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戴
震
の
詩
経
研
究
に
お
け
る

「
爾
雅
』

の
意
義

種

村

史

手口

段
玉
裁
、

一
七
三
五
J
一
八
一
五
、
が
彼
の
師
で
、
清
朝
考
証
学
が
最
も
高
い
学
的
水
準
に
達
し
た
い
わ
ゆ
る
「
乾
嘉
の
学
」
の
代
表
者

一
七
二
三

i
八
八
の
た
め
に
編
定
し
た
「
戴
東
原
先
生
年
譜
」
（
以
下
「
年
譜
」
と
略
称
〉
に
拠
れ
ば
、

の
一
人
で
あ
る
戴
震
、
字
は
東
原
、

乾
隆
十
四
年
己
巳
、

『
爾
雅
文
字
考
』
と
い
う
そ
の
師
の
著
作
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
な
記
事
が
見

一
七
四
九
、
戴
震
二
十
七
歳
の
条
に
、

ら
れ
る
。先

生
に
『
爾
雅
文
字
考
』
十
巻
の
著
述
が
あ
る
。
・
：
按
ず
る
に
、
こ
の
書
は
い
つ
完
成
し
た
も
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
〔
そ
の
序
の
、

先
生
が
『
爾
雅
』
の
研
究
に
専
心
す
る
こ
と
〕
「
救
に
於
い
て
十
年
」
の
言
葉
に
拠
る
な
ら
ば
、
十
七
歳
の
時
「
道
を
聞
く
」
（
『
論
語
』

里
仁
）
志
を
持
っ
て
以
来
、
訓
話
の
学
に
専
念
し
（
戴
震
の
乾
隆
四
十
二
年
丁
酉
正
月
十
四
日
付
、
段
玉
裁
宛
手
翰
に
拠
る
言
葉
）
て
、

つ
い
に
こ
の
著
作
を
も
の
し
た
の
は
恐
ら
く
乾
隆
十
三
、
十
四
、
十
五
年
の
間
に
あ
ろ
う
。
〔
序
に
〕
「
姑
く
こ
れ
を
異
日
に
侯
た
ん
」

と
あ
り
、
こ
れ
は
〔
こ
の
書
に
〕
満
足
し
き
れ
な
い
点
が
あ
る
と
い
う
気
持
を
表
わ
す
言
葉
な
の
で
あ
る
が
、
先
生
の
小
学
の
分
野
に
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お
け
る
基
礎
は
こ
の
『
爾
雅
文
字
考
』
に
よ
っ
て
打
ち
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

の
書
は
彼
の
『
爾
雅
』
研
究
の
過
程
に
お
い
て
、

同
じ
く
段
玉
裁
の
編
ん
だ
『
戴
東
原
集
』
（
以
下
『
戴
集
』
と
略
称
）
巻
三
に
収
め
ら
れ
た
「
爾
雅
文
字
考
序
」
と
い
う
文
の
中
に
、
こ

過
ぐ
れ
ば
旋
で
忘
る
る
を
曜
れ
て
之
を
録
し
て
扶
を
成
」
し
た

「
偶
々
記
す
る
所
有
り
、

も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
を
見
れ
ば
、
あ
る
い
は
劉
記
の
体
裁
を
と
っ
た
著
述
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
段

や

や

う

か

が

玉
裁
が
「
年
譜
」
中
で
、
戴
震
の
詰
訓
の
学
は
こ
の
書
と
『
方
言
疏
詮
』
と
が
な
お
存
す
る
お
か
げ
で
、
「
亦
た
梢
涯
略
を
窺
ふ
可
し
」
と

言
う
の
を
見
て
も
、
部
晋
酒
の
『
爾
雅
正
義
』
、
都
諮
行
の
『
爾
雅
義
疏
』
に
先
立
つ
、
清
朝
『
陽
雅
』
学
の
白
眉
と
な
り
得
る
内
容
を
持

っ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
書
は
今
に
伝
わ
ら
な
い
。
「
年
諮
問
」
に
拠
れ
ば
、
『
爾
雅
文
字
考
』
の
稿
本
は
、
も
と
曲

れ
い
と
う

阜
の
孔
継
詔
の
家
に
蔵
さ
れ
て
い
た
の
を
、
戴
震
の
同
年
で
山
東
布
政
使
に
ま
で
登
っ
た
呉
議
溝
、
名
は
俊
、
の
子
、
慈
鶴
が
継
詔
の
長
子

広
根
か
ら
借
り
出
し
て
刊
刻
し
よ
う
と
し
た
由
で
あ
る
が
、
結
局
刊
行
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
ば
か
り
か
稿
本
の
所
在
も
わ
か
ら
な
い
こ
と
に
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な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
事
は
措
き
、
こ
の
著
述
の
事
実
に
よ
っ
て
、
戴
震
が
『
爾
雅
』
の
研
究
に
若
年
の
折
か
ら
い
そ
し
ん
で

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
も
そ
も
清
朝
考
証
学
が
、
そ
の
経
学
研
究
に
お
い
て
訓
詰
や
文
字
の
研
究
｜
｜
い
わ
ゆ
る
「
小
学
」
ー
ー
を
重
視
し
、
そ
の
方
面
に
優

れ
た
業
績
を
残
す
後
漢
の
学
問
を
大
き
な
拠
り
所
と
し
た
た
め
に
「
漢
学
」
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
事
実
か
ら
考
え
て
も
、
十
三
経
の

列
に
入
れ
ら
れ
て
い
わ
ば
小
学
の
経
典
の
扱
い
を
受
け
て
い
る
『
爾
雅
』
を
、
漢
学
の
諸
家
が
い
か
に
と
ら
え
、
そ
の
学
問
に
取
り
入
れ
て

い
に
し
え

い
っ
た
か
は
、
興
味
深
い
問
題
と
な
る
。
と
り
わ
け
、
そ
れ
が
古
に
近
き
が
故
に
漢
代
の
訓
訪
学
を
尊
崇
し
た
と
い
わ
れ
る
恵
棟
、

一
六
九

七
i
一
七
五
八
、

に
対
し
て
、
そ
れ
が
経
典
の
真
意
を
よ
り
正
し
く
と
ら
え
て
い
る
と
い
う
理
由
で
故
訓
を
重
視
し
、
し
か
も
も
し
経
の
意



に
は
ず
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
大
胆
に
批
判
す
る
こ
と
も
た
め
ら
わ
な
い
戴
震
の
学
聞
を
考
え
る
際
に
は
、
な
お
さ
ら
彼
が

『
爾
雅
』
を
ど
う
扱
っ
た
か
は
大
き
な
問
題
と
な
ろ
う
。

「
乾
嘉
の
学
」

の
中
で
特
に
方
法
論
の
確
立
に
功
の
あ
っ
た
戴
震
で
あ
れ
ば
、
こ

れ
は
、
広
く
清
朝
考
証
学
が
故
訓
を
ど
の
よ
う
に
利
用
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
な
が
り
得
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味

で
彼
の
『
爾
雅
』
に
関
す
る
研
究
を
ま
と
め
た
と
い
う
本
書
の
亡
逸
は
惜
し
ま
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
我
々
に
は
こ
の
問
題
を
考
え
る
手
掛
り
が
全
く
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
か
と
言
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
彼
が
残
し
た
〈
経
〉
の

考
証
に
関
す
る
著
作
の
中
に
『
爾
雅
』
の
故
訓
が
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
る
か
を
抽
出
し
て
い
け
ば
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
解
答
は
求
め

ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

筆
者
は
、
戴
震
の
詩
経
研
究
の
成
果
で
あ
る
こ
つ
の
著
述
、
『
毛
鄭
詩
考
正
』
（
「
年
譜
」

す
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
乾
隆
十
八
年
葵
酉
、

一
七
五
三
、
戴
震
三
十
一
歳
の
作
。
以
下
『
考
正
』

で
は
こ
の
書
を
『
詩
補
伝
』
と
同
一
の
も
の
と

こ

う

け

い

（

4
）

『
呆
渓
詩
経
補
注
』

と
略
称
）

と
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（
「
年
譜
」
に
拠
れ
ば
、
乾
隆
三
十
一
年
丙
戊
、

一
七
六
六
、
戴
震
四
十
四
歳
の
作
。
以
下
『
補
注
』

と
略
称
〉
の
中
に
彼
の
経
学
の
理
念

と
方
法
論
が
い
か
に
表
出
し
て
い
る
か
の
調
査
を
試
み
て
来
た
が
、
そ
の
過
程
で
、
彼
の
詩
経
研
究
に
は
『
爾
雅
』
の
駆
使
が
核
心
を
な
し

て
い
る
こ
と
、
ま
た
彼
に
よ
っ
て
『
爾
雅
』
が
清
朝
の
学
問
の
中
で
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
。

そ
こ
で
、
本
論
文
に
お
い
て
は
そ
の
こ
と
を
具
体
的
に
分
析
し
、
あ
わ
せ
て
、
彼
が
故
訓
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
認
識
を
も
ち
、
そ
の
学

聞
に
吸
収
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
問
題
に
迫
り
た
い
と
思
う
。

な
お
、
論
文
中
の
引
用
は
、
訳
文
か
書
き
下
し
文
の
み
を
掲
げ
、
特
に
必
要
と
思
わ
れ
る
箇
所
を
除
い
て
原
文
は
省
略
す
る
。
引
用
文

