
棲
」
の
中
の

さ
を
嫌
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
い
う
詩
文
に
お
い
て
の
倫
理
性
、
あ
る
い
は
思
想
性
の
重
視
は
、
鐙
慢
の
文
集
の
中
か
ら
も
発
見
さ
れ
る
。
鍾
慢
は
「
東
坂
文
選

（日）
序
」
の
中
で
、
戦
国
時
代
の
言
、
す
な
わ
ち
縦
横
家
・
名
家
・
法
家
な
ど
の
文
章
が
、
蘇
東
坂
の
文
章
と
同
じ
く
「
雄
博
高
逸
之
気
」
・
「
好

回
附
抜
之
情
」
を
持
っ
て
い
な
が
ら
も
蘇
東
坂
の
文
章
よ
り
劣
る
の
は
、

「
先
王
之
仁
義
道
徳
膿
柴
刑
政
」

に
当
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い

う
。
ま
た
鐙
慢
は
そ
れ
と
同
じ
理
由
で
、
老
荘
も
「
出
世
之
文
」
と
し
て
妙
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
毅
然
と
し
て
斥
け
て
疑
わ
な
い
と
言
い
、

孟
子
は
同
じ
く
戦
国
の
文
で
あ
る
が
、
蘇
家
の
文
の
源
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
。
語
元
春
の
「
退
谷
先
生
墓
志
銘
」
に
は
、
鍾
哩
が
こ

の
「
束
坂
文
選
序
」
を
書
い
た
年
よ
り
す
こ
し
後
の
四
十
八
・
九
歳
の
こ
ろ
か
ら
、
事
ら
仏
教
を
貧
主
一
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
書
か
れ
て
い
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に
値
す
る
と
言
え
よ
う
。

る
が
、
そ
れ
は
し
ば
ら
く
お
き
、
こ
こ
で
は
儒
家
と
し
て
の
明
確
な
自
覚
の
上
で
、
文
章
に
お
い
て
の
思
想
性
を
主
張
し
て
い
る
の
は
注
目

と
こ
ろ
で
「
厚
」
の
風
格
は
こ
う
い
う
思
想
性
の
み
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。
次
に
例
を
あ
げ
て
み
る
。

界
居
藍
田

薄藍Z
地田Z
をに
身号ミ界ご
らか居i
耕会し
す宇 、

薄
地
帰
耕

（
厚
。
鍾
）

（
「
酬
諸
公
見
過
」
・
壬
維
・
『
唐
詩
帰
』
巻
八
〉

晩
田
始
家
食

晩店
田Z

徐
布
成
我
衣

徐
布

信
用
此
一
句
不
入
律
内
、
然
盛
唐
人
不
拘
。
又
）

我
が
衣
を
成
す
。

（
厚
甚
。
鍾

始
め
て
家
食
し

（
「
贈
劉
藍
田
」
・
王
椎
・
『
唐
詩
帰
』
巻
八
）

八
月
湖
水
平

)¥ 
月

た
ひ
ら
か

湖
水
平
な
り
。
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活
虚
混
太
清

虚
を
話
し
て
太
清
に
混
ず
。

（
多
少
厚
。
語
）

（
「
豆
、
洞
庭
湖
賠
張
丞
相
」
・
孟
浩
然
・
『
唐
詩
帰
』
巻
十
）

前
に
例
を
あ
げ
た
「
厚
」
と
評
さ
れ
た
詩
句
が
主
に
「
情
」
を
述
べ
た
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
の
詩
句
は
叙
事
、
あ
る
い
は
叙
景
を
そ
の

内
容
に
し
て
い
る
。
は
じ
め
の
王
維
の
詩
句
は
藍
田
に
退
い
て
、
や
せ
た
土
地
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
自
ら
耕
す
と
い
う
素
朴
な
趣
で
あ
り
、

お

〈

て

次
の
「
賠
劉
藍
田
」
の
詩
句
も
家
で
食
べ
る
の
は
晩
生
で
あ
り
、
税
と
し
て
納
め
た
残
り
の
布
を
も
っ
て
家
族
の
衣
服
を
作
る
と
い
う
つ
づ

ま
や
か
な
田
舎
生
活
を
詠
じ
て
い
る
口
次
の
孟
浩
然
の
詩
句
は
こ
れ
ら
と
違
っ
て
叙
景
で
あ
る
が
、

や
は
り
読
む
人
を
し
て
平
ら
か
な
気
持

ち
に
し
て
く
れ
る
の
は
同
じ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

で
は
「
情
」
を
述
べ
た
前
の
グ
ル
ー
プ
と
、
こ
こ
で
の
詩
句
が
同
じ
く
持
っ
て
い
る
特
徴
は
な
ん
だ
ろ
う
か
？

