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『
詩
本
、
義
』
に
見
ら
れ
る
欧
陽
筒
の
比
聡
説

｜
｜
伝
築
正
義
と
の
比
較
と
い
う
視
座
で
｜
｜

(263) 

種
村

和
史

I 

問
題
の
所
在

-104-

宋
代
詩
経
学
の
幕
開
け
と
な
っ
た
欧
陽
惰
の
『
詩
本
義
』
に
つ
い
て
は
、
宋
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
様
々
な
角
度
か
ら
評
論
・
研
究
が

行
わ
れ
、
そ
の
解
釈
理
念
・
学
問
的
特
徴
・
学
術
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
努
力
が
続
け
ら
れ
て
き
た
。
詩
序
・
毛
伝
・
鄭
鑑
賞
と
い
う
漢

唐
以
来
の
詩
経
解
釈
の
権
威
と
さ
れ
て
き
た
経
説
に
対
す
る
本
格
的
な
批
判
や
、
人
間
の
本
性
の
不
変
性
に
つ
い
て
の
楽
観
的
な
信
頼
の
上

に
立
ち
、
平
易
で
常
識
を
重
ん
じ
た
解
釈
を
志
向
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
人
情
」
説
な
ど
は
、
『
詩
本
義
』
の
性
格
を
よ
く
表
す
も
の
と
し
て

し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
毛
詩
大
序
」
に
詩
の
六
義
と
し
て
風
・
雅
・
領
と
並
列
さ
れ
て
い
る
賦
・
比
・
興
は
、
長
い
間
、
詩
経
を
代
表
す
る
修
辞

技
法
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
、
そ
の
内
容
（
と
り
わ
け
興
の
内
容
）
を
め
ぐ
っ
て
古
来
様
々
な
議
論
が
戦
わ
さ
れ
、
優
に
一
個
の
学
説
史
を
形

成
し
て
い
る
。
欧
陽
惰
に
つ
い
て
は
、
江
口
尚
札
即
や
蒋
立
甫
（
山
町
に
よ
り
彼
の
比
輸
に
関
す
る
言
説
が
抽
出
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
い
ま
だ



総
合
的
な
考
察
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
彼
の
比
輪
論
が
、
彼
以
前
の
学
説
か
ら
何
を
受
け
継
ぎ
、
何
が
異
な
る
か
、
彼
以
後
の
詩

経
学
の
展
開
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
は
、
先
学
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
欧
陽
惰
の
比

総
説
の
全
体
像
を
解
明
し
、
詩
経
学
の
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
目
指
す
。

南
宋
の
朱
喜
小
が
漢
唐
の
詩
経
学
と
は
大
き
く
異
な
る
賦
比
輿
論
を
展
開
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
近
年
、

莫
碩
鋒
（
即
と
檀
作
文
即
が
そ
れ
ぞ
れ
詳
細
な
分
析
を
行
い
、
そ
の
具
体
的
な
様
相
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
本
稿
が
考
察
す
る
問
題
は
、
漢

唐
の
詩
経
学
と
朱
喜
…
の
詩
経
学
の
間
の
空
隙
を
埋
め
、
朱
喜
…
の
比
倫
論
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
か
を
考
え
る
基
礎
資
料
を
提
供
す
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
詩
本
義
』
は
四
部
叢
刊
広
篇
景
印
呉
県
潜
氏
湧
嘉
斎
蔵
宋
刊
本
を
用
い
、
引
用
の
所
在
は
必
要
に
応
じ
て
、
巻
数
、
「
篇
名
」
、
論
／

本
（
斡
の
要
領
で
示
す
。
詩
序
お
よ
び
毛
伝
・
鄭
築
・
正
義
（
以
下
「
伝
筆
正
義
」
と
略
称
）
は
十
三
経
注
疏
整
理
本
「
毛
詩
正
吉
に
拠
る
。
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紙
幅
の
都
合
に
よ
り
、
引
用
文
は
訓
読
か
訳
の
み
を
示
す
。
な
お
、
引
用
中
〔
〕
で
翻
訳
上
必
要
と
思
わ
れ
る
補
充
語
句
を
補
っ
た
。

II 

賦
比
興
の
枠
組
み
に
対
す
る
認
識

『
詩
本
義
』
中
で
、
修
辞
用
語
と
し
て
「
賦
」
の
用
例
は
見
出
せ
な
い
が
、
「
詩
人

の
み
。
己
の
事
を
除
ぶ
る
に
至
り
て
は
以
て
副
制
す
べ
し
」
（
王
風
「
釆
葛
」
論
）
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
直
叙
（
「
直
述
」
）
を
比
輪
（
「
比
」
）

ま
ず
、
賦
比
興
と
い
う
詩
経
の
修
辞
技
法
の
三
つ
の
枠
組
み
に
つ
い
て
の
欧
陽
惰
の
認
識
を
問
題
に
し
た
い
。

物
を
取
り
て
比
と
為
す
は
、
刺
美
す
る
所
に
比
す
る

に
並
ぶ
修
辞
法
と
し
て
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
「
直
述
」
が
六
義
の
「
賦
」
に
あ
た
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
比
倫
の
下
位
分
類
と
し
て
「
比
」
「
興
」
と
を
並
立
さ
せ
る
伝
統
的
な
認
識
を
ど
う
評
価
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
『
詩
本
義
』
中(262) 



に
は
「
比
」
「
興
」の
語
は
散
見
す
る
が
、
こ
の
二
語
の
定
義
は
な
く
、
し
か
も
召
南
「
鵠
巣
」
論
の
よ
う
に
二
者
が
意
図
的
に
混
用
さ
れ

(261) 

た
例
も
あ
る
。

み
ず
か

1
l
a

の
み
い
に
し
え

拙
鳥
〔
鳩
〕
自
ら
巣
を
営
む
能
わ
ず
し
て
鵠
の
成
せ
る
巣
に
居
る
者
有
り
、
以
て
興
と
為
す
爾
。
：
：
：
古
の
詩
人
は
物
を
取
り
て

比
興
す
る
に
、
但
だ
其
の
一
義
を
取
り
て
以
て
意
を
除
う
る
の
み
。
此
の
「
鵠
巣
」
の
義
は
、
詩
人
但
だ
鵠
の
巣
を
営
む
や
功
を
用
い

る
こ
と
多
き
を
取
り
て
、
以
て
周
室
行
い
を
積
み
功
を
累
ね
て
以
て
王
業
を
成
す
に
比
す
。
鳩
鵠
の
成
せ
し
巣
に
居
る
、
以
て
夫
人
起

l
l
l

の
み
か
く
い

家
し
て
来
た
り
、
巳
に
成
れ
る
の
周
室
に
居
る
に
比
す
る
爾
。
其
の
云
う
所
以
の
意
は
、
以
て
夫
人
来
た
り
て
其
の
位
に
居
る
、
当
に

周
室
創
業
の
積
累
の
戴
難
を
思
い
て
以
て
君
子
を
輔
佐
し
、
共
に
守
り
て
失
わ
ざ
る
べ
き
こ
と
を
興
す
る
也
。
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一
つ
の
論
の
中
に
、
「
比
」
「
興
」
が
併
用
さ
れ
、
さ
ら
に
二
字
が
合
成
さ
れ
た
「
比
興
」
と
い
う
語
も
出
現
す
る
こ
と
か
ら
、
欧
陽
惰
は

比
と
興
と
を
並
立
す
る
概
念
と
は
と
ら
え
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

た
だ
し
、
右
の
引
用
か
ら
欧
陽
惰
が
比
と
興
と
の
概
念
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
た
か
は
あ
る
程
度
推
測
で
き
る
。
「
比
」
の
語
は
、

「
：
：
：
を
取
り
て
、
以
て
：
：
：
に
比
す
」
と
い
う
よ
う
に
、
比
輪
と
し
て
用
い
ら
れ
る
事
物
や
情
景
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い

る
か
を
説
明
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
比
」
は
「
比
聡
↑
↓
比
輸
の
意
味
」
と
い
う
一
対
一
対
応
の
関
係
を
表
し
て
い
る
。

一
方
、
「
興
」
は
、
「
其
の
云
う
所
以
の
意
は
、
以
て
：
：
：
を
興
す
る
也
」
と
い
う
よ
う
に
、
個
別
の
比
倫
表
現
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
で
き
て