中、（（

）
）
で
原
文
に
付
せ
ら
れ
た
戴
氏
の
自
注
を
、
（

〉
で
筆
者
の
補
足
し
た
説
明
を
、
〔

〕
で
翻
訳
上
、
必
要
と
思
わ
れ
る
補
充
語

句
を
表
し
た
。



上
に
述
べ
た
問
題
を
見
る
上
で
ま
ず
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

『
詩
経
』

の
最
古
の
注
解
で
、
前
漢
の

毛
亨
あ
る
い
は
毛
蓑
の
撰
に
な
る
『
毛
詩
詰
訓
伝
』
（
略
し
て
毛
伝
）
と
『
爾
雅
』
と
の
成
立
の
前
後
関
係
、
す
な
わ
ち
訓
詰
の
継
承
関
係

に
つ
い
て
、
戴
震
が
ど
の
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
従
来
様
々
な
説
が
行
わ
れ
、

『
爾
雅
』
と
い
う
文
献
の
価
値
も
そ
れ
に
よ
っ
て
大
き
く
揺
れ
動
い
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
、
『
戴
集
』
巻
三
「
江
慎
修
先
生
に
答
え
て
小
皐
を
論
ず
る
書
」
で
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

で
す
0

・
：
以
前
の
学
者
が
「
『
爾
雅
』
の
訓
詰
は
往
々
に
し
て
毛
伝
か
ら
取
ら
れ
て
い
る
」
と
言
う
の
は
誤
り
で
す
。
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今
残
る
限
り
の
古
典
の
注
釈
の
中
で
毛
伝
よ
り
古
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
毛
伝
も
作
ら
れ
た
の
は
『
爾
雅
』
よ
り
後
の
こ
と

同
様
の
説
は
「
爾
雅
文
字
考
序
」

に
も
、

い
に
し
え

「
古
の
故
訓
の
書
、
其
の
停
は
れ
る
者
、
爾
雅
に
先
ん
ず
る
は
莫
し
」
と
、
よ
り
端
的
な
形
で

現
れ
、
召
南
「
甘
栄
」
の
『
補
注
』
で
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

彼
が
非
と
す
る
「
以
前
の
学
者
」
と
は
、
漢
唐
の
詩
経
学
に
反
対
し
た
宋
儒
、
欧
陽
備
・
葉
夢
得
・
朱
某
等
を
指
し
て
い
る
。
彼
ら
の
説

の
要
点
は
四
点
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
は
、

一
、
『
爾
雅
』
は
漢
代
に
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。

一
一
、
『
爾
雅
』
は
主
に
『
詩
』
の
故
訓
を
纂
集
し
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。



、
『
爾
雅
』
が
拠
っ
た
故
訓
は
主
に
毛
伝
で
あ
る
。

四
、
従
っ
て
『
爾
雅
』
に
拠
っ
て
毛
伝
鄭
築
の
失
を
補
お
う
と
し
た
先
人
の
努
力
は
無
意
味
で
あ
る
。

四
で
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
主
に
、
『
毛
詩
正
義
』
（
以
下
、
正
義
と
略
称
）
を
撰
述
し
た
唐
の
孔
穎
達
で
あ
ろ
う
が
、
周
南
関
雄

詰
訓
伝
第
一
の
題
下
の
正
義
を
見
る
と
、
彼
は
、

毛
氏
の
考
え
で
は
、

『
爾
雅
』
が
作
ら
れ
た
の
は
、
ほ
と
ん
ど
『
詩
経
』
を
解
釈
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
中
に
「
釈
詰
」

篇
「
釈
訓
」
篇
が
あ
る
。
と
い
う
わ
け
で
、
『
爾
雅
』
の
詰
訓
に
依
拠
し
て
、
『
詩
経
』
の
た
め
に
「
伝
」
を
作
り
あ
げ
た
。

と
言
い
、
毛
伝
が
『
爾
雅
』
の
詰
訓
に
拠
っ
た
と
い
う
説
を
明
確
に
述
べ
て
い
る
。
こ
の
説
の
根
拠
は
先
儒
の
発
言
で
あ
る
。
つ
ま
り
鄭
玄

（

6
）
 

が
『
駁
五
経
異
義
』
で
「
玄
の
聞
け
る
や
、
爾
雅
は
孔
子
の
門
人
の
作
る
所
に
し
て
以
て
六
塞
の
言
を
樟
す
と
。
蓋
し
誤
ま
ら
ざ
る
な
り
」

た

て

ま

つ

む

か

し

と
言
い
、
貌
の
張
揖
が
「
康
雅
を
上
る
表
」
に
「
臣
聞
く
な
ら
く
、
昔
在
周
公
、
唐
虞
を
績
述
し
文
武
を
宗
翼
し
、
：
・
六
年
に
し
て
躍
を
制
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し
て
以
て
天
下
を
導
き
、
爾
雅
一
篇
を
著
し
て
以
て
其
の
意
義
を
轄
す
、
と
」
あ
る
い
は
「
今
俗
に
惇
ふ
る
所
の
三
篇
の
爾
雅
、
或
は
仲
尼

の
増
す
所
と
言
ひ
、
或
は
子
夏
の
益
す
所
と
言
ひ
、
或
は
叔
孫
通
の
補
ふ
所
と
言
ひ
、
或
は
郁
郡
梁
文
の
考
ふ
る
所
と
言
ふ
」
と
言
っ
て
、

『
爾
雅
』
の
成
立
を
は
る
か
昔
に
設
定
し
て
い
る
の
を
根
拠
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
、
毛
伝
鄭
築
を
疏
通

す
る
こ
と
を
使
命
と
す
る
正
義
が
、
伝
築
の
訓
詰
を
『
爾
雅
』
に
徴
し
て
証
明
す
る
こ
と
が
必
須
の
手
続
き
と
な
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。

宋
儒
の
批
判
は
、

一
に
『
爾
雅
』
の
成
立
に
関
す
る
考
え
方
の
違
い
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

欧
陽
備
は
『
詩
本
義
』
を
著
し
、
朱
害
一
は
『
詩
集
伝
』
を
著
し
て
、
毛
伝
節
築
を
自
由
に
批
判
す
る
立
場
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詩
経



学
の
新
た
な
局
面
を
導
い
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
彼
ら
が
『
爾
雅
』
の
権
威
を
打
破
す
る
発
言
を
行
っ
て
い
る
の
は
、
方
法
論
的
に
必
須
の

手
続
き
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
既
存
の
訓
詰
学
の
碗
か
ら
逃
れ
、
独
自
の
説
を
立
て
る
に
あ
た
っ
て
、
古
注
の
拠
り
所
で

あ
っ
た
『
爾
雅
』
を
予
め
無
力
化
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

宋
儒
が
形
成
し
た
『
爾
雅
』
観
は
、

『
詩
集
伝
』

の
盛
行
に
伴
っ
て
、
清
朝
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
戴
震
と
同
時
代
の
学
者
の
手
に
成

る
『
四
庫
全
書
総
目
』
経
部
小
学
類
の
「
爾
雅
注
疏
十
四
巻
」
の
提
要
は
、
こ
の
派
の
説
を
最
も
精
密
な
形
で
展
開
し
、
戴
震
の
『
爾
雅
』

観
と
対
崎
す
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
戴
説
は
宋
儒
の
説
を
批
判
し
、
正
義
の
説
に
復
帰
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
考
証
学
が
一
般
に

宋
学
か
ら
脱
脚
し
漢
学
を
指
向
す
る
こ
と
と
対
応
し
て
い
る
。
戴
説
の
根
拠
は
大
き
く
言
っ
て
二
つ
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は
師
承
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
漢
貌
の
大
儒
の
前
掲
の
発
言
で
あ
る
。
第
二
は
、
毛
伝
の
訓
詰
の
具
体
例
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
見
奇
妙
な
論
理
で
は
あ
る
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が
、
毛
伝
が
『
爾
雅
』
の
訓
訪
を
誤
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
例
に
よ
っ
て
二
書
の
関
係
を
決
定
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

召
南
「
甘
栄
」
の
詩
に
つ
い
て
毛
伝
が
「
甘
裳
は
杜
な
り
」
と
言
う
の
に
対
し
、
戴
震
は
、
こ
れ
は
『
爾
雅
』
釈
木
の
「
杜
の
甘
な
る
は
、

栄
（
杜
甘
栄
〉
」
を
誤
読
し
た
も
の
だ
と
の
論
断
を
下
す
（
『
補
注
』
〉
。

し
て
之
を
為
れ
る
を
知
る
」
と
結
論
づ
け
る
。

そ
の
上
で
双
行
注
に
、

「
此
を
用
っ
て
毛
詩
の
詰
訓
は
爾
雅
に
擦
依

ま
た
、

「
江
慣
修
先
生
に
答
え
て
小
皐
を
論
ず
る
書
」
で
も
同
じ
例
を
上
げ
た
後
で
「
こ
の

他
、
毛
伝
が
『
爾
雅
』
を
誤
用
し
た
例
は
は
な
は
だ
多
い
。
先
儒
が
『
爾
雅
』
に
は
往
々
に
し
て
毛
伝
の
訓
詰
が
取
ら
れ
て
い
る
と
言
う
の