（

げ

）

と
い
う
詩
境
の
本
質
に
つ
な
が
る
の
だ
ろ
う
が
、
鐘
慢
に
よ
れ
ば
「
朴
市
無
態
者
」
が
い
わ
ゆ
る
「
厚
」
で
あ
る
と
い
う
。
「
淳
朴
で
め
だ
た

そ
れ
は
結
局
、
「
厚
」

な
い
」
と
で
も
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
鍾
慢
は
、

作
っ
た
時
、

読
ん
だ
時
は
「
躍
然
（
と
ぴ
あ
が
る
さ
ま
こ
と
し
て
目
に
入
る
け
れ

「
深
厚
」
な
る
も
の
は
、
作
っ
た
時
、

（
刊
日
）

ち
ぶ
れ
た
さ
ま
〉
」
と
し
て
目
に
入
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
味
わ
い
が
長
く
持
つ
と
言
う
。

（

ゆ

）

ま
た
「
輿
高
抜
之
観
察
」
の
中
で
は
次
の
よ
う
に
言
う

D

読
ん
だ
時
は
「
落
然
（
お

ど
も
、
そ
の
味
わ
い
が
長
く
持
た
な
い
「
新
奇
」
な
る
も
の
に
対
し
て
、

-345ー(96) 



主
品

持
品
出
始
謂
へ
ら
く
、
弟
と
詔
友
立
と
の
詩
、
清
新
な
れ
ど
も
未
だ
痕
有
る
を
免
が
れ
ず
と
。
又
一
一
一
口
へ
ら
く
、
詩
婦
の
一
昔
、
和
盤
託
出

に
し
て
、
未
だ
墨
く
す
を
好
む
の
累
有
る
を
免
が
れ
ず
と
。
夫
所
謂
痕
有
る
と
謹
く
す
を
好
む
と
は
、
正
に
厚
な
ら
ざ
る
の
説
な
り
。

こ
こ
で
友
人
の
曹
能
始
（
曹
学
仕
）
か
ら
鐙
・
語
の
詩
に
は
「
痕
」
が
あ
り
、
『
詩
帰
』
に
は
「
和
盤
託
出
」
、

つ
ま
り
「
童
く
す
を
好

む
」
と
い
う
欠
点
、
が
あ
る
と
い
う
指
摘
を
受
け
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
鑓
慢
は
、
そ
の
こ
と
は
結
局
「
不
厚
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ

と
解
釈
し
て
い
る
。
「
痕
」
が
あ
る
と
は
、
詩
の
中
で
何
か
を
描
写
す
る
時
、

全
体
の
中
に
融
け
合
う
こ
と
が
で
き
な
く
て
、

そ
れ
だ
け
が

目
立
つ
と
い
う
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
「
和
盤
託
出
」
と
は
「
基
盤
と
共
に
食
物
な
ど
を
持
ち
出
す
こ
と
。
」
で
、

何
も
か
も
打
ち
あ

け
る
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
か
ら
、
含
蓄
性
と
「
一
一
一
一
口
外
之
情
」
を
重
ん
じ
る
詩
を
評
価
す
る
に
お
い
て
も
や
は
り
欠
点
に
な
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
以
上
で
彼
ら
の
一
一
一
一
口
う
「
厚
」
の
概
念
が
あ
る
程
度
把
握
さ
れ
た
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
鐙
慢
は
、
「
厚
」
を
詩
の
理
想
的
詩
境
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
前
掲
の
「
興
高
抜
之
甑
察
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
言
う
。

あ
っ

詩
、
厚
き
に
至
り
て
徐
事
無
し
。
然
も
古
よ
り
未
だ
霊
心
無
く
し
て
能
く
詩
を
得
る
者
有
ら
ず
。
厚
き
は
翠
よ
り
出
づ
れ
ど
も
、
霊
な

る
者
即
ち
厚
き
こ
と
能
わ
ず
。
（
詩
至
於
厚
市
無
徐
事
会
。
然
従
古
未
有
無
軍
心
而
能
魚
詩
者
。
厚
出
於
露
、
而
霊
者
不
即
能
厚
。
）

「
霊
心
」
は
詩
を
作
る
上
に
お
い
て
必
須
的
な
、
表
出
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
詩
心
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
「
厚
」
に
至
る
と
い
う