い
る
一
種
の
文
脈
を
持
っ
た
表
現
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
説
明
す
る
時
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多

W
oつ
ま
り
欧
陽
傍
は
、
比
と
興
と

を
並
立
す
る
修
辞
技
法
で
は
な
く
、
興
の
中
に
比
が
包
含
さ
れ
る
と
い
う
、
上
位
下
位
の
概
念
と
し
て
把
握
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。



し
か
し
、
こ
れ
ら
の
語
の
分
布
状
況
を
見
る
と
、
「
興
」
は
国
風
、
「
比
」
は
国
風
・
小
雅
に
偏
っ
て
いμ
の
で
、
欧
陽
怖
が
こ
れ
ら
を
詩

経
解
釈
の
術
語
と
し
て
系
統
的
に
用
い
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
こ
の
点
、
「
欧
陽
惰
の
比
と
興
と
の
区
別
は
必
ず
し
も
厳
密
で
は
な
か
っ

た
」
と
い
う
江
口
氏
の
指
摘
は
正
し
い
。
さ
ら
に
、
『
詩
本
義
』
中
で
比
輸
を
説
明
す
る
際
に
は
、
上
記
の
三
語
と
合
わ
せ
て
「
喰
」
「
壁
一
己

「
睦
冒
険
」
な
ど
の
語
が
全
書
を
通
じ
て
現
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
欧
陽
惰
は
比
輸
を
比
と
興
と
に
分
類
す
る
伝
統
的
思
考
に
は
従
わ
ず
、

直
叙
（
賦
）
と
比
輪
（
比
興
）
と
い
う
、
よ
り
包
括
的
な
二
項
対
立
に
よ
っ
て
詩
経
の
修
辞
技
法
を
分
析
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る

町
出

比
聡
の
意
義
に
対
す
る
認
識

先
に
『
詩
本
義
』
で
は
「
賦
」
と
い
う
語
を
修
辞
技
法
を
表
す
術
語
と
し
て
は
用
い
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
欧-107-

陽
傍
が
修
辞
法
と
し
て
の
直
叙
を
軽
視
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
王
風
「
釆
葛
」
の
論
に
、

詩
人
が
事
物
を
取
り
上
げ
て
比
と
し
て
用
い
る
の
は
、
訊
刺
し
た
り
賛
美
し
た
り
す
る
対
象
に
比
す
た
め
な
の
で
あ
る
。
自
分
の
こ

と
を
自
述
す
る
場
合
に
は
直
叙
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
り
、
何
も
椀
曲
的
に
他
の
事
物
を
用
い
て
表
現
す
る
必
要
な
ど
は
な
い
の
で
あ
る
。

と
言
う
よ
う
に
、
彼
は
比
喰
と
並
ぶ
修
辞
法
と
し
て
直
叙
を
重
視
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
欧
陽
惰
が
詩
句
を
比
倫
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
の

ゅ
、
つ
ひ
っ

危
険
性
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
魯
煩
「
有
秘
」
を
例
に
と
ろ
う
。
こ
の
詩
の
「
秘
た
る
有
り
秘
た
る
有
り
、
秘
た
る
彼
の
乗
黄

C々
ま
ふ

あ
り
」
に
つ
い
て
、
毛
伝
は
「
駐
は
馬
肥
え
て
強
き
貌
な
り
」
と
字
義
の
訓
詰
を
示
し
馬
の
状
態
を
説
明
し
、
「
馬
肥
え
て
強
け
れ
ば
則
ち(260) 



の
ほ

能
く
高
き
に
升
り
遠
き
に
進
む
」
と
馬
の
状
能
い
か
ら
そ
の
能
力
を
推
し
量
っ
た
後
、
一
転
し
て
「
臣
強
く
力
あ
れ
ば
則
ち
能
く
国
を
安
ん
ず
」

(259) 

と
、
馬
が
肥
え
太
っ
て
力
が
強
い
U

臣
下
が
強
力
で
あ
る
と
い
う
詩
句
の
裏
に
込
め
ら
れ
た
比
輸
を
見
出
す
。
鄭
鑑
賞
は
さ
ら
に
、
「
此
れ
信

公
の
臣
を
用
い
る
に
は
必
ず
先
ず
其
の
椋
食
を
致
す
こ
と
を
喰
う
」
と
、
視
点
を
君
主
側
に
転
換
し
て
、
臣
下
が
強
力
な
の
は
君
主
が
臣
下

を
手
厚
く
養
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
推
論
し
、
そ
こ
か
ら
「
椋
食
足
り
て
臣
其
の
忠
を
尽
く
さ
ざ
る
は
莫
し
」
と
道
徳
的
な
教
訓
を
見
出
し
て

い
く
。

伝
か
ら
筆
へ
と
詩
の
原
意
に
次
々
と
意
味
が
付
加
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
過
程
で
比
険
解
釈
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
、
そ

の
目
的
が
道
徳
的
な
教
訓
を
導
き
出
す
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
比
輸
の
解
読
は
、
解
釈
の
過
剰
化
を
も
た
ら
す
危
険
性
を
は
ら
ん

で
い
る
の
で
あ
る
。

本
文
に
即
し
た
詩
解
釈
を
重
ん
じ
た
欧
陽
傍
は
、
意
味
の
過
剰
化
を
も
た
ら
す
比
聡
解
釈
の
手
法
に
反
対
し
、
伝
築
の
説
を
「
皆
な
詩
文

h
h山
法
制
U

に
無
き
所
。
此
れ
又
妄
り
に
詩
人
を
意
い
て
委
曲
し
て
説
を
為
す
。
故
に
詩
の
義
を
失
う
こ
と
愈
い
よ
遠
き
な
り
」
と
批
判
し
、
「
詩
に
拠

-108-

れ
ば
但
だ
乗
馬
の
肥
強
な
る
を
述
ぶ
る
爾
」
（
巻
十
二
）
と
直
叙
と
し
て
解
釈
し
、
無
理
に
比
輸
を
読
み
取
ら
な
い
姿
勢
を
明
ら
か
に
す
る
。

こ
こ
か
ら
、
欧
陽
惰
が
直
叙
と
い
う
修
辞
法
の
役
割
を
正
当
に
評
価
し
、
逆
に
詩
に
お
け
る
比
輸
の
役
割
を
限
定
的
に
と
ら
え
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

欧
陽
惰
は
、
詩
人
が
比
輸
を
用
い
る
場
合
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

い
っ
た
い
詩
人
が
事
物
を
用
い
て
比
興
と
す
る
の
は
、
本
来
、
明
ら
か
に
し
難
い
思
い
が
あ
っ
て
、
他
の
事
物
を
借
り
用
い
て
そ
の

思
い
を
表
現
す
る
の
で
あ
る

（
郡
風
「
賠
有
茨
」
論
）



い
っ
た
い
詩
人
は
、
本
来
明
ら
か
に
し
難
い
思
い
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
で
事
物
を
借
り
用
い
て
思
い
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
〔
毛

鄭
の
〕
「
形
管
」
の
説
の
如
き
は
い
か
に
し
て
も
意
味
が
通
じ
な
い
。
こ
れ
で
は
詩
人
は
そ
れ
を
借
り
用
い
て
何
の
思
い
を
明
ら
か
に

で
き
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
（
郡
風
「
静
女
」
論
）

こ
こ
か
ら
彼
の
次
の
二
つ
の
認
識
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
比
輸
は
作
者
の
意
図
を
よ
り
明
瞭
に
表
現
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
以
上
、
比
輸
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
詩
の
意
味
は
簡
潔
で
わ
か

り
や
す
い
も
の
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
比
輸
解
釈
に
よ
っ
て
往
々
に
し
て
文
脈
が
混
乱
し
か
え
っ
て
意
味
が
難
解
に

な
っ
て
し
ま
い
が
ち
な
伝
鑑
賞
正
義
の
方
法
論
は
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

み
と
ろ
う
と
す
る
伝
実
正
義
の
比
輸
解
釈
は
批
判
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
教
訓
を
読
み
と
る
た
め
の
比
輸
解
釈
か
ら
詩
人
の
思
い
を
読
み
と
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②
比
喰
は
、
詩
人
の
「
言
い
表
し
が
た
い
思
い
」
を
表
現
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
思
い
」
で
は
な
く
「
教
訓
」
を
読