は
誤
り
で
あ
る
」
と
言
う
。

戴
震
は
以
上
の
二
条
の
根
拠
か
ら
『
爾
雅
』
が
毛
伝
に
先
行
す
る
著
作
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
注
意
し

な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
、
戴
震
は
、
根
拠
の
一
と
し
て
述
べ
た
先
人
の
説
の
中
で
、
た
だ
『
爾
雅
』
が
毛
伝
に
先
行
す
る
と
い
う
点
の
み



に
従
い
、

『
爾
雅
』

の
作
者
を
周
公
、
孔
子
、
孔
門
弟
子
等
に
仮
託
す
る
点
は
と
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
召
南
の
「
草
轟
」
と
「
甘

業
」
の
『
補
注
』
及
び
そ
の
双
行
注
に
、
『
爾
雅
』
は
、
周
秦
の
際
に
『
詩
経
』
『
書
経
』
を
解
釈
し
た
故
訓
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
み

言
う
。
つ
ま
り
彼
は
、
聖
人
や
そ
の
周
辺
の
人
々
の
作
と
い
う
権
威
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

『
爾
雅
』

を
絶
対
的
な
地
位
に
祭
り
上

げ
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
戴
震
の
こ
の
認
識
は
、
清
代
に
お
い
て
は
、
特
異
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
彼
以
外
の
学
者
、
恵

（

7
）

（

8
）

（

9
）

（

叩

）

棟
、
銭
大
肝
、
部
晋
語
、
王
念
孫
ら
は
い
ず
れ
も
、

『
爾
雅
』

を
周
公
の
作
、
孔
子
お
よ
び
孔
門
子
弟
の
増
補
に
な
る
も
の
と
す
る
説
を
と

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
『
爾
雅
』
を
十
三
経
の
一
と
見
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
彼
ら
の
考
え
方
の
方
が
よ
り
正
統
的
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
意
味
で
、
作
者
を
聖
人
に
求
め
な
い
戴
説
は
、
宋
儒
の
見
解
が
な
お
残
入
し
て
い
る
過
渡
的
な
も
の
だ
と
い
う
見
方
さ
え
成
り
立
つ
。

し
か
し
、
あ
る
い
は
過
渡
的
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
立
場
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
結
果
的
に
は
前
記
の
人
々
よ
り
も
自
由
に
そ
し
て
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徹
底
的
に
『
爾
雅
』
の
可
能
性
を
追
究
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
章
で
考
察
す
る
。

戴
震
の
詩
経
研
究
に
関
す
る
著
作
に
は
、

前
述
の
如
く
、

『
毛
鄭
詩
考
正
』
と
『
呆
渓
詩
経
補
注
』
の
二
書
が
あ
り
、
殊
に
後
者
に
お
い

て
、
整
然
と
し
た
体
例
の
も
と
に
彼
の
詩
経
学
の
到
達
点
が
結
晶
し
た
形
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
我
々
は
こ
の
二
書
に
拠
っ
て
、
戴
震
が

前
章
で
明
ら
か
に
し
た
立
場
に
立
ち
つ
つ
、
実
際
の
研
究
の
中
に
『
爾
雅
』
を
ど
の
よ
う
に
役
立
て
て
い
っ
た
か
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
考
正
』
『
補
注
』

の
、
体
例
あ
る
い
は
方
法
論
は
、
そ
れ
自
体
、
興
味
深
く
複
雑
な
問
題
で
あ
り
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る

が
、
今
こ
の
書
の
基
本
的
な
性
格
を
簡
単
に
言
え
ば
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

h

n

ほ

よ

こ

し

ま

一
言
以
て
之
を
蔽
へ
ば
、
日
く
、
思
い
邪
無
し
」
（
『
論
語
』
為
政
〉
と
い
う
孔
子
の
言
に
よ
っ
て
詩
経
全
体
の
解
釈
を
貫
こ

①
「
詩
三
百
、



う
と
す
る
。
従
っ
て
古
注
が
重
視
す
る
『
毛
詩
』
の
小
序
に
拘
泥
し
な
い
。

②
詩
の
解
釈
に
当
っ
て
は
ま
ず
字
義
の
闇
明
か
ら
出
発
す
る
。
毛
伝
鄭
築
、
朱
喜
一
の
『
集
伝
』
を
始
め
と
す
る
先
人
の
解
釈
を
批
判
的
に
継

承
し
つ
つ
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
、
詩
経
人
の
心
に
迫
ろ
う
と
す
る
。

③
『
詩
経
』
を
一
つ
の
統
一
体
と
し
て
見
、
字
義
の
訓
詰
も
『
詩
経
』
全
体
で
で
き
る
か
ぎ
り
統
一
し
よ
う
と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
意
識
で
成
さ
れ
た
詩
経
研
究
に
お
け
る
『
爾
雅
』
の
役
割
を
検
討
し
て
い
く
と
、
ま
ず
次
の
二
点
が
目
に
つ
く
。

一
、
『
爾
雅
』
に
よ
っ
て
伝
築
の
訓
詰
を
証
す
。

一
一
、
『
爾
雅
』
に
よ
っ
て
伝
築
の
漏
ら
し
た
字
句
の
訓
釈
を
加
え
る
。

こ
の
二
つ
は
、
基
本
的
に
孔
穎
達
の
正
義
の
方
法
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
正
義
に
お
い
て
も
『
爾
雅
』
は

豊
富
に
利
用
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
点
で
は
戴
震
の
詩
経
研
究
と
遜
色
な
い
の
で
あ
る
が
、

『
爾
雅
』

を
用
い
て
何
を
ど
の
よ
う
に
論
証
す
る
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か
と
い
う
目
的
意
識
は
両
者
に
明
確
な
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。
孔
穎
達
に
は
、
毛
公
は
『
爾
雅
』
の
説
を
襲
っ
て
伝
を
撰
し
た
と
い
う
認
識

が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
正
義
の
作
ら
れ
た
意
図
は
毛
伝
と
、
「
毛
の
意
を
表
明
し
、
其
の
事
を
記
識
し
」
（
周
南
関
雄
詰
訓
伝
第
一
、

鄭

氏
築
」
の
正
義
〉
た
鄭
玄
の
築
の
意
を
「
疏
通
」
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
正
義
に
『
爾
雅
』
を
引
用
す
る
の
は
ひ
と
え
に
毛

伝
鄭
築
の
説
を
論
証
し
補
強
す
る
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
任
務
を
『
爾
雅
』
に
負
わ
せ
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
あ
り
得
ず
、
も
し
、

『
爾
雅
』
と
毛
鄭
の
訓
詰
に
組
踊
が
見
ら
れ
る
場
合
は
、
両
説
を
何
と
か
融
合
さ
せ
よ
う
と
い
う
努
力
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

戴
震
の
詩
経
研
究
の
態
度
は
そ
れ
と
は
異
な
る
。
『
戴
集
』
巻
十
「
毛
詩
補
惇
序
」
に
「
先
儒
の
詩
を
為
む
る
者
、
漢
の
毛
鄭
、
宋
の
朱

子
よ
り
明
ら
か
な
る
は
莫
し
」
と
そ
の
価
値
は
認
め
る
も
の
の
、
自
己
の
『
詩
』
研
究
の
立
場
を
「
今
全
詩
に
就
き
て
其
の
字
義
名
物
を
各

し
ゃ
う
か
く

章
の
下
に
考
へ
、
作
詩
の
意
を
以
て
其
の
説
を
桁
ベ
ず
。
蓋
し
字
義
名
物
は
、
前
人
の
或
い
は
之
を
失
へ
る
者
、
以
て
詳
薮
し
て
知
る
べ



し
。
古
籍
具
さ
に
在
れ
ば
明
詮
有
る
な
り
」
と
述
べ
、

『詩』

の
字
義
の
追
求
に
よ
っ
て
、
伝
築
、
集
伝
等
の
先
人
の
業
績
を
越
え
得
る
と

に
も
そ
の
意
図
を
達
成
す
る
手
段
と
し
て
の
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
予

想
で
き
よ
う
。
両
者
の
姿
勢
の
違
い
を
端
的
に
表
わ
す
も
の
と
し
て
、
周
南
「
闘
雌
」
の
「
左
右
に
之
を
害
す
」
の
「
牢
」
の
字
の
訓
詰
を

す
る
立
場
を
高
ら
か
に
掲
げ
た
彼
で
あ
れ
ば
、

『
爾
雅
』

例
に
挙
げ
よ
う
。

え
ら

こ
の
字
に
つ
い
て
、
毛
伝
が
「
宅
は
揮
ぷ
な
り
」
と
言
う
の
に
対
し
、

け
ん

『
爾
雅
』
釈
言
に
は
「
毛
は
塞
な
り
」
と
い
う
訓
詰
が
見
え
る
。

こ
の
矛
盾
を
正
義
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

け
ん

〔
『
爾
雅
』
釈
言
に
見
え
る
〕
「
塞
」
と
は
、
引
き
抜
く
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

え
ら

詩
で
は
「
之
れ
を
宅
ぶ
」
と
言
う
。

「宅」

は
引
き
抜
く
と
解
さ
れ
、

し
か
も
「
閥
雌
」
の
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故
に
、

〔
こ
の
場
合
の
「
毛
」
は
〕
莱
を
引
き
抜
き
そ
れ
を
選
ぶ
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。