（
初
）

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
方
法
と
し
て
は
、
「
必
保
此
霊
心
、
方
可
謹
書
養
気
以
求
其
厚
。
」
と
言
い
、
「
議
書
養
気
」
を
あ
げ
て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
彼
ら
の
「
厚
」
に
つ
い
て
の
一
連
の
発
言
は
ほ
と
ん
ど
が
『
詩
帰
』
を
評
選
し
た
後
に
出
た
も
の
で
あ
る
と
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い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
『
詩
帰
』
を
評
選
し
て
ま
ず
親
し
い
友
人
に
読
ん
で
も
ら
い
、
彼
ら
か
ら
『
詩
帰
』
の
評
選
態
度
及
び
そ
の
評

文
が
「
不
厚
」
で
あ
る
と
い
う
意
味
の
指
摘
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
で
考
察
し
て
来
た
通
り
『
詩
帰
』
を
評
選
す
る
当

時
に
お
い
て
も
「
厚
」
に
対
す
る
認
識
が
あ
り
、

そ
れ
を
『
詩
帰
』
の
中
で
も
反
映
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、

「
不
厚
」
で
あ
る
と
い
う
指
摘

を
受
け
る
に
つ
れ
て
「
厚
」
に
つ
い
て
の
認
識
を
あ
ら
た
め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
の
「
厚
」
に
つ
い
て
の
思

ハ

ア

」

み
B
h

、

、，‘、、
U
M

曹、ム
M

・
お
の
れ
の
「
不
厚
」
に
対
し
て
の
反
省
の
意
味
が
深
く
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
友
人
の
曹
学
佳
か
ら
「
不
厚
」
で
あ
る
と

い
う
意
味
の
指
摘
を
受
け
た
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
言
及
し
た
、
が
、
高
該
之
か
ら
も
同
じ
内
容
の
手
紙
を
も
ら
っ
た
ら
し
い
。

前
掲
の

「
興
高
該
之
観
察
」
を
ま
た
引
用
し
て
み
る
。

向
に
回
示
を
棒
讃
し
、
識
す
に
慢
の
評
す
る
所
の
詩
師
、
厚
の
一
字
に
お
い
て
反
覆
す
れ
ど
も
、
筆
を
下
す
に
多
く
未
だ
厚
な
ら
ざ
る

か
た
じ
け
の
う

者
有
る
を
以
て
す
る
を
厚
す
。
比
れ
洞
見
深
中
の
言
な
り
、
然
も
亦
説
有
り
。
夫
れ
所
謂
厚
の
一
字
に
お
い
て
反
覆
す
る
者
は
、
心
に

詩
中
賓
に
此
の
境
有
る
を
知
る
な
り
。
そ
の
筆
を
下
す
や
未
だ
比
の
如
き
こ
と
能
は
ざ
る
者
は
、
則
ち
所
謂
知
れ
ど
も
未
だ
踏
ま
ず
、
期

す
れ
ど
も
未
だ
至
ら
ず
、
望
め
ど
も
未
だ
こ
れ
を
見
ざ
る
な
り
。

『
詩
帰
』
に
は
「
厚
」
と
い
う
評
価
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
評
は
「
厚
」
に
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
高
抜
之
か
ら
の
手
紙

に
書
か
れ
て
い
た
の
が
分
か
る
。
鍾
慢
は
そ
の
こ
と
を
認
め
た
後
、
そ
れ
に
つ
い
て
弁
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
厚
」
と
い
う
字
を
反
復
し

た
の
は
、
詩
の
中
に
「
厚
」
と
い
う
詩
境
が
あ
る
の
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
評
が
「
厚
」
で
は
な
い
の
は
、
知
っ
て
い
る
が
及
ば
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
だ
と
言
う
。
ま
こ
と
に
明
快
な
自
己
分
析
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
彼
は
ま
た
自
身
の
詩
文
に
つ
い
て
も
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－
我
が
輩
の
文
字
、
畑
火
の
無
き
を
極
む
る
慮
に
到
り
、
使
ち
こ
れ
機
鋒
あ
り
、
：
：
：
〈
焔
火
は
飯
を
炊
く
け
む
り
。
機
鋒
は
禅
宗
問
答
で

の
す
る
ど
い
言
葉
。
）
」
と
言
い
、
自
身
の
詩
文
が
俗
世
間
か
ら
離
れ
て
い
て
「
厚
」
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
う
い
う
点
か
ら
見

る
と
、
鉱
慢
は
誰
よ
り
も
冷
静
に
批
評
家
と
し
て
の
自
分
と
創
作
家
と
し
て
の
自
分
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
見
詰
め
て
い
た
人
で
あ
る
と
思
わ
れ