る
た
め
の
比
輸
解
釈
へ
と
態
度
を
転
換
し
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
考
え
る
と
、
欧
陽
惰
が
詩
経
の
修
辞
法
を
考
え
る
時
、
賦
比
興
と
い
う
伝
統
的
な
三
分
法
に
従
わ
ず
直
叙
｜
比
輪
と
い
う
二
分

法
を
と
っ
た
の
も
、
比
・
興
の
機
能
に
つ
い
て
の
認
識
が
未
熟
だ
っ
た
た
め
だ
け
と
は
い
え
ず
、
よ
り
積
極
的
な
意
味
が
あ
っ
た
と
推
測
で

あ
ら
わ
せ
き
げ
ん
あ
ら
わ

き
る
。
鄭
玄
の
「
比
は
今
の
失
を
見
し
、
敢
え
て
斥
言
せ
ず
：
：
：
、
興
は
今
の
美
を
見
し
、
娼
訣
を
嫌
う
」
（
「
周
礼
』
「
太
師
」
注
）
と
い

う
定
義
で
は
、
比
興
は
単
な
る
修
辞
技
法
で
は
な
く
、
「
美
」
「
刺
」
と
い
う
政
治
的
道
徳
的
な
論
評
性
と
深
く
結
び
つ
い
た
も
の
と
し
て
認

識
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
立
場
に
立
て
ば
、
比
輸
に
は
「
教
訓
」
を
読
み
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

ふ
の
ムJ

の
代
表
的
な
見
解
「
比
は
顕
わ
に
し
て
興
は
隠
な
り
」
（
毛
詩
大
序
「
故
詩
有
六
義
罵
：
・
」
正
義
）
の
立
場
を
と
っ
て
も
、
興
の
隠
さ
れ
た

一
方
、
比
興
に
対
す
る
も
う
一
つ
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意
味
を
探
る
た
め
に
過
剰
な
解
読
を
し
て
、
難
解
な
解
釈
や
「
教
訓
」
的
な
解
釈
に
陥
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
伝
統
的

な
比
興
定
義
は
、
政
治
的
・
道
徳
的
な
論
評
と
過
剰
解
釈
と
を
導
き
や
す
い
も
の
で
あ
り
、
「
経
義
は
固
よ
り
常
に
簡
直
明
白
」
（
耶
風
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「
相
鼠
」
論
）
で
あ
る
と
い
う
信
念
を
持
つ
欧
陽
惰
に
と
っ
て
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。
先
に
引
用
し
た
王
風
「
采
葛
」
論
の

物
を
取
り
て
比
と
為
す
は
、
刺
美
す
る
所
に
比
す
る
の
み
」
は
鄭
玄
の
比
興
説
に
相
似
し
て
い
る
が
、
『
詩
本
義
』
中
の
比
輸
解
釈

「
詩
人

を
見
る
と
、
鄭
護
の
よ
う
に
超
然
と
し
た
論
評
を
読
み
と
る
と
い
う
よ
り
は
、
や
は
り
詩
人
の
感
情
が
強
く
こ
め
ら
れ
た
訊
刺
や
賛
美
を
読

み
と
る
と
い
う
性
格
が
強
い
。
彼
は
、
解
釈
の
剰
余
物
を
取
り
除
き
、
詩
人
の
「
思
い
」
が
込
め
ら
れ
た
純
粋
な
比
倫
表
現
と
し
て
の
意
味

を
探
求
し
て
い
く
た
め
に
、
あ
え
て
比
と
興
と
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
大
ま
か
な
概
念
把
握
の
も
と
に
比
輸
を
解
釈
し
て
い
こ
う
と
し
た

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

N 

詩
全
体
と
の
整
合
性
を
重
視
し
た
比
聡
解
釈
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そ
れ
で
は
比
喰
を
実
際
に
解
釈
す
る
際
に
、
欧
陽
惰
は
ど
の
よ
う
な
態
度
を
も
っ
て
臨
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
江
口
氏
・
蒋
氏
の
所
論

に
基
づ
き
つ
つ
、
方
法
論
の
体
系
に
お
け
る
位
置
・
歴
史
的
意
義
を
考
え
な
が
ら
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
、
蒋
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
文
脈

か
ら
総
合
的
に
比
聡
を
考
え
て
い
く
態
度
が
あ
る
。

且
つ
詩
の
比
興
は
必
ず
須
ら
く
上
下
文
を
成
し
て
以
て
相
発
明
し
て
、
乃
ち
推
拠
す
べ
し
。
今
若
し
独
だ
一
句
を
用
い
て
上
下
の
文

あ
ら
わ

理
を
以
て
之
を
推
さ
ざ
れ
ば
、
何
を
以
て
か
詩
人
の
意
を
見
さ
ん

（
巻
七
、
小
雅
「
斯
干
」
論
）

詩
の
刺
美
す
る
所
は
、
或
い
は
物
を
取
り
て
以
て
喰
え
と
為
せ
ば
、
則
ち
必
ず
先
ず
其
の
物
を
道
い
、
次
い
で
刺
美
す
る
所
の
事
を



日
う
者
多
し
失
（
巻
六
、
小
雅
「
鴻
雁
」
論
）

こ
れ
は
、
鄭
件
費
が
文
脈
全
体
の
意
味
を
無
視
し
て
句
ご
と
に
比
輸
を
解
釈
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
鴻
雁
」
を
例
に

ゆ
こ
ゆ
ゆ
く
ろ
う

す
れ
ば
、
こ
の
詩
の
「
鴻
雁
子
き
飛
ぶ
、
粛
粛
た
る
其
の
羽
」
と
い
う
二
句
は
、
下
の
「
之
の
子
子
き
征
く
、
野
に
励
労
す
」
の
二
句
の
比

験
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
故
に
「
鴻
雁
」
は
「
之
の
子
」
の
比
仏
暇
で
あ
る
、
と
欧
陽
惰
は
考
え
る
。
一
方
鄭
玄
は
、
こ
の
二
匂
は
鴻
雁

の
陰
を
避
け
て
陽
に
就
く
こ
と
を
知
る
性
質
に
喰
え
て
、
民
は
有
徳
の
君
主
に
就
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

下
の
句
の
「
之
の
子
」
は
侯
伯
卿
士
の
職
に
か
な
え
る
者
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
章
の
前
半
と
後
半
を
別
個
に
解
釈
す
る
。
そ
れ
を
欧

陽
惰
は
、
上
下
の
文
の
関
連
性
を
無
視
し
た
解
釈
で
あ
る
と
批
判
す
る
。
こ
こ
に
は
、
鄭
玄
と
欧
陽
惰
の
比
除
解
釈
の
射
程
の
違
い
が
よ
く

表
れ
て
い
る
。
鄭
玄
は
比
険
句
そ
れ
自
体
で
比
輪
i

意
味
の
関
係
を
完
結
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
欧
陽
傍
は
比
除
句
の
意
味
を
そ
の

他
の
詩
句
と
関
連
さ
せ
て
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
檀
作
文
氏
は
、
伝
実
正
義
が
興
句
の
み
で
解
釈
を
完
結
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
、

朱
喜
…
が
興
と
は
興
句
と
下
文
と
の
関
係
の
中
に
立
ち
現
れ
て
く
る
も
の
だ
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
解
釈
を
し
た
と
指
摘
す
る
が
、
こ
の
例
は

檀
氏
の
伝
実
正
義
に
つ
い
て
の
分
析
の
正
し
さ
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
欧
陽
惰
に
も
朱
喜
…
と
同
様
の
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
を

示
し
、
こ
こ
に
両
者
の
聞
の
学
的
継
承
関
係
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

比
険
匂
と
そ
の
他
の
句
、
あ
る
い
は
詩
全
体
と
の
関
係
を
重
視
す
る
態
度
は
、
次
の
よ
う
な
解
釈
の
方
法
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。

鼠
は
穴
の
中
に
生
活
す
る
動
物
な
の
で
、
詩
人
は
高
位
の
人
に
喰
え
た
り
は
し
な
い
。
も
と
も
と
詩
中
で
「
礼
儀
を
知
ら
な
い
」
と