こ
こ
に
は
毛
伝
と
『
爾
雅
』
と
を
折
衷
し
よ
う
と
い
う
正
義
の
態
度
が
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
同
じ
字
に
つ
い
て
の
戴
震
『
補

に

す

す

注
』
の
説
明
の
し
か
た
を
見
る
と
、
ま
ず
、
『
爾
雅
』
と
『
毛
伝
』
、
お
よ
び
『
集
伝
』
の
「
宅
は
熟
て
之
を
薦
む
る
な
り
」
と
の
三
説
を
提

示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
訓
解
の
生
ま
れ
た
所
以
を
推
測
し
た
上
で
「
一
ニ
説
皆
な
辞
に
縁
り
て
訓
を
生
ず
、
字
の
偏
努
に
於
い
て
明
ら
か
に
す
る

能
は
ず
」
と
斥
け
る
。
か
と
言
っ
て
『
説
文
』

一
下
州
部
の
「
宅
は
州
、
覆
蔓
す
」
と
い
う
解
も
詩
篇
の
構
成
を
無
視
し
た
も
の
で
承
服
し

「
経
を
説
く
者
」
、
「
字
を
説
く
者
」
そ
れ
ぞ
れ
に
得
失
が
あ
る
と
経
学
の
困
難
さ
を
指
摘
し
て
、
そ
の
後
に
次
の
よ
う
な
自
説
を
展

か

い

じ

ん

こ

う

し

た

い

ふ

れ

い

だ

い

そ

く

関
す
る
。
『
周
礼
』
天
官
臨
人
、
『
儀
礼
』
公
食
大
夫
礼
、
『
礼
記
』
内
則
他
に
見
え
る
用
例
か
ら
、
「
毛
」
は
「
雲
、
菌
、
誼
、
宅
」
の
四
物

難
く
、



の
一
つ
で
、
肉
汁
で
菜
を
煮
込
ん
だ
料
理
の
こ
と
で
、

を
作
る
こ
と
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
『
爾
雅
』
と
毛
伝
を
疏
通
さ
せ
よ
う
と
い
う
態
度
は
な
い
ば
か
り
か
、
『
爾
雅
』
の
訓

「
之
を
毛
す
」

と
は
儀
式
に
際
し
て
「
銅
」
と
い
う
容
器
に
盛
る
た
め
に
こ
の
料
理

詰
に
さ
え
も
相
対
的
な
価
値
し
か
認
め
て
い
な
い
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
戴
震
の
詩
経
解
釈
の
根
幹
を
な
す
姿
勢
は
個
別

の
故
訓
に
絶
対
的
に
依
拠
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
経
典
自
体
の
内
在
的
な
論
理
を
発
見
す
る
｜
｜
こ
こ
で
は
礼
と
詩
と
の
つ
な
が
り
を

考
え
る

l
lこ
と
に
あ
り
、
故
訓
に
は
そ
れ
を
手
助
け
す
る
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
も
立
て
ら

れ
よ
う
。
こ
こ
に
、
正
義
と
戴
震
と
の
決
定
的
な
違
い
が
現
れ
て
お
り
、
こ
の
意
味
で
先
の
『
爾
雅
』
に
よ
っ
て
毛
伝
を
証
し
補
う
と
い
う

方
法
は
戴
震
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
戴
震
独
自
の
方
法
論
を
考
え
る
な
ら
ば
、
先
に
挙
げ
た
二
つ
に

続
い
て
次
の
三
つ
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

四
、
『
爾
雅
』
に
よ
っ
て
伝
築
の
字
句
の
伝
写
の
誤
り
を
指
摘
す
る
。
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三
、
『
爾
雅
』
に
よ
っ
て
伝
築
な
ど
の
説
を
批
判
す
る
。

五
、
『
爾
雅
』
に
よ
っ
て
経
文
の
伝
写
の
誤
り
を
指
摘
す
る
。

以
下
、
こ
れ
ら
の
諸
条
に
つ
い
て
、
実
例
に
則
し
て
説
明
し
て
い
こ
う
。

周
南
「
閥
雄
」
の
「
求
之
不
得
、
搭
蝶
思
服
、
悠
哉
悠
哉
、
眼
時
反
側
」
に
つ
い
て
、
毛
伝
は
「
悠
は
思
ふ
な
り
」
と
言
う
。
こ
れ
に
対

し
て
戴
震
は
『
補
注
』
で
『
爾
雅
』
釈
詰
の
「
悠
は
遠
な
り
」
に
拠
っ
て
毛
伝
の
訓
訪
に
反
対
す
る
。

・－2
－J

、

φ
i
中
J
T
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『
爾
雅
』
釈
訓
に
は
「
悠

悠
は
思
な
り
」
と
い
う
訓
詰
が
見
ら
れ
る
の
で
、

一
概
に
毛
伝
を
臆
断
と
し
て
斥
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

あ

あ

わ

れ

い

ま

指

よ

他
の
用
例
を
見
て
い
く
と
、
毛
伝
も
周
頚
の
「
訪
落
」
の
篇
の
「
於
乎
悠
な
る
哉
、
朕
未
だ
女
ぶ
こ
と
あ
ら
ず
」
で
は
「
悠
は
遠
な
り
」
と

し
か
し
、

『
詩
経
』
に
お
け
る

解
し
、
都
風
「
載
馳
」
の
篇
の
「
馬
を
騒
る
こ
と
悠
悠
」
で
は
「
悠
悠
は
遠
な
る
貌
」
と
解
し
て
い
る
。

『
詩
経
』

の
字
義
を
一
貫
さ
せ
る



戴
震
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
「
閥
雄
」
に
お
け
る
訓
詰
も
そ
れ
ら
と
統
一
す
べ
き
で
あ
り
、
毛
伝
に
は
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

」
れ
と
は
逆
の
例
と
し
て
、

「
閥
雌
」

の
同
じ
章
に
つ
い
て
、
鄭
築
は
「
服
は
事
な
り
」
と
い
う
解
を
与
え
る
。
築
を
正
義
に
よ
っ
て
敷

祈
す
る
と
、

「
嬉
媒
に
服
を
思
ふ
」

と
は
、
こ
の
詩
の
主
人
公
で
あ
る
后
妃
が
、
夫
君
の
後
宮
に
入
れ
る
た
め
に
淑
女
を
求
め
る
こ
と
を
自

分
の
仕
事
と
考
え
、
そ
の
仕
事
を
寝
て
も
覚
て
も
思
案
し
て
い
る
と
い
う
意
に
な
る
。
鄭
築
は
、

『
爾
雅
』
釈
詰
に
「
服
は
事
な
り
」
と
あ

る
の
に
拠
っ
て
、

か
え
っ
て
毛
伝
に
「
服
は
之
を
思
ふ
な
り
」
と
あ
る
の
に
は
従
わ
な
い
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、

『
補
注
』
は

「
八
思
服
〉
と
は
、

〔
貌
の
〕
王
粛
が
『
之
を
服
膚
思
念
す
』
と
解
す
の
が
正
し
い
」
と
言
っ
て
、

『
爾
雅
』
に
拠
っ
た
鄭
説
を
斥
け
て
、
結

果
的
に
毛
伝
を
是
と
し
て
い
る
。

『
爾
雅
』
と
毛
伝
に
対
す
る
戴
震
の
対
極
的
な
二
つ
の
態
度
を
示
す
が
、
そ
の
説
に
従

え
ば
「
閥
雄
」
の
こ
の
章
は
「
之
を
求
め
て
得
ず
、
嬉
媒
に
思
ひ
服
ふ
、
悠
か
な
る
か
な
悠
か
な
る
か
な
、
報
轄
反
側
す
」
と
訓
じ
る
こ
と

以
上
の
二
点
は
、

に
な
る
。
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ち

ん

ち

ん

ち

ん

園
風
「
東
山
」
の
「
蛸
蛸
者
燭
、
系
在
桑
野
」
に
毛
伝
は
「
悉
は
寅
な
り
」
と
言
い
、
鄭
築
は
こ
れ
を
補
っ
て
「
古
の
戸
は
、
質
、
填
、

ち
ん塵

、
同
じ
き
な
り
」
と
言
う
。
こ
の
説
を
正
義
に
拠
っ
て
解
く
と
、
「
質
」
は
古
く
は
「
填
」
「
塵
」
と
同
音
で
互
い
に
通
用
し
た
。
そ
こ
で

『
爾
雅
』
樺
詰
の
「
塵
は
久
な
り
」
と
い
う
訓
詰
を
用
い
て
「
寅
」
を
「
久
」
の
意
と
し
、
毛
伝
の
言
わ
ん
と
す
る
所
は
「
系
と
は
久
し
い

と
い
う
意
で
あ
る
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
戴
震
は
『
考
正
』
で
「
茶
」
の
意
味
は
『
爾
雅
』
釈
詰
に
「
系
は
衆
な
り
」
と
あ
る
の
に
従
い
、
毛
鄭
の
説
を
駁
し
て
い
る