る。

先
に
論
じ
た
「
幽
」
と
「
深
」
が
彼
ら
の
人
間
そ
の
も
の
に
深
く
密
着
し
た
部
分
か
ら
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

「厚」

は
彼
ら
の
批
評
家
意
識
が
も
っ
と
働
い
た
、

つ
ま
り
彼
ら
が
そ
う
で
あ
る
べ
き
と
目
指
し
た
理
想
の
も
の
で
あ
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。
そ
し

（
幻
）

つ
ま
り
、
鍾
慢
は
「
陪
郎
草
序
」
の
中
で
「
失
詩
以
静
好
柔
厚

て
こ
の
「
厚
」
の
認
識
は
中
国
の
伝
統
的
詩
観
へ
の
回
帰
を
示
し
て
い
る
ロ

焦
教
者
也
。
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
た
ぶ
ん
『
躍
記
』
経
解
篇
の
「
其
魚
人
也
温
柔
敦
厚
詩
教
也
」
に
も
と
守
つ
い
た
も
の
で
あ
る
と

言
え
よ
う
c

そ
し
て
彼
ら
が
、
最
終
的
に
は
「
厚
」
と
い
う
風
格
を
も
っ
て
伝
統
的
詩
観
ヘ
帰
着
し
た
の
は
、
中
国
の
古
典
時
代
に
生
き
、

儒
家
と
し
て
の
軌
か
ら
離
れ
た
こ
と
の
な
い
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
あ
る
い
は
当
然
の
結
果
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

五
、
終
わ
り
に

も
と
も
と
ご
く
短
い
説
明
が
付
い
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
何
の
説
明
も
付
い
て
い
な
い
、

た
っ
た
一
字
か
二
字
か
ら
な
る
詩
評
語
の
意
味

を
、
そ
の
評
語
が
施
さ
れ
た
詩
句
群
の
分
析
を
通
じ
て
引
き
出
す
と
い
う
こ
と
は
、
極
め
て
難
し
い
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
つ
ま
り
こ
う
い

う
場
合
、
そ
の
評
語
が
施
さ
れ
た
詩
句
か
ら
何
の
論
理
の
一
貫
性
も
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
共
通
点
を
見
つ
け
る
と
し
て
も
、
そ

れ
は
非
常
に
幅
広
い
概
念
に
な
り
や
す
い
。
し
か
し
こ
う
い
う
評
語
が
た
と
え
厳
密
さ
が
要
求
さ
れ
る
詩
評
語
と
し
て
は
限
界
性
を
持
っ
て

い
る
と
し
て
も
、
そ
の
評
者
の
詩
に
つ
い
て
の
意
見
を
物
語
っ
て
い
る
の
に
は
違
い
な
い
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
詩
評
語
か
ら
そ
の
評
者
の

詩
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
意
見
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、

そ
れ
は
研
究
の
対
象
と
し
て
充
分
興
味
あ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
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う
と
こ
ろ
で
『
唐
詩
帰
』
の
中
の
「
幽
」
「
深
」
「
厚
」
で
は
、
す
で
に
述
べ
て
来
た
通
り
、
大
略
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
鍾
・
語
が
そ
の
評

語
を
通
じ
て
何
が
言
い
た
か
っ
た
の
か
が
、
す
こ
し
は
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
整
理
し
て
み

る
こ
と
に
す
る
。
「
幽
」
で
は
、
鎧
・
語
の
山
水
文
学
へ
の
傾
斜
が
う
か
が
わ
れ
、

ま
た
そ
こ
に
は
世
間
と
は
距
離
を
お
い
て
、
「
関
心
」
を

保
ち
、
「
至
理
」
な
る
者
を
悟
る
た
め
た
え
ず

と
し
て
見
る
彼
ら
の
性
情
が
よ
く
反
映
さ
れ
て
い

「
深
省
」
す
る
「
幽
人
」
を
「
真
君
子
」

る
と
言
え
よ
う
。
「
深
」
は
鐙
慢
の
言
う
通
り

こ
れ
も
「
深
思
」
し
て
「
学
古
」
す
る
こ
と
を
主
張
す

「
使
人
思
」
の
意
味
で
納
ま
る
が
、

る
彼
の
平
日
の
生
活
及
び
性
格
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
中
国
の
伝
統
的
詩
観
で
あ
る
「
温
柔
敦
厚
」
に
も
と
を
つ
い
て
い
る
と
見