そ
し刺

っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
〔
そ
の
上
〕
鼠
が
食
べ
物
を
盗
む
こ
と
に
喰
え
た
り
な
ど
す
る
は
ず
が
な
い
（
廓
風
「
相
鼠
」
論
）
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詩
人
は
類
似
点
に
注
目
し
て
事
物
を
た
と
え
に
用
い
て
、
比
輸
が
得
意
で
あ
る
。
〔
毛
伝
に
言
う
〕
斧
で
礼
に
喰
え
る
な
ど
は
、
比

輸
が
詩
意
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い

（
幽
風
「
破
斧
」
論
）

(255) 

〔
鄭
築
で
文
王
が
国
王
に
な
る
前
に
木
こ
り
を
し
た
と
い
う
が
〕
「
伐
木
」
は
、
文
王
を
称
え
た
雅
で
あ
る
。
：
：
：
木
を
切
る
の
は
、

身
分
の
低
い
庶
民
の
仕
事
で
あ
り
、
文
王
の
詩
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
：
：
：
文
王
を
詠
っ
た
こ
の
詩
は
、
お
よ
そ
人
は
み
な
友
あ
っ
て

こ
そ
一
人
前
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
万
人
の
教
え
と
し
て
言
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
天
子
諸
侯
の
こ
と
を
詩
に
詠
っ
て
、
そ
こ
か
ら
身

分
の
低
い
庶
民
の
こ
と
に
も
言
い
及
ぶ
と
い
う
の
な
ら
わ
か
る
が
、
も
し
こ
の
詩
が
〔
伝
築
の
説
の
よ
う
に
〕
毎
章
、
木
こ
り
の
こ
と

を
詠
っ
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
身
分
の
低
い
庶
民
の
仕
事
を
主
題
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
文
王
を
詠
っ
た
詩
と
は
言
え
な
く
な

っ
て
し
ま
う
（
巻
六
、
小
雅
「
伐
木
」
論
）
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欧
陽
惰
は
、
比
倫
と
し
て
用
い
る
事
物
は
単
に
類
似
点
が
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
比
除
さ
れ
る
も
の
や
詩
の
主
題
に
見
合
っ
た
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
、
「
相
鼠
」
「
破
斧
」
に
つ
い
て
は
比
聡
と
は
取
ら
ず
、
「
伐
木
」
は
不
詳
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
詩
の
文
脈
か

ら
比
聡
の
意
味
を
考
え
て
い
く
姿
勢
に
基
づ
く
方
法
論
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
比
聡
と
比
除
さ
れ
る
も
の
と
の
聞
に
意
味
的
類
比
以
上
の
対
応
関
係
を
求
め
る
考
え
方
は
、
正
義
に
も
あ
る
。

け
ん
か
ん
す
な
わ
よ

風
」
の
「
閥
院
た
る
黄
鳥
あ
り
、
載
ち
其
の
音
を
好
く
す
」
の
築
に
「
『
脱
院
」
は
〔
孝
子
の
〕
顔
色
を
和
ら
げ
て
い
る
様
を
興
す
る
。

榔
風
「
凱

『
其
の
音
を
好
く
す
』
と
は
〔
孝
子
の
〕
言
葉
遣
い
が
も
の
柔
ら
か
な
様
を
興
す
る
」
と
言
う
の
に
対
し
て
正
義
が
、

興
は
必
ず
類
を
以
て
す
、

ょ

脱
院
は
是
れ
好
き
貌
、
故
に
顔
色
を
興
す
る
也
。
音
声
は
猶
お
言
語
の
ご
と
し
、
故
に
辞
令
を
興
す
る
也
。



と
言
う
。
「
興
は
必
ず
類
を
以
て
す
」
と
は
、
単
に
「
美
し
い
」
と
い
う
点
が
対
応
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
詩
で
言
え
ば
、
鳥
の

姿
↓
孝
子
の
顔
つ
き
（
視
覚
的
事
象
）
、
鳥
の
声
↓
孝
子
の
言
葉
遣
い

（
聴
覚
的
事
象
）
、
と
五
感
の
上
で
も
対
応
し
て
い
る
と
い
う
よ
う

に
、
興
は
興
さ
れ
る
も
の
と
類
縁
関
係
が
あ
る
事
物
を
用
い
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
比
倫
は
比
検
さ
れ
る
も
の
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
用

い
る
と
考
え
る
点
で
、
欧
陽
惰
と
相
似
す
る
。

た
だ
し
、
両
者
は
そ
の
基
本
的
態
度
に
お
い
て
大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
る
。
正
義
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
比
輪
と
そ
の
裏
に
込
め
ら

れ
た
意
味
と
が
対
応
し
て
い
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
詩
全
体
と
の
関
係
は
問
題
に
し
な
い
ミ
ク
ロ
な
視
点
で
あ
る
。
正
義
が
対
応

を
求
め
る
の
は
興
句
と
そ
の
内
部
の
意
味
に
限
定
さ
れ
、
そ
の
外
部
に
は
広
が
ら
な
い
。
こ
の
詩
で
な
ぜ
烏
が
比
喰
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
の
か
、
そ
の
必
然
性
を
考
え
る
観
点
は
そ
こ
に
は
な
い
。
欧
陽
惰
の
よ
う
に
、
比
輸
に
用
い
る
事
物
が
詩
全
体
で
詠
わ
れ
て
い
る
内
容
と

今
、d

ど
う
関
わ
る
か
と
い
う
、
詩
全
体
を
視
野
に
入
れ
た
見
方
は
な
く
、
あ
く
ま
で
修
辞
的
な
比
輸
の
説
明
に
止
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

v 
比
興
は
事
物
の
一
端
を
取
る

の
毛
伝
に
、
「
興
也
。
関
関
は
和
、
げ
る
声
也
。
唯
鳩
は
王
推
也
。
鳥
の

撃
に
し
て
別
有
る
な
り
」
と
言
、
つ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
鄭
築
は
、
「
塾
の
言
は
至
也
。
王
唯
の
鳥
、
雌
雄
情
意
至
れ
り
、
然
れ
ど
も
別
有
る

た
い
じ

を
謂
う
」
と
解
説
す
る
。
文
王
の
后
大
似
の
淑
徳
を
称
え
る
詩
に
「
塾
（
狩
猛
で
あ
る
）
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
現
れ
る
の
は
お
か
し
い
と
考
え
、

周
南
「
関
唯
」
の
首
章
「
関
関
た
る
唯
鳩
は
、
河
の
洲
に
在
り
」

「
塾
」
を
「
至
」
に
読
み
替
え
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。
欧
陽
傍
は
、
鄭
築
を
曲
解
だ
と
批
判
し
、
毛
伝
の
「
塾
」
は
本
来
の
字
義
通
り
「
狩
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猛
」
の
意
味
で
使
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
イ
メ
ー
ジ
の
組
齢
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。



「
詩
人
は
本
来
、
后
妃
の
淑
善
の
美
徳
を
歌
っ
て
い
る
と
い
う
の
に
、
か
え
っ
て
狩
猛
な
鳥
を
比
輸
に
用
い
る
と
い
う
の
は
お
か
し
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い
で
は
な
い
か
」
と
言
う
人
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
対
し
て
私
は
「
詩
人
は
唯
鳩
の
狩
猛
な
性
質
を
無
視
し
て
、
た
だ
そ
の
雌
雄
の
別
れ

て
暮
ら
す
と
こ
ろ
に
の
み
注
目
し
た
の
で
あ
る
。
唯
鳩
が
河
の
中
洲
に
い
て
、
そ
の
声
を
聴
け
ば
な
ご
や
か
で
、
そ
の
様
子
を
見
れ
ば

雌
雄
別
れ
て
暮
ら
し
て
い
る
、
こ
れ
が
詩
人
が
比
輪
と
し
て
用
い
た
も
の
で
あ
る
」
と
答
え
よ
う
（
「
関
堆
」
論
）

欧
陽
惰
は
、
毛
伝
に
「
塾
」
と
言
う
の
は
詩
人
が
こ
の
鳥
に
託
し
た
「
夫
婦
別
有
り
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
解
説
す
る
つ
い
で
に
、
こ