（
『
考
正
』
は
、
戴
氏
遺
書
本
・
経
解
本
と
も
に
「
爾
雅
丞
衆
也
」
に
作
る
が
、

『
爾
雅
』
諸
本
に
拠
っ
て
「
丞
」
を
「
系
」
に
改
め
る
〉
。

こ
れ
も
、
大
雅
「
系
民
」
の
「
天
、
丞
…
民
を
生
む
」
で
は
、
毛
伝
が
「
悉
は
衆
な
り
」
と
言
う
の
で
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
に
よ
り
『
詩
経
』

〈
わ
む
し
お
ほ

全
体
の
訓
訪
を
一
貫
さ
せ
る
事
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
こ
の
詩
句
は
「
蛸
蝿
た
る
は
崎
、
悉
く
し
て
桑
野
に
在
り
」
と
訓
じ
る
こ
と
に
な



る。
ま
た
前
章
で
、
毛
伝
が
『
爾
雅
』
に
従
っ
た
と
考
え
る
根
拠
の
一
つ
と
し
て
、
毛
伝
が
『
爾
雅
』
を
読
み
誤
ま
っ
た
と
見
ら
れ
る
召
南

「
甘
業
」
の
例
を
挙
げ
た
が
、
こ
れ
も
こ
こ
で
扱
え
ば
『
爾
雅
』
に
拠
っ
て
毛
伝
の
誤
り
を
正
し
た
例
の
一
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
毛
伝
鄭
築
の
説
に
従
い
難
い
場
合
、
戴
震
は
『
爾
雅
』
に
よ
っ
て
反
駁
を
加
え
る
。
そ
の
場
合
、

『
爾
雅
』

の
み
を
孤
詮

と
す
る
の
で
な
く
、
他
の
詩
に
見
え
る
用
例
と
訓
詰
を
一
貫
さ
せ
る
努
力
を
し
て
い
る
こ
と
が
そ
の
説
を
注
意
深
く
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
わ
か
る
。

次
に
、
古
典
研
究
の
領
域
に
お
い
て
は
本
文
批
判
の
問
題
が
必
然
的
に
関
わ
っ
て
く
る
が
、
戴
震
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
『
爾
雅
』
を

有
力
な
資
料
と
す
る
。

き

い

か

い

の

ぼ

か

い

た

い

周
南
「
巻
耳
」
の
「
彼
の
佳
鬼
に
捗
り
、
我
が
馬
旭
蹟
た
り
」
に
つ
い
て
毛
伝
は
「
崖
鬼
は
土
山
、
石
を
戴
け
る
者
な
り
」
と
言
い
、
同

し

ょ

の

ぽ

宇

じ
詩
の
「
彼
の
組
に
捗
り
、
我
が
馬
痔
み
ぬ
」
に
つ
い
て
は
、
「
石
山
、
土
を
戴
け
る
を
砲
と
臼
ふ
」
と
言
う
。
と
こ
ろ
が
、
『
爾
雅
』
釈
山
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は
こ
れ
と
正
反
対
の
訓
詰
を
載
せ
る
。
「
崖
鬼
」
に
つ
い
て
は
「
石
の
土
を
戴
け
る
、
之
を
雀
鬼
と
謂
ふ
（
石
戴
土
謂
之
崖
鬼
〉
」
と
言
い
、

「
砲
」
に
つ
い
て
は
「
土
の
石
を
戴
け
る
を
祖
と
矯
す
（
「
土
戴
石
篤
祖
）
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
に
対
し
て
、
戴
震
は
『
補
注
』

に
お
い
て
、
「
毛
伝
は
伝
写
に
お
い
て
誤
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
し
、
そ
れ
を
補
強
す
る
た
め
に
「
租
」
に
双
行
注
を
付
し
、
「
租
の
字
は

石
を
部
首
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
石
が
山
の
上
に
現
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
と
説
明
す
る
。

こ
の
説
は
、

古
く
は
正
義
に
「
〔
毛
惇
〕
爾

雅
と
正
に
反
す
る
は
或
は
停
腐
の
誤
れ
る
な
り
」
と
あ
い
ま
い
な
形
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
戴
説
は
こ
れ
を
承
け
、
傍
証
を
加
え
た
も
の
と

位
置
づ
け
ら
れ
る
。

こ
れ
は
毛
伝
の
伝
写
の
誤
り
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

同
様
の
方
法
を
用
い
て
戴
震
は
経
文
の
校
訂
を
も
企
図
す
る
。
「
巻
耳
」
の



宇

こ

こ

う

れ

「
我
が
僕
痛
み
ぬ
、
云
に
何
ぞ
呼
ふ
る
」
で
は
、
毛
伝
に
「
呼
は
憂
な
り
」
と
言
う
の
に
対
し
、
戴
震
は
次
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
す
る
。

う
れ

「
呼
」
は
「
貯
」
に
改
め
る
べ
き
で
あ
る
。
小
雅
「
何
人
斯
」
に
、
「
萱
た
び
は
之
れ
来
た
れ
、
云
に
何
ぞ
其
れ
時
ふ
る
」
と
言
い
、

こ

こ

な

ん

小
雅
「
都
人
士
」
に
、
「
我
見
ず
ん
ば
、
云
に
何
ぞ
府
ふ
る
」
と
言
う
が
、
ど
ち
ら
も
〔
思
う
人
に
〕
あ
う
こ
と
が
で
き
な
く
て
遠
く

眺
め
や
る
意
で
あ
る
（
（
『
説
文
』
四
上
、
目
部
に
「
貯
は
目
を
張
る
な
り
」
と
あ
る
）
）
。
『
爾
雅
』
釈
詰
に
「
貯
は
憂
な
り
」
と
言
う
の

に
、
毛
伝
が
〔
「
何
人
斯
」
と
「
都
人
士
」
の
〕
「
貯
」
の
字
に
訓
詰
を
加
え
て
い
な
い
の
は
、
ど
ち
ら
も
「
巻
耳
」
の
「
呼
は
憂
な
り
」

と
い
う
訓
詰
を
受
け
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

〔
そ
こ
か
ら
考
え
る
と
〕
今
、
こ
の
本
詩
及
び
毛
伝
が
「
呼
」
に
作
っ
て
い
る
の
は

後
人
の
伝
写
の
誤
り
で
〔
実
は
「
肝
」
に
作
る
べ
き
で
〕
あ
る
。

こ
の
議
論
に
は
戴
震
の
毛
伝
に
対
す
る
こ
つ
の
信
念
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
は
、
毛
伝
は
一
書
全
体
で
完
結
し
た
訓
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訪
の
円
環
を
形
成
す
る
整
合
的
な
構
成
を
持
っ
た
著
作
で
あ
る
こ
と
。
二
つ
目
は
、
毛
伝
は
外
廓
に
常
に
『
爾
雅
』
と
い
う
存
在
を
伴
っ
て

い
る
こ
と
、
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
毛
伝
の
内
部
に
不
整
合
が
見
ら
れ
た
場
合
、
そ
れ
は
流
伝
の
過
程
に
お
い
て
起
こ
っ
た
誤
り
と
見
る
こ

と
が
で
き
、

『
爾
雅
』

を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
復
元
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
信
念
は
前
述
の
例
に
も
共
通

し
て
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
戴
震
が
自
己
の
詩
経
学
を
推
進
し
て
い
く
上
で
中
心
的
な
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四

前
章
で
は
、
戴
震
が
『
爾
雅
』
を
縦
横
に
利
用
し
て
毛
鄭
を
越
え
る
説
を
展
開
す
る
様
子
を
見
て
き
た
が
、
こ
こ
で
彼
が
『
爾
雅
』
を
重



視
す
る
根
拠
を
改
め
て
問
題
に
し
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
二
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
彼
が
毛
伝
は
『
爾
雅
』
の
訓
詰
に
拠
っ
て
作
ら
れ
た
も
の

と
考
え
た
の
が
大
き
な
根
拠
に
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
加
え
て
、
彼
が
『
爾
雅
』
の
経
学
に
お
け
る
価
値
を
い

か
に
考
え
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
戴
震
は
、

『
戴
集
』
巻
三
の
、
任
大
棒
の
族
弟
、
任
基
振
、
字

は
領
従
の
た
め
に
書
い
た
「
爾
雅
注
疏
築
補
序
」
で
次
の
よ
う
に
言
う
。

爾
雅
は
六
経
の
通
樟
な
り
。
爾
雅
を
援
き
て
経
に
附
し
、
而
し
て
経
明
ら
か
に
、
爾
雅
を
詮
す
る
に
経
を
以
て
し
、
而
し
て
爾
雅
明
ら

あ

け

だ

か
な
り
。
然
れ
ど
も
義
爾
雅
に
具
は
り
て
、
而
も
其
の
経
を
得
ざ
る
或
り
。
殆
し
爾
雅
の
作
ら
る
る
や
、
其
の
時
経
未
だ
残
閥
せ
ざ

る
敗
。
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文
中
、
「
爾
雅
は
六
経
の
通
樺
」
と
い
う
思
考
は
、
前
掲
鄭
玄
の
「
駁
五
経
異
義
」
の
「
〔
爾
雅
は
〕
以
て
六
惑
の
言
を
揮
す
」
や
、
郭
瑛