ら
れ
る
「
厚
」
を
、
彼
ら
が
意
識
的
に
持
ち
上
げ
る
こ
と
に
な
る
大
き
い
キ
ッ
カ
ケ
に
な
っ
た
の
は
『
詩
帰
』
の
評
選
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
つ
ま
り
『
詩
帰
』
が
「
不
厚
」
で
あ
る
と
い
う
友
人
ら
の
批
評
を
受
け
る
に
つ
れ
て
、

反
省
し
、
「
厚
」
に
つ
い
て
深

そ
れ
を
認
め
、

く
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
は
一
儒
家
と
し
て
「
厚
」
を
本
気
で
自
分
の
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
真
面
目
さ

と
、
自
身
を
客
観
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
知
性
と
で
も
言
え
る
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、

一
九
九

0
年
度
日
本
中
国
学
会
（
十
月
二
十
日
、
於
駒
津
大
学
）
の
口
頭
発
表
を
も
と
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
各
途
次
に

お
い
て
御
教
示
を
賜
わ
っ
た
佐
藤
一
郎
先
生
は
じ
め
諸
先
生
方
に
厚
く
御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

、正（

1
）
 

（

2
〉

紹
紅
「
責
陵
派
文
学
理
論
的
研
究
」
（
『
文
史
哲
学
報
』

M
期、

博
士
論
文
・
一
九
七
八
年
三

『
中
国
文
学
批
評
史
』
（
郭
紹
虞
・
上
海
古
籍
出
版
社
・
一
九
七
九
年
）
。
『
中
国
文
学
批
評
史
』
（
復
旦
大
学
・
上
海
古
籍
出
版
社
・
一
九
八
一

一
九
七
五
年
・
台
北
）
。
陳
寓
盆
「
晩
明
性
霊
文
学
思
想
研
究
」
（
国
立
台
湾
大
学

-349ー(92) 



（

3
）
 

年）。
阿
部
兼
也
「
唐
詩
帰
詩
評
用
語
試
探
ー

l
「
説
不
出
」
と
、
「
深
」

l
l」
（
『
集
刊
東
洋
学
』
二
十
九
号
、
一
九
七
三
年
六
月
〉
。
「
詩
評
に
お
け
る

逆
説
的
表
現
の
も
つ
意
味
に
つ
い
て
｜
｜
「
唐
詩
帰
」
の
「
静
」
「
深
」
「
幽
」
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜
」
（
『
教
養
部
紀
要
』
十
九
号
、
一
九
七
四

年
三
月
、
東
北
大
）
。

『
列
朝
詩
集
小
伝
』
・
丁
集
中
・
「
鍾
提
学
僅
」

『
唐
詩
帰
』
巻
二
十
七
・
子
鵠
・
「
秦
越
人
洞
中
詠
」
の
評
文
。
『
唐
詩
帰
』
巻
三
・
宋
之
問
・
「
嵩
山
天
門
歌
」
の
評
文
。

『
唐
詩
帰
』
巻
十
八
・
杜
市
・
「
挽
龍
門
奉
先
寺
」
の
評
文
。

『
唐
詩
帰
』
巻
十
三
・
苓
参
「
緑
山
西
峰
草
堂
作
」
の
評
文
。

『
鵠
漕
文
草
』
巻
十
ニ

『
隠
秀
軒
集
』
長
集
・
「
簡
遠
堂
近
詩
序
」

『
隠
秀
軒
集
』
長
集
・
「
簡
遠
堂
近
詩
序
」

一
談
芸
録
』
一

O
四
頁
（
銭
鍾
書
・
北
京
中
華
書
局
・
一
九
八
四
年
）

『
唐
詩
帰
』
巻
五
・
張
九
齢
「
西
江
夜
行
」
の
評
文
。
『
唐
詩
帰
』
巻
十
一
・
王
昌
齢
「
宴
南
亭
」
の
評
文
。

「
隠
秀
軒
集
』
長
集

『
隠
秀
軒
集
』
長
集

『
唐
詩
帰
』
巻
十
三

一
隠
秀
軒
集
』
長
集

「
隠
秀
軒
集
』
徐
集
・
「
閲
聖
教
序
廟
堂
碑
聖
母
坐
位
四
帖
」

『
隠
秀
軒
集
』
往
集
・
「
与
語
友
夏
」

『
隠
秀
軒
集
』
往
集

『
隠
秀
軒
集
』
往
集
・
「
与
高
該
之
観
察
」

『
隠
秀
軒
集
』
往
集
・
「
答
同
年
予
孔
昭
」

『
隠
秀
軒
集
』
長
集
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