の
鳥
の
持
つ
別
の
特
徴
で
あ
る
「
揮
猛
さ
」
に
つ
い
て
い
わ
ば
博
物
学
的
な
興
味
か
ら
付
一
一
一
目
し
た
だ
け
で
あ
り
、
比
喰
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
召
南
「
鵠
巣
」
論
で
具
体
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
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い
に
し
え
の
詩
人
が
事
物
を
喰
え
に
使
う
と
き
に
は
、

取
物
比
興
、
但
取
其
一
義
以
輪
意
爾
）

そ
の
一
つ
の
特
徴
の
み
に
目
を
つ
け
て
輪
え
に
す
る
の
で
あ
る

（
古
之
詩
人

事
物
を
比
険
と
し
て
用
い
る
場
合
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
側
面
か
ら
と
ら
え
、
ど
の
よ
う
な
点
か
ら
評
価
す
る
か
は
詩
人
の
選
択
に
任
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
比
輸
に
用
い
る
事
物
が
比
検
さ
れ
て
い
る
も
の
と
全
面
的
に
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
そ
れ
を
全
面
的
に
対

行
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
曹
風
「
鳩
鳩
」
論
で
は
こ
の
考
え
に
基
づ
き
、

応
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
解
釈
の
無
理
が
生
ず
る
、
解
釈
者
は
詩
人
が
事
物
を
ど
の
側
面
か
ら
と
ら
え
て
い
る
か
を
見
極
め
て
解
釈
を

や
や
極
端
な
議
論
が
展
開
さ
れ
（
れ

o



そ
し

欧
陽
惰
は
「
不
査
を
刺
る
な
り
。
在
位
君
子
無
し
、
心
を
用
ふ
る
こ
と
の
査
な
ら
ざ
る
な
り
」
と
い
う
詩
序
に
基
づ
き
、
こ
の
詩
を
為
政
者

が
公
室
に
忠
誠
を
尽
く
さ
な
い
こ
と
を
訊
刺
し
た
も
の
と
考
え
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
詩
で
比
輪
と
し
て
詠
わ
れ
て
い
る
の
は
、
朝
に
は
上
の

枝
か
ら
下
の
枝
に
、
暮
れ
に
は
下
の
枝
か
ら
上
の
枝
に
と
、
七
羽
の
雛
に
餌
を
与
え
る
た
め
に
飛
び
ま
わ
り
続
け
、
雛
が
巣
立
っ
て
も
な
お

そ
の
身
を
案
じ
続
け
る
慈
愛
深
い
鳩
鳩
の
母
鳥
の
姿
で
あ
り
、
イ
メ
ー
ジ
が
離
離
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
「
正
義
」
で
は
、
母
鳥
の
子
を

思
う
様
が
「
均
一
の
徳
」
を
表
し
て
い
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
今
の
為
政
者
の
し
か
ら
ぬ
こ
と
を
訊
刺
し
て
い
る
の
だ
と
解
す
る
の
だ
が
、
欧

陽
惰
は
そ
れ
で
は
興
が
詩
序
と
矛
盾
す
る
と
退
け
、
そ
の
上
で
次
の
よ
う
に
言
う
。

だ
か
ら
、
鳩
鳩
が
雛
に
餌
を
与
え
る
時
に
は
、
朝
に
は
上
の
巣
の
雛
か
ら
下
の
巣
の
雛
と
い
う
順
に
与
え
、
そ
れ
で
は
下
の
雛
の

戸
、J

餌
が
足
り
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
返
し
て
、
暮
に
は
下
か
ら
上
へ
と
与
え
、
す
る
と
ま
た
今
度
は
上
の
雛
の
餌
が
足
り
な
い
の
で

は
と
思
い
返
し
て
、
ま
た
も
や
次
に
は
上
か
ら
下
へ
と
与
え
る
。
母
鳥
の
子
育
て
の
苦
労
は
か
く
の
ご
と
く
で
あ
り
、
こ
れ
が
序
に
言

う
「
用
心
の
一
な
ら
ざ
る
」
さ
ま
で
あ
る
。
雛
鳥
が
成
長
し
他
の
木
へ
と
飛
ぴ
去
っ
て
し
ま
っ
て
も
、
母
烏
の
心
は
依
然
と
し
て
雛
鳥

の
こ
と
ば
か
り
心
配
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
身
は
桑
に
あ
り
な
が
ら
心
は
子
を
思
っ
て
、
子
が
梅
に
在
れ
ば
母
の
心
も
梅
に
、
材
料
に
在

れ
ば
心
は
練
に
、
榛
に
在
れ
ば
心
は
榛
に
、
と
い
う
よ
う
に
子
に
従
っ
て
移
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
た
「
用
心
の
一
な
ら
ざ
る
」

さ
ま
で
あ
る
。

鳩
鳩
の
母
鳥
の
愛
情
の
美
し
さ
は
捨
象
し
て
、
子
を
思
う
故
に
千
々
に
乱
れ
る
母
心
の
「
一
な
ら
ざ
る
」
さ
ま
を
、
為
政
者
の
私
利
に

走
っ
て
公
室
に
心
を
「
一
に
し
な
い
」
さ
ま
に
除
え
る
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

(252) 



こ
の
よ
う
に
欧
陽
惰
は
、
詩
人
は
比
輸
に
用
い
ら
れ
て
い
る
事
物
の
属
性
の
う
ち
の
一
つ
に
目
を
つ
け
て
用
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
、

(251) 

と
い
う
考
え
に
立
っ
て
合
理
的
な
比
輸
解
釈
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
。
「
関
唯
」
の
解
釈
が
従
来
の
解
釈
に
比
べ
て
説
得
力
を
持
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
比
喰
論
は
古
注
を
越
え
て
詩
の
実
相
に
迫
る
た
め
の
大
き
な
武
器
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
「
鳩
鳩
」
で

は
、
イ
メ
ー
ジ
の
喚
起
力
を
全
く
無
視
し
て
比
倫
を
解
釈
し
て
い
る
の
で
、
い
さ
さ
か
理
論
が
先
走
っ
た
印
象
が
あ
り
説
得
的
な
論
と
は
い

え
な
い
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
か
え
っ
て
、
欧
陽
惰
が
こ
の
解
釈
理
論
に
自
信
を
持
っ
て
駆
使
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
以
上
の
点
は
、
江
口

氏
・
蒋
氏
が
と
も
に
注
目
し
て
い
る
よ
う
に
、
欧
陽
惰
の
比
倫
論
の
大
き
な
成
果
と
言
え
（
れ

o

と
こ
ろ
で
、
右
の
比
喰
説
に
似
た
考
え
方
は
す
で
に
『
正
義
』
に
も
見
ら
れ
る
。
大
雅
「
巻
阿
」
の
「
巻
た
る
こ
と
有
る
は
阿
な
り
、
瓢

風
南
自
り
す
」
の
鄭
護
「
大
陵
の
巻
然
と
し
て
曲
れ
る
有
り
。
週
風
長
養
の
方
よ
り
来
入
す
。
興
は
王
当
に
体
を
屈
し
以
て
賢
者
を
待
つ

べ
く
、
賢
者
則
ち
狼
り
に
来
り
て
就
く
こ
と
、
瓢
風
の
曲
阿
に
入
る
が
如
く
然
り
、
其
の
来
る
は
民
を
長
養
せ
ん
が
為
な
る
に
喰
う
」
に
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対
す
る
正
義
に
次
の
よ
う
に
一
言
う
。

つ
む
じ
風
は
別
に
決
ま
っ
た
所
か
ら
や
っ
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
「
南
よ
り
す
」
と
い
う
言
葉
で
説
明
し
て
い
る
の
で
、
こ
の

詩
で
は
南
に
音

る
徳
が
あ
る
こ
と
に
喰
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
、
そ
れ
が
民
を
養
い
育
て
る
た
め
に
や
っ
て
き
た
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

す

檎
風
「
匪
風
」
に
「
匪
風
瓢
た
り
ふ
7

」
と
言
い
、
小
雅
「
何
人
斯
」
に
「
其
れ
瓢
風
を
為
る
」
と
言
う
。
そ
れ
ら
は
ど
ち
ら
も
「
南

よ
り
す
」
と
言
っ
て
い
な
い
の
で
、
だ
か
ら
「
悪
い
も
の
」
と
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
詩
で
は
「
養
い
育
て
る