は

し

わ

た

し

か

ぎ

の
「
爾
雅
序
」
の
「
夫
れ
爾
雅
は
九
流
の
津
渉
、
六
蓄
の
鈴
鍵
」
等
に
基
づ
き
、

『
爾
雅
』

は
六
経
が
ま
だ
完
全
な
姿
を
し
て
い
た
う
ち
に

成
立
し
て
い
た
と
い
う
推
測
と
と
も
に
、
こ
の
文
献
に
拠
っ
て
毛
伝
よ
り
も
正
し
い
訓
訪
を
考
え
よ
う
と
す
る
戴
震
の
方
法
に
理
念
的
な
根

拠
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

『
爾
雅
』

は
毛
伝
に
先
行
す
る
か
ら
価
値
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
自
体
が
六
経
の
正
し
い
訓
詰
を

伝
え
て
い
る
か
ら
尊
重
さ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
の
認
識
に
基
づ
い
て
、
彼
は
『
爾
雅
』
を
出
発
点
と
し
て
経
の
真
意
に
迫
る
訓
詰
学
の

階
梯
を
構
想
す
る
。
そ
の
こ
と
は
「
爾
雅
文
字
考
序
」
に
見
え
る
。

『
爾
雅
』
を
引
い
て
『
詩
』
『
書
』
を
釈
し
、

『
詩
』
『
書
』
に
拠
っ
て
『
爾
雅
』
を
証
す
る
。
そ
こ
か
ら
進
ん
で
、
先
秦
以
前
の
す
べ



て
の
現
存
す
る
古
籍
に
あ
ま
ね
く
及
ん
で
、
そ
れ
ら
を
綜
合
し
考
核
し
、

一
つ
の
条
理
の
も
と
に
貫
い
て
、
ま
た
〔
そ
の
訓
詰
〕
を
六

書
・
音
韻
の
法
則
に
基
づ
け
た
な
ら
ば
、
故
訓
の
根
源
の
所
に
輩
固
な
位
置
を
占
め
、
訓
詰
の
学
の
た
め
に
為
す
所
有
り
と
言
い
得
る

で
あ
ろ
う
。

彼
の
構
想
す
る
訓
詰
学
は
、
ま
ず
『
詩
』
墨
田
』
を
『
爾
雅
』
に
拠
っ
て
研
究
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

つ
ま
り
、

『
考
正
』
『
補
注
』
は
、

全
て
の
先
秦
の
古
籍
を
一
貫
し
た
訓
詰
の
下
に
貫
く
学
問
の
最
初
の
実
践
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
『
詩
』
と
並
行
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
『
書
』
の
研
究
の
結
実
を
考
え
る
と
、
『
尚
書
義
孜
』
二
巻
と
い
う
著
作
が
浮
か
び
上
が

る
。
こ
れ
は
、
彼
の
遺
著
と
し
て
『
察
事
軒
叢
書
』
に
刊
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
義
例
に
「
惟
だ
尚
書
に
は
漢
儒
の
全
注
無
し
。

q
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今
経
文
の
下
、
即
ち
爾
雅
を
取
り
て
以
て
古
義
を
存
す
」
と
有
り
、
こ
の
著
作
の
意
図
は
、
「
『
爾
雅
』
の
故
訓
を
以
て
一
貫
し
て
『
尚
書
』

を
解
く
こ
と
を
試
み
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
、
戴
震
の
構
想
し
た
訓
詰
学
の
初
歩
的
な
成
果
は
、

二
つ
の
専
著
と
し
て
結
実
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
さ
き
の
戴
震
の
発
言
の
中
で
、

『
爾
雅
』

を
群
経
に
拠
っ
て
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
方
向
が
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
せ

ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
発
言
が
、
前
章
の
「
宅
」
の
訓
詰
で
触
れ
た
よ
う
に
、
彼
は
『
爾
雅
』
の
説
を
検
証
す
る
際
、
他
経
の
用
例
を
調
べ

て
い
く
方
法
を
し
ば
し
ば
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
戴
震
に
は
、

ご
字
の
義
、
首
に
葦

経
を
貫
き
、
六
書
に
本
づ
き
て
、

然
る
後
に
定
ま
れ
り
と
魚
す
ベ
し
」
（
『
戴
集
』
巻
九
「
是
仲
明
に
与
へ
て
皐
を
論
ず
る
書
」
〉
と
い
う
発

言
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
六
経
の
訓
詰
は
一
貫
し
得
る
、
換
言
す
れ
ば
、
六
経
は
そ
れ
自
体
で
完
結
し
た
字
義
の
円
環
を
形
成
し
て
い
る

と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
訓
詰
の
円
環
を
す
く
い
取
る
網
の
役
割
を
し
て
い
る
の
が
「
六
経
の
通
釈
」
で
あ
る
『
爾
雅
』
で



あ
る
。

従
っ
て
、

『
詩
』
の
訓
詰
は
、
常
に
他
の
経
の
用
例
を
も
勘
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
『
爾
雅
』
の
失
l
i
－－」

れ
に
つ
い
て
は
次
章
で
見
て
ゆ
く
ー
ー
ー
を
克
服
す
る
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

更
に
「
爾
雅
文
字
考
序
」
及
び
「
是
仲
明
に
与
え
て
学
を
論
ず
る
書
」
の
中
で
六
経
の
字
義
を
『
爾
雅
』
に
拠
り
、
互
い
の
用
例
に
拠
り

一
貫
さ
せ
る
こ
と
で
満
足
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
訓
訪
が
六
書
・
音
韻
の
法
則
と
合
致
す
る
か
ど
う
か
の
検
証
を
経
て
、
初
め
て
定
詰
と

し
得
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
戴
震
の
訓
詰
学
は
、
故
訓
や
用
例
な
ど
の
伽
か
ら
も
脱
し
、
ほ
と
ん
ど
科

学
的
真
理
に
似
た
境
地
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、

「
六
室
戸
」

に
つ
い
て
の
最
大
の
依
拠
た
り
得
る
『
説
文
解
字
』
に
目

を
向
け
ざ
る
を
得
な
い
。

し
か
し
、

『
爾
雅
』
よ
り
逢
か
に
後
代
の
作
で
あ
る
こ
の
書
に
『
爾
雅
』
を
越
え
る
説
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
彼
は
「
江
慎
修
先
生
に
答
へ
て
小
学
を
論
ず
る
書
」
の
中
で
答
え
る
。

『
説
文
解
字
』
は
『
爾
雅
』
『
毛
伝
』
と
比
べ
る
な
ら
ば
も
と
よ
り
最
も
後
に
成
っ
た
も
の
で
、

二
書
に
基
づ
い
た
所
も
多
い
け
れ
ど

円

δ

も
、
要
す
る
に
三
書
に
は
そ
れ
ぞ
れ
師
承
が
あ
り
ま
す
。
（
『
爾
雅
』
の
訓
詰
が
師
承
を
失
っ
た
も
の
で
、
逆
に
『
説
文
』
の
解
釈
が
正

し
い
師
伝
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
｜
｜
筆
者
戴
説
を
要
約
〉
こ
れ
に
よ
っ
て
漢
人
の
著
書
は
一
書
の
中
に
、

師
承
が
あ
り
拠
る
べ
き
説
と
、
伝
を
失
っ
て
牽
強
付
会
を
な
し
た
説
と
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

師
承
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
故
訓
は
相
互
に
補
完
し
合
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

同
じ
文
中
に
、

「
読
文
は
字
鰹
・
字
訓
に

於
い
て
は
鱒
漏
免
れ
ざ
れ
ど
も
、
其
の
六
書
を
論
ず
る
は
、
則
ち
師
承
を
失
は
ず
」
と
言
う
の
を
見
て
も
、
彼
が
『
説
文
』
に
か
な
り
の
信

頼
を
置
き
、
六
書
に
関
す
る
基
本
的
依
拠
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
泌
ド



こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、

『
爾
雅
』

は
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
頂
上
、
円
環
の
中
心
と
し
て
で
は
な
く
、
六
経
、
故
訓
、
六
書
、
音
韻
が
互
い
に

形
成
し
あ
う
神
経
組
織
の
シ
ナ
プ
ス
（
接
合
部
〉
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
戴
震
は
宋
儒
の
説
に
反
対
し
、

『
爾
雅
』

大
き
な
価
値
を
見
出
し
、
自
己
の
経
学
の
中
で
、
明
確
な
方
法
論
を
立
て
て
縦
横
に
利
用
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
実
は
、
彼
の
構
想
す
る
規

模
の
大
き
い
訓
詰
の
学
に
お
い
て
は
、

『
爾
雅
』

は
相
対
的
な
価
値
を
持
っ
て
存
在
さ
せ
ら
れ
、
常
に
他
の
文
献
と
関
係
づ
け
て
考
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
戴
震
の
冷
徹
な
認
識
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
次
章
で
、
更
に
『
爾
雅
』
の
価
値
に
対
す
る

彼
の
考
え
方
を
追
究
し
て
み
よ
う
。

五

戴
震
は
、

『
爾
雅
』

を
経
学
に
と
っ
て
の
重
要
な
文
献
と
考
え
た
の
で
あ
る
が
、

か
と
言
っ
て
『
爾
雅
』
に
過
度
に
依
拠
し
た
わ
け
で
は
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な
く
、
こ
の
書
の
持
つ
限
界
を
も
明
確
に
認
識
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
前
章
の
結
論
か
ら
も
推
測
で
き
る
こ
と
で
あ
る
が
、
実
際
の
詩
経

研
究
に
お
い
て
、
こ
の
認
識
が
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
る
か
を
見
て
い
こ
う
。

『
爾
雅
』
の
詩
経
研
究
に
お
け
る
限
界
は
、

一
つ
に
は
『
爾
雅
』
流
伝
の
過
程
で
靴
伝
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
た
め
、
慎
重
な
校

勘
作
業
に
よ
っ
て
よ
り
よ
い
テ
ク
ス
ト
を
復
元
し
な
け
れ
ば
に
わ
か
に
は
依
拠
し
難
い
わ
け
で
あ
る
。
『
考
正
』

の
中
に
も
『
爾
雅
』
の
文

字
の
誤
り
を
『
説
文
』
に
よ
っ
て
改
め
た
例
が
あ
り
（
郡
風
「
新
蓋
」
〉
、
戴
震
も
『
爾
雅
』
校
訂
の
試
み
は
部
分
的
に
は
行
っ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
が
、
こ
の
作
業
の
大
成
は
郁
晋
沼
の
『
正
義
』
、
都
強
行
の
『
義
疏
』
、
お
よ
び
院
元
の
『
爾
雅
校
勘
記
』
等
の
業
績
に
侠
つ
こ
と

に
な
る
。

『
爾
雅
』
を
詩
経
研
究
の
絶
対
的
な
依
拠
と
は
し
難
い
と
戴
震
が
考
え
る
理
由
に
は
、
こ
の
他
に
『
爾
雅
』
自
身
に
非
学
問
的
な
性
格
が



混
在
し
て
い
る
と
の
認
識
が
あ
る
。
召
南
「
草
呉
服
」
の
『
補
注
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

『
爾
雅
』
は
周
秦
の
際
に
で
き
た
も
の
で
あ
る
が
『
詩
』
『
書
』
〔
の
訓
詰
〕
を
解
釈
す
る
の
に
、
往
々
「
辞
に
縁
り
て
訓
を
生
じ
」

（
辞
の
意
義
が
展
転
し
て
遂
に
本
義
を
失
う
こ
と
〉
た
所
が
あ
る
。
〔
『
爾
雅
』
の
説
の
〕
す
べ
て
が
詩
義
を
証
し
得
る
も
の
と
思
っ
て

し
ま
う
と
、
経
の
意
を
と
ら
え
そ
こ
な
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
認
識
は
孔
穎
達
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
し
、
戴
震
以
後
に
『
爾
雅
』
を
研
究
し
た
考
証
学
者
達
に
も
稀
薄
な
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
れ
は
、

『
爾
雅
』
成
立
に
関
す
る
彼
の
醒
め
た
認
識
に
由
来
し
よ
う
。
二
で
見
た
よ
う
に
『
爾
雅
』
の
作
者
を
聖
人
、
及
び
そ
の
周

『
爾
雅
』
の
非
学
問
的
性
格
を
具
体
的
に
指
摘
し
た
例
は
召
南
「
甘
裳
」
の
『
補
注
』
の
双
行
注
に
見
え
る
。

例
え
ば
、

『
爾
雅
』
釈
詰
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辺
人
物
に
求
め
な
か
っ
た
こ
と
が
、
『
爾
雅
』
の
権
威
を
過
度
に
認
め
な
い
右
の
よ
う
な
冷
静
な
見
方
を
導
く
原
動
力
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
同
義
語
を
同

わ
れ

じ
条
に
並
べ
て
い
る
も
の
で
体
例
と
し
て
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
台
、
朕
、
陽
」
は
第
一
人
称
を
表
わ
す
「
予
」
の
同
義
語
で
あ
り
、

「
賛
、
昇
、
卜
」
は
物
を
「
予
」
え
る
と
い
う
意
味
の
同
義
語
な
の
で
本
来
は
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
例
え
ば
、
釈

訓
に
衛
風
「
洪
襖
」
の
「
如
切
如
瑳
」
、
「
如
琢
如
磨
」
以
下
の
句
の
解
釈
を
『
礼
記
』
大
学
の
「
学
を
道
ふ
な
り
」
、
「
自
ら
惰
む
る
な
り
」

に
「
台
・
朕
・
賓
・
昇
・
卜
・
陽
は
予
な
り
」
と
あ
る
の
は
、

「
予
」
に
二
つ
の
異
な
っ
た
意
義
が
あ
る
の
に
、

な
ど
に
従
っ
て
い
る
の
は
、

「
大
学
」
の
引
用
は
「
断
章
取
義
」
で
詩
本
来
の
意
義
に
則
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
、

ふ
さ
わ
し
く
な
い
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
戴
震
は
『
爾
雅
』
の
限
界
を
認
識
し
、

『
爾
雅
』
が
拠
り
難
く
、

逆
に
「
伝
」
「
築
」
『
説
文
』
な
ど
の
後
出
の
書
に
師
承
を



受
け
た
正
し
い
説
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
、

『
爾
雅
』

を
駁
し
て
、
後
出
の
書
に
従
う
の
を
た
め
ら
わ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
故
訓

の
書
の
「
古
」
な
る
を
貴
し
と
し
た
の
で
は
な
く
、

し
さ
を
求
め
、
師
承
を
有
し
た
拠
る
べ
き
説
で
あ
る
限
り
、
何
の
書
で
あ
れ
同

「正」

様
に
扱
っ
た
戴
震
の
学
的
態
度
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
は
彼
が
数
あ
る
説
の
正
否
を
判
断
す
る
基
準
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の

一
つ
は
、
前
章
で
見
た
様
に
あ
る
訓
詰
が
六
書
・
音
韻
の
法
則
に
合
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
検
証
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
つ
い

て
の
調
査
は
別
の
機
会
に
倹
つ
。
こ
こ
で
は
、
彼
の
詩
経
研
究
を
通
じ
て
顕
著
な
、

一
字
の
訓
詰
を
一
篇
の
詩
あ
る
い
は
『
詩
経
』
全
体
の

中
に
置
い
て
考
え
る
方
法
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
こ
の
方
法
は
「
是
仲
明
に
与
え
て
学
を
論
ず
る
書
」
で
ご
字
の
義
、
嘗
に
塞
経
を
貫

き
」
云
々
と
是
仲
明
に
教
え
て
い
る
方
法
で
あ
り
、
前
述
の
例
に
お
い
て
も
何
度
か
触
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
更
に
周
南
「
急
斯
」
及

ぴ
召
南
「
草
最
」
の
昆
虫
名
の
考
証
の
例
を
挙
げ
よ
う
。

し

ゅ

う

し

し

ゅ

う

し

し

よ

う

し

ょ

し

し

ゅ

う

こ

「
議
斯
」
の
詩
中
の
「
金
斯
の
羽
」
に
つ
い
て
、
毛
伝
は
「
議
斯
は
蝦
婿
な
り
」
と
言
い
、
幽
風
「
七
月
」
の
「
五
月
斯
議
股
を
動
か
す
」

え

う

え

う

て

き

て

き

ふ

し

ゅ

う

と
歌
わ
れ
て
い
る
の
と
同
一
の
昆
虫
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
「
草
轟
」
の
詩
中
の
「
嘆
嘆
た
る
草
晶
、
題
担
陪
た
る
阜
議
」
に
つ
い
て
毛
伝

ふ

し

ゅ

う

ふ

は

ん

し

し

ゅ

う

は
「
草
識
は
常
羊
な
り
」
、
「
阜
議
は
饗
な
り
」
と
言
う
。
以
上
の
説
は
皆
、
『
爾
雅
』
釈
識
の
「
皇
愈
は
饗
、
草
議
は
負
饗
、
賞
金
は
蹴
院

な
り
・
・
」
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。
『
詩
』
及
び
毛
伝
の
「
急
斯
」
が
釈
識
の
「
萱
慣
に
、
「
草
轟
」
が
「
草
舎
に
、
「
阜
急
」
が
「
阜

た
ぐ
ひ

は
釈
識
に
「
金
の
醜
い

議
」
に
あ
た
る
。
故
に
敦
撲
は
「
草
議
は
負
饗
」
の
注
に
「
嘆
嘆
た
る
草
最
」
の
詩
と
毛
伝
を
引
用
す
る
。
「
議
」

は
奮
ふ
」
と
見
え
、
以
上
三
つ
の
昆
虫
は
「
議
」
に
類
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

せ

う

ば

ん

よ

し

し

か

ん

こ
れ
に
つ
い
て
戴
震
は
「
愈
斯
（
あ
る
い
は
斯
愈
ど
の
語
構
造
は
小
雅
「
小
弁
」
に
見
え
る
「
鷲
斯
」
、
小
雅
「
斯
干
」
に
見
え
る
「
斯

干
」
と
同
じ
で
、
「
斯
」
の
字
は
い
ず
れ
も
、
「
鷲
斯
」
に
つ
い
て
『
釈
文
』
が
ご
に
云
ふ
、
斯
は
語
な
り
」
と
言
う
よ
う
に
、
語
助
詞
に

は

な

は

お

ほ

す
ぎ
な
い
と
す
る
。
ま
た
、
「
阜
議
」
の
「
阜
」
の
字
は
秦
風
「
小
戎
」
そ
の
他
に
「
四
牡
孔
だ
阜
い
な
り
」
と
言
い
、
あ
る
い
は
小
雅
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「
駒
駿
」
に
「
駒
駿
孔
だ
阜
い
な
り
」
と
言
い
、
そ
の
毛
伝
に
「
阜
は
大
な
り
」
と
見
え
る
の
と
同
義
で
、
単
な
る
修
飾
語
に
過
ぎ
な
い
と