方
角
か
ら
来
る
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
善
い
も
の
に
喰
え
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
興
は
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
現
象
を
取
り
あ
げ
る
の
で
あ



り
（
興
取
一
象
）
、
同
じ
事
物
を
用
い
た
比
輸
を
み
な
同
じ
意
味
に
解
釈
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
賢
人
が
素
早
く
や
っ
て

く
る
こ
と
を
言
う
の
で
、
疾
風
を
喰
え
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
正
義
」
の
「
興
は
一
象
を
取
る
」
と
は
、
詩
人
が
喰
え
と
し
て
用
い
た
事
物
は
多
義
的
で
あ
り
、
詩
で
は
そ
の
う
ち
の
一
つ
の
意
味
を

選
択
し
て
用
い
る
の
で
、
そ
れ
以
外
の
、
詩
の
文
脈
に
沿
わ
な
い
意
味
（U
イ
メ
ー
ジ
）
に
と
ら
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
認
識
で

け
ん
じ
と
と
け
い
き
ょ
う
み

あ
る
。
周
南
「
巻
耳
」
の
「
巻
耳
を
釆
り
采
る
、
頃
僅
に
盈
た
ず
」
の
毛
伝
「
憂
え
る
者
の
興
也
。
釆
釆
と
は
采
る
こ
と
を
事
と
す
る
也
」

に
対
す
る
正
義
に
も
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
興
也
」
と
言
わ
ず
に
「
憂
者
の
興
」
と
言
う
の
は
、
他
の
興
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
他
の
詩

7
I
 

で
興
を
説
明
す
る
時
、
「
釆
菜
」
と
言
っ
て
い
れ
ば
そ
れ
は
菜
を
採
る
こ
と
を
喰
え
に
す
る
の
で
あ
り
、
「
生
長
」
と
言
っ
て
い
れ
ば
そ

れ
は
生
長
す
る
こ
と
を
喰
え
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
で
は
「
采
菜
」
と
言
い
な
が
ら
〔
菜
を
摘
む
女
の
〕
憂
え
る
さ
ま
を
喰
え
と

し
て
使
っ
て
い
る
の
で
、
だ
か
ら
特
に
「
憂
者
の
興
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
そ
の
憂
い
を
喰
え
に
し
て
い
る
だ
け
で

「
菜
を
釆
る
」
こ
と
を
喰
え
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
「
釆
る
こ
と
を
事
と
す
」
と
言
う
の
は
、
こ
の
菜
を
摘
む

仕
事
に
つ
と
め
励
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
詩
と
「
末
官
」
と
は
ど
ち
ら
も
「
釆
釆
」
と
言
、
つ
が
、
「
末
官
」
の
伝
で

は
「
一
に
非
ざ
る
の
辞
」
と
言
い
、
こ
の
詩
と
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
詩
で
は
憂
え
る
さ
ま
を
喰
え
と
し
て
使
っ
て
い
て
、
つ
ま

り
「
釆
菜
」
の
仕
事
に
い
く
ら
励
ん
で
も
小
寵
に
い
っ
ぱ
い
に
な
ら
な
い
の
で
た
い
へ
ん
心
配
し
て
い
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ

り
、
だ
か
ら
「
之
を
釆
る
を
事
と
す
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
「
末
官
」
の
方
は
婦
人
が
子
供
が
で
き
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
詩
な
の
で
、
(250) 



詩
中
で
菜
が
た
く
さ
ん
摘
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
だ
か
ら
「
一
に
非
ざ
る
の
辞
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(249) 

こ
れ
ら
の
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
『
正
義
』
に
も
、
あ
る
比
除
が
意
味
し
う
る
と
こ
ろ
は
多
様
で
あ
る
こ
と
、
詩
人
は
そ
の
中
の
一
つ

の
意
味
を
選
択
し
て
用
い
る
の
だ
、
と
い
う
認
識
が
あ
る
。
比
輸
の
多
義
性
と
い
う
点
に
お
い
て
、
欧
陽
惰
の
比
輪
論
と
の
関
連
性
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

両
者
の
比
喰
論
は
、
い
ず
れ
も
『
文
心
離
龍
』
比
興
篇
の
、

た
と
え
ば
『
関
唯
』
の
唯
鳩
は
折
り
目
正
し
い
鳥
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
后
妃
の
徳
の
高
さ
が
比
輸
さ
れ
、
『
鵠
巣
」
の
鳩
に
は
操
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の
正
し
さ
が
あ
る
か
ら
、
君
主
の
夫
人
の
貞
節
が
そ
こ
に
象
徴
さ
れ
る
。
い
ま
こ
こ
で
は
操
の
正
し
さ
を
問
題
に
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、

鳩
と
い
う
凡
鳥
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
か
か
ず
ら
う
必
要
は
な
く
、
折
り
目
正
し
い
と
い
う
徳
が
大
切
な
の
だ
か
ら
、
唯
鳩
が
ぶ
か
つ
こ

う
な
猛
禽
で
あ
っ
て
も
い
つ
こ
う
か
ま
わ
な
い
の
で
あ
る
（
興
膳
宏
氏
訳
）

の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
欧
陽
惰
の
認
識
は
そ
の
淵
源
を
古
く
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
幻

o

し
か
し
、
同
じ
く
「
比
輸
の
意
味
は
多
様
で
あ
る
」
と
言
っ
て
も
、
欧
陽
惰
と
正
義
の
比
聡
論
に
は
大
き
な
相
違
点
が
あ
る
。
「
正
義
』

に
お
け
る
比
輸
の
多
様
性
の
認
識
と
は
、
同
じ
事
物
を
用
い
た
詩
句
が
、
な
ぜ
複
数
の
詩
篇
中
で
互
い
に
異
な
っ
た
意
味
を
表
す
の
か
を
説

明
す
る
た
め
に
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
欧
陽
惰
に
お
い
て
は
、
比
険
と
し
て
用
い
る
事
物
の
ど
こ
に
詩
人
が
目
を
つ
け
て
い
る
か
を
見
極
め
る

こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。



こ
の
相
違
は
、
両
者
の
詩
経
学
の
指
向
す
る
と
こ
ろ
の
違
い
に
由
来
す
る
。
『
正
義
』
の
比
総
論
は
、
鄭
隻
を
説
明
す
る
た
め
に
用
い
ら

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
鄭
築
が
同
じ
事
物
の
喰
え
を
複
数
の
詩
で
異
な
っ
た
意
味
に
解
釈
し
て
い
る
こ
と
を
合
理
的
に
説
明
す
る
た
め
に

そ
の
比
総
論
は
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
欧
陽
惰
の
比
輪
論
は
詩
の
本
義
を
解
明
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
序

伝
筆
に
お
け
る
牽
強
付
会
な
（
と
彼
が
考
え
る
）
詩
解
釈
を
批
判
し
、
よ
り
合
理
的
な
解
釈
を
提
示
す
る
た
め
に
こ
の
比
除
論
を
用
い
て
い

る
。
こ
れ
を
歴
史
的
文
脈
で
言
え
ば
、
欧
陽
惰
は
漢
唐
の
詩
経
学
の
権
威
に
と
ら
わ
れ
ず
、
詩
の
本
義
を
独
自
に
追
究
し
た
こ
と
に
よ
り
、

『
正
義
』で
部
分
的
に
し
か
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
比
喰
論
の
可
能
性
を
全
面
的
に
開
花
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
な
る
。

VI 

作
詩
の
過
程
の
追
体
験

と
こ
ろ
で
、

V

で
引
用
し
た
周
南
「
関
唯
」
論
の
中
で
欧
陽
惰
は
、
捧
猛
な
鳥
を
淑
女
を
賛
美
す
る
詩
に
用
い
る
の
は
お
か
し
い
と
い
う
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批
判
に
対
し
て
、
「
比
興
は
事
物
の
一
端
を
取
る
」
と
い
う
理
論
で
答
え
て
い
た
。
こ
こ
で
批
判
者
が
用
い
て
い
る
の
は
、
町
で
検
討
し
た

「
比
倫
は
詩
全
体
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
用
い
る
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
欧
陽
惰
は
自
分
の
比
聡
説
の
一
つ
に
基
づ
く