す
る
。
こ
う
し
て
彼
は
、
両
詩
に
歌
わ
れ
た
昆
虫
は
議
、
す
な
わ
ち
草
の
中
を
と
び
跳
ね
る
昆
虫
の
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
こ
と
さ
ら
二
種
の

昆
虫
に
分
け
る
説
を
斥
け
る
。
こ
れ
は
一
字
の
訓
詰
を
経
全
体
に
一
貫
さ
せ
る
態
度
と
言
え
よ
う
。

次
に
、
「
草
轟
」
の
考
証
に
お
い
て
は
彼
は
詩
の
構
成
を
考
え
る
。
「
嘆
嘆
」
は
識
の
鳴
き
声
を
表
わ
す
擬
声
語
で
あ
る
の
で
「
嘆
嘆
た
る

草
最
」
の
句
に
お
い
て
は
、
詩
人
は
ま
だ
虫
の
姿
を
見
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
続
く
「
躍
超
た
る
阜
い
な
る
金
」
の
「
題
題
」
と
は

虫
の
と
び
跳
ね
る
擬
態
語
で
詩
人
が
実
際
に
虫
を
目
に
し
て
い
る
の
で
「
愈
」
と
い
う
昆
虫
名
を
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
推
論

し
て
、
姿
の
見
え
ず
鳴
き
戸
も
一
様
で
な
い
で
あ
ろ
う
虫
の
名
を
限
定
し
得
る
は
ず
は
な
い
の
で
、
「
草
轟
」
は
「
金
」
よ
り
広
い
範
障
で
、

草
中
に
す
む
小
昆
虫
一
般
を
指
す
普
通
名
詞
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
。
こ
れ
は
詩
篇
の
流
れ
に
つ
い
て
の
把
握
を
基
盤
と
し
て
、
そ
こ
か
ら

一
字
の
意
義
を
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
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．晶．，、

以
上
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
戴
震
の
詩
経
研
究
に
お
い
て
は
ま
ず
経
自
体
の
合
理
性
と
一
貫
性
に
対
す
る
彼
の
信
頼
を
基
盤
と
し
た
字

義
の
把
握
が
ま
ず
あ
り
、
そ
れ
に
拠
る
検
証
に
耐
え
得
る
故
訓
の
み
が
採
用
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
彼
の
経
学
及
び
訓

詰
学
は
、
戴
震
の
個
性
ー
ー
ー
文
学
的
感
性
ー
ー
に
基
づ
〈
批
判
精
神
が
前
面
に
出
た
独
創
的
な
も
の
で
あ
り
、

一
般
に
清
朝
考
証
学
全
体
に

対
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
、
故
訓
を
遵
守
し
、
感
性
を
排
し
た
禁
欲
的
な
字
義
解
釈
に
よ
っ
て
〈
経
〉
を
読
ん
で
い
く
と
い
う
静
諮
な
イ
メ

ー
ジ
と
は
異
な
る
、
柔
軟
で
能
動
的
な
一
面
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
戴
震
は
『
爾
雅
』
と
い
う
故
訓
の
書
を
再

評
価
し
尊
重
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
あ
く
ま
で
〈
経
〉
に
つ
い
て
の
自
己
の
把
握
に
基
づ
き
批
判
的
検
証
を
行
っ
た
後
に
研
究
に
利



用
す
る
と
い
う
理
性
的
な
態
度
を
守
っ
た
。

ひ
い
て
は
故
訓
の
持
つ
意
義
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

こ
こ
に
彼
の
経
学
に
お
け
る
『
爾
雅
』
、

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
彼
の
経
学
の
性
格
を
考
察
す
る
上
で
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

注（
1
〉
『
安
徽
叢
書
』
第
六
期
（
一
九
三
六
）
『
戴
東
原
先
生
全
集
』
附
印
。
筆
者
は
問
書
の
縮
印
本
ハ
一
九
八
七
、
台
湾
、
大
化
書
局
）
を
用
い
た
。

（
2
〉
『
安
徴
叢
書
』
用
鎮
海
張
氏
校
本
景
印
。

（
3
）
『
安
徴
叢
書
』
用
孔
氏
徴
波
樹
叢
書
本
景
印
。
他
に
『
皇
清
経
解
本
』
あ
り
。

〈

4
）
同
右
。

（
5
）
彼
ら
の
説
に
つ
い
て
は
、
清
、
謝
啓
昆
、
『
小
学
考
』
巻
三
爾
雅
を
見
る
の
が
簡
便
で
あ
る
。
そ
の
説
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
『
爾
雅
導
読
』
（
顧

廷
龍
・
王
世
偉
、
一
九
九

O
、
中
園
、
巴
萄
書
社
）
上
編
第
一
章
第
二
節
な
ど
専
論
が
多
い
。

（
6
〉
『
詩
』
王
風
「
黍
離
」
正
義
、
『
周
櫨
』
春
官
大
宗
伯
正
義
に
引
く
。

（
7
〉
銭
大
断
撰
「
恵
先
生
棟
停
」
（
『
潜
研
堂
文
集
』
巻
三
九
）
に
「
其
の
爾
雅
を
論
じ
て
日
く
、
樺
詰
・
樟
訓
は
乃
ち
周
公
作
り
て
以
て
成
玉
に
教
ふ

る
所
な
り
。
」

（
8
〉
『
糟
研
堂
文
集
』
巻
十
答
問
七
に
「
陽
湖
の
孫
季
仇
（
星
術
、
字
は
季
速
の
こ
と
か
）
謂
へ
ら
く
、
〈
・
：
其
の
賓
、
〔
爾
雅
〕
十
九
篇
中
、
皆
周
公

の
正
文
有
り
、
樺
詰
一
篇
、
後
儒
の
増
入
す
る
無
き
に
非
ず
〉
と
。
斯
れ
篤
論
馬
り
。
」

（
9
）
『
爾
雅
正
義
』
「
爾
雅
序
」
題
下
の
正
義
参
照
。

（
叩
〉
『
康
雅
疏
詮
』
序
に
「
昔
者
周
公
櫨
を
制
し
柴
を
作
り
、
愛
に
爾
雅
を
著
す
。
其
の
後
七
十
子
の
徒
、
漢
初
綴
阜
の
士
、
遮
ひ
に
補
盆
有
り
。
」
他

に
「
上
康
雅
表
」
の
疏
詮
も
参
照
。

（
日
）
『
安
徽
叢
書
』
本
に
景
印
さ
れ
る
。

（
ロ
）
近
藤
光
男
「
戴
震
の
経
皐
」
（
『
清
朝
考
詮
事
の
研
究
』
〈
一
九
八
七
、
東
京
、
研
文
出
版
〉
三
四
四
頁
〉

（
臼
）
「
古
今
音
声
の
書
」
つ
ま
り
古
の
音
韻
の
書
は
残
ら
な
い
の
で
、
戴
震
自
身
が
そ
の
欠
を
補
お
う
と
一
書
を
著
し
た
の
が
『
転
語
二
十
章
』
で
あ

る
と
そ
の
序
に
言
う
（
『
戴
集
』
巻
四
〉
。
こ
の
書
は
伝
わ
ら
な
い
が
、
『
戸
類
考
』
、
『
声
韻
考
』
が
そ
の
発
展
し
た
も
の
と
言
わ
れ
る
。

-118ー



（
M
）
狩
野
直
喜
『
中
国
哲
学
史
』
（
一
九
五
三
、
岩
波
）
六
！
三
｜
四
｜
二
、
五
六
七
頁
に
拠
る
e

（
日
）
『
釈
文
』
に
「
輩
、
本
又
、
産
に
作
る
。
詩
、
斯
に
作
る
、
同
音
な
り
。
私
支
の
反
」
と
言
う
。

（
時
）
胡
承
洪
『
毛
詩
後
婆
』
周
南
「
急
斯
」
に
拠
れ
ば
、
こ
の
説
は
宋
の
厳
探
の
『
詩
絹
』
が
始
め
て
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
。
と
す
れ
ば
戴

説
は
そ
れ
を
承
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
本
論
文
は
戴
震
が
い
か
な
る
態
度
の
も
と
に
い
か
な
る
説
を
立
て
た
か
を
分
析
す
る
こ

と
を
主
眼
と
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
説
が
彼
が
初
め
て
出
し
た
説
か
否
か
は
問
題
と
は
な
ら
な
い
。

〔
付
記
〕

本
論
文
は
、
一
九
九

O
、
九
一
両
年
度
の
慶
応
義
塾
大
学
院
文
学
研
究
科
中
国
文
学
専
攻
後
期
博
士
課
程
の
講
義
で
あ
る
近
藤
光
男
先
生
担
当
の
『
呆

渓
詩
経
補
注
』
研
究
に
参
加
し
て
得
た
成
果
で
あ
る
。
近
藤
先
生
に
は
本
論
文
作
成
の
課
程
に
お
い
て
も
多
く
の
助
言
と
教
示
と
を
賜
わ
っ
た
。
こ
こ
に

記
し
て
感
謝
の
念
を
表
わ
す
次
第
で
あ
る
。
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