批
判
に
も
う
一
つ
の
比
険
説
で
反
論
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
こ
の
ま
ま
で
は
、
「
比
輸
は
詩
全
体
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
用
い
る
」

と
「
比
興
は
事
物
の
一
端
を
取
る
」
と
い
う
こ
つ
の
比
輪
説
は
両
立
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
彼
は
い
か
に
し
て
こ
の
二
つ
の
理

論
の
聞
に
整
合
性
を
確
保
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
二
つ
の
理
論
の
溝
を
埋
め
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
詩
人
が
実
際
に
目
に
し
て
い
る
も
の
を
比
輸
に
用
い
る
と
い
う
指
摘
で
あ

る
。
「
関
唯
」
本
義
に
、
「
詩
人
は
堆
鳩
の
雌
雄
が
川
の
中
洲
の
上
に
い
る
の
を
見
て
、
そ
の
鳴
き
声
を
聴
き
、
：
：
：
」
と
言
い
、
詩
人
が
唯

(248) 

鳩
の
様
子
を
実
見
し
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
詩
人
が
実
見
し
て
詩
興
を
駆
り
立
て
ら
れ
た
も
の
、
そ
れ
を
詩
人
は
比
輪
と
し
て



深
く
結
び
つ
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
詩
人
が
興
趣
を
覚
え
た
も
の
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
そ
れ
は
事
物
の
一
面
（
「
関
唯
」(247) 

使
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
詩
人
が
そ
こ
か
ら
詩
を
発
想
し
た
も
の
を
比
輪
と
し
て
用
い
る
以
上
、
当
然
、
詩
全
体
と
比
除
と
は
内
容
的
に

で
は
雌
雄
が
別
れ
て
暮
ら
す
様
子
）
だ
け
で
か
ま
わ
な
い
わ
け
で
あ
る
。
詩
人
は
事
物
を
直
観
的
に
と
ら
え
る
の
で
あ
り
、
詩
人
の
目
に
映

ら
な
か
っ
た
事
物
の
全
体
像
・
全
属
性
を
改
め
て
吟
味
し
て
か
ら
比
輸
に
用
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
事
物
が
全
面
的
に
詩
の
内
容
に
ふ

さ
わ
し
い
か
ど
う
か
は
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
詩
人
の
視
点
と
い
う
考
え
方
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
先
の
二
つ
の
理
論
の
間
の
矛
盾
は
解
消

さ
れ
る
。天

が
も
の
を
濡
ら
し
潤
す
の
は
、
雨
と
か
雪
と
か
あ
る
い
は
泉
か
ら
溢
れ
た
水
と
か
、
様
々
な
種
類
が
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
こ
の
詩

て
比
輸
に
用
い
た
の
で
あ
る

（
巻
六
、
小
雅
「
湛
露
」
論
）
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で
た
だ
「
露
」
だ
け
を
言
っ
て
い
る
の
は
、
露
は
夜
降
り
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
作
者
が
夜
飲
ん
で
い
た
の
で
身
近
な
も
の
を
と
っ

こ
こ
で
も
、
詩
の
比
輸
は
た
だ
比
輸
さ
れ
る
も
の
と
の
類
似
性
の
み
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
詩
人
が
作
詩
し
て
い
る
情
況
と
何

か
必
然
的
な
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
が
重
要
な
の
だ
と
い
う
考
え
方
が
見
ら
れ
る
。
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
比
喰
が
詩
全
体
と
マ
ッ
チ
し
て
い

な
い
と
い
っ
て
伝
築
正
義
の
説
を
批
判
し
た
欧
陽
惰
の
説
を
町
で
引
用
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
み
な
、
鼠
高
位
の
人
、
斧
！
礼
儀
、
木
こ

り
ー
文
王
と
、

い
ず
れ
も
視
覚
的
印
象
の
不
適
合
を
問
題
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
事
物
を
見
て
当
該
詩
を
発
想
す
る
は
ず

が
な
い
と
い
う
判
断
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
こ
こ
か
ら
も
、
欧
陽
怖
の
比
除
論
が
詩
人
が
実
見
し
た
か
ど
う
か
を
重
視
し
て
い
た
こ
と

が
裏
付
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
欧
陽
惰
は
、
詩
の
比
聡
は
単
に
類
似
性
に
よ
っ
て
A
を
B

に
言
い
換
え
る
修
辞
上
の
役
割
以
上
に
、
詩
人
が
詩



を
発
想
す
る
源
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
別
の
見
方
を
す
れ
ば
、
従
来
の
よ
う
に
「
比
除l
l

比
険
の

意
味
」
を
解
明
す
る
以
外
に
、
比
輸
の
解
釈
を
通
し
て
詩
人
の
詩
作
の
情
況
を
追
体
験
し
よ
う
と
い
う
態
度
と
一
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

欧
陽
惰
の
こ
の
説
は
、
「
興
」
と
い
う
言
葉
の
持
つ
「
起
興
」
、つ
ま
り
詩
を
詠
い
起
こ
す
と
い
う
面
を
重
視
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ

の
意
味
を
持
つ
と
い
う
考
え
方
は
、
欧
陽
情
以
前
の
学
者
に
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
も
見
た
よ
う
に
、

ん
、
「
興
」
が
「
起
興
」

詩
の
解
釈
を
解
釈
す
る
時
に
は
、
欧
陽
惰
以
前
の
学
者
は
興
の
比
総
と
し
て
の
意
味
を
解
明
す
る
の
に
急
で
、
興
が
詩
想
と
い
か
に
関
わ
っ

て
い
る
か
、
興
の
イ
メ
ー
ジ
が
詩
全
体
に
お
い
て
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
考
察
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
か
っ

た
。
詩
人
の
立
脚
点
を
考
慮
に
入
れ
た
比
輪
と
い
う
考
え
方
は
、
認
識
と
し
て
は
存
在
し
な
が
ら
も
現
実
の
解
釈
方
法
に
は
応
用
さ
れ
な
い

ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
欧
陽
惰
は
、
詩
経
の
比
輸
解
釈
に
新
た
な
展
開
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

1直

欧
陽
筒
の
比
聡
説
の
位
置
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欧
陽
惰
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
比
輪
論
を
構
築
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
で
も
何
度
か
触
れ
て
き
た
よ
う
に
、
欧
陽
惰
の
比
輪
論
は
概
念
的
に
は
、
正
義
を
は
じ
め
と
す
る
彼
以
前
の
詩
経
研
究
の
中
で
も
言

及
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
欧
陽
怖
は
漢
唐
の
詩
経
学
を
継
承
す
る
部
分
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し

彼
の
先
人
た
ち
は
、
そ
れ
ら
の
認
識
を
詩
経
解
釈
に
充
分
に
応
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
漢
唐
の
詩
経
学
で
は
、
詩
序
・
毛
伝
・
鄭

実
と
い
う
権
威
的
な
解
釈
が
あ
り
そ
の
枠
内
で
、
そ
れ
を
敷
街
す
る
と
い
う
形
で
し
か
研
究
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
学
者
が
新
た

な
解
釈
理
念
を
発
見
し
て
も
、
本
文
理
解
の
た
め
の
理
論
で
は
な
く
、
伝
集
合
理
化
の
た
め
の
理
論
と
し
て
の
み
用
い
て
い
た
。
一
一
言
で
言

(246) 

え
ば
、
解
釈
理
念
・
方
法
論
の
発
展
に
研
究
態
度
が
追
い
つ
い
て
い
な
か
っ
た
。



こ
れ
に
対
し
、
そ
の
よ
う
な
権
威
の
束
縛
を
脱
し
た
欧
陽
怖
は
、
そ
れ
ら
の
諸
概
念
を
独
自
の
比
輪
論
に
ま
と
め
上
げ
、
詩
そ
の
も
の
を
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解
釈
す
る
た
め
に
自
在
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
格
的
な
展
開
と
い
う
意
味
で
、
欧
陽
惰
は
や
は
り
先
駆
者
の
位
置
に
立
つ
。

伝
義
正
義
が
部
分
的
に
し
か
展
開
で
き
な
か
っ
た
さ
ら
な
る
理
由
と
し
て
、
町
と
V

で
指
摘
し
た
よ
う
に
そ
れ
ら
が
比
除
と
比
輸
さ
れ
る

意
味
と
の
関
係
の
み
に
し
か
関
心
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
檀
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
伝
築
正
義
に
お
い
て
は
比
聡

は
全
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
み
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
挙
げ
た
例
か
ら
わ
か
る
よ
う

に
欧
陽
惰
に
は
詩
を
一
個
の
全
体
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
態
度
が
強
く
あ
っ
た
。
比
聡
匂
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
詩
全
体
の
な
か
で
ど
う

い
う
存
在
意
義
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
考
え
な
が
ら
そ
の
意
味
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
が
彼
の
比
除
解
釈
を
単
な
る
意
味

の
解
読
の
次
元
を
越
え
て
、
文
学
的
意
義
を
追
求
す
る
も
の
に
し
た
理
由
と
考
え
ら
れ
る
。

E

で
見
た
よ
う
に
、
欧
陽
惰
は
比
喰
表
現
に
教

こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
導
い
た
の
は
、
彼
の
詩
経
観
で
あ
る
。
彼
は
、
詩
経
の
詩
人
達
の
性
格
は
貴
賎
・
賢
不
肖
、

容
的
に
雑
駁
な
も
の
を
含
む
と
考
え
て
い
た
。
ま
た
、
彼
は
詩
経
の
詩
を
「
古
詩
」
と
い
う
一
般
的
な
概
念
に
含
め
て
認
識
し
、
思
い
が
深

け
れ
ば
技
巧
は
単
純
に
な
る
と
考
え
て
い
た
。
つ
ま
り
、
欧
陽
傍
は
詩
経
の
詩
と
は
様
々
な
人
々
の
様
々
な
深
い
思
い
が
素
朴
な
表
現
の
中

一
様
で
は
な
く
、
内

q,h q
ム

訓
で
は
な
く
、
作
者
の
思
い
の
表
白
を
読
み
取
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

に
詠
わ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
詩
に
過
剰
な
教
訓
的
意
味
を
求
め
る
伝
築
の
解
釈
態
度
は
受
け
入
れ
が
た
い

も
の
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
詩
経
は
経
典
で
あ
り
、
詩
経
研
究
は
経
学
の
一
部
で
あ
る
。
欧
陽
惰
に
あ
っ
て
は
、
詩
経
は
古
詩
で
あ
る
と
い
う
認
識
と
詩

経
は
経
書
で
あ
る
と
い
う
認
識
と
は
ど
の
よ
う
に
し
て
両
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
欧
陽
惰
は
、
詩
経
成
立
過
程
に
お
け
る
孔
子
の
役
割
を

重
視
し
て
い
た
。
孔
子
が
三
千
篇
の
中
か
ら
三
百
篇
を
厳
選
し
、
ま
た
必
要
と
あ
れ
ば
自
ら
改
編
の
手
を
加
え
て
お
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ



て
、
は
じ
め
て
詩
経
は
道
徳
の
書
と
し
て
の
価
値
を
付
与
さ
れ
て
い
る
と
欧
陽
備
は
考
え
る
。
こ
れ
を
裏
返
せ
ば
、
孔
子
が
手
を
加
え
る
前

の
詩
経
の
原
テ
キ
ス
ト
は
非
常
に
素
朴
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
彼
は
『
詩
本
義
』
「
本
末
論
」
に
お
い
て
、
詩
経

に
は
「
詩
人
の
意
」
「
太
師
の
職
」
「
聖
人
の
志
」
「
経
師
の
業
」の
四
つ
の
層
が
あ
り
、
「
詩
人
の
意
」
「
聖
人
の
志
」
こ
そ
が
学
者
が
追
求

す
べ
き
「
本
」
だ
と
い
う
説
を
展
開
す
る
。
従
来
の
研
究
で
は
「
詩
人
の
意
」
と
「
聖
人
の
志
」
は
、
同
次
元
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
が
ち

で
あ
っ
た
が
、
右
の
よ
う
な
欧
陽
惰
の
認
識
か
ら
考
え
る
と
、
彼
は
む
し
ろ
こ
の
二
つ
を
異
質
の
も
の
と
し
て
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
現
代
的
な
用
語
で
言
え
ば
、
欧
陽
惰
は
詩
経
を
文
学
と
し
て
の
解
釈
す
る
こ
と
と
経
学
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
別
で
あ
る

と
冷
静
に
認
識
し
、
か
っ
、
「
聖
人
の
志
」
と
い
う
考
え
方
を
導
入
し
て
、
詩
の
道
徳
的
な
価
値
と
い
う
の
は
、
孔
子
に
よ
っ
て
詩
の
本
来

の
意
味
の
外
側
に
附
加
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
詩
経
の
経
典
性
を
担
保
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
詩
経
の
実
態
に
即
し
た
解
釈
（
詩
人
の
意
）
を

行
う
自
由
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

詩
人
は
比
喰
と
し
て
用
い
た
事
物
を
実
見
し
て
い
た
と
い
う
認
識
は
、
以
上
の
よ
う
に
彼
の
詩
経
解
釈
に
大
き
く
貢
献
し
た
。
し
か
し
、
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彼
に
は
今
一
方
で
、
修
辞
的
な
性
格
の
強
い
比
喰
（
決
ま
り
文
句
と
し
て
の
比
総
）
に
対
す
る
発
言
も
存
在
す
る
。

詩
人
は
「
釆
葛
」
「
采
粛
」
「
釆
支
」
な
ど〔
の
比
喰
〕
で
、
み
な
わ
ず
か
の
こ
と
も
積
も
り
積
も
れ
ば
た
く
さ
ん
に
な
る
と
い
う
こ

と
を
言
う
（
王
風
「
釆
葛
」
本
義
）

詩
の
王
風
鄭
風
お
よ
び
こ
の
唐
風
に
は
「
揚
之
水
」
が
三
篇
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
波
だ
っ
た
水
の
力
が
弱
く
て
束
ね
ら
れ
た
薪
を
流

す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
に
、
こ
の
篇
だ
け
が
波
が
激
し
く
て
汚
れ
や
濁
り
を
洗
い
流
す
と
い
う
こ
と
を
言
う
は
ず

は
な
い

（
唐
風
「
揚
之
水
」
論
）

(244) 



こ
こ
に
は
、
同
様
の
比
輸
は
同
様
の
意
味
を
表
す
と
い
う
考
え
方
が
見
ら
れ
、
む
し
ろ
常
套
表
現
と
し
て
の
比
聡
と
い
う
性
格
が
強
い
。

(243) 

は
た
し
て
、
詩
人
が
実
見
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
す
べ
て
の
比
輸
に
つ
い
て
い
え
る
の
か
、
比
倫
の
性
質
は
一
様
に
と
ら
え
ら
れ
る
も
の

な
の
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
は
、
彼
が
方
法
的
に
一
般
化
し
て
扱
っ
た
「
比
」
と
「
興
」
と
の
違
い
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

が
、
欧
陽
惰
は
そ
れ
を
行
わ
な
か
っ
た
の
で
、
最
終
的
な
結
論
に
は
達
す
る
こ
と
は
な
く
、
あ
い
ま
い
さ
を
残
し
た
ま
ま
終
わ
っ
て
い
る
。

こ
の
問
題
は
彼
以
後
の
詩
経
学
者
に
持
ち
越
さ
れ
、
最
終
的
に
朱
裏
に
よ
っ
て
宋
代
詩
経
学
を
代
表
す
る
賦
比
興
論
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
朱
喜
…
の
賦
比
興
論
に
つ
い
て
は
、
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
莫
嘱
鋒
氏
と
檀
作
文
氏
の
分
析
に
詳
し
い

が
、
注
目
す
べ
き
は
、
興
句
の
詠
い
起
こ
し
と
し
て
の
機
能
を
強
調
し
、
興
句
の
み
で
意
味
を
探
る
の
で
は
な
く
他
の
詩
句
と
の
関
係
性
を

の
詩
経
学
の
起
点
を
な
す
も
の
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
と
言
え
よ
う
。
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重
視
す
る
な
ど
、
欧
陽
惰
か
ら
触
発
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
点
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
考
え
る
と
欧
陽
惰
の
比
除
説
は
、
宋
代

日
注

（
l
）
近
年
公
刊
さ
れ
た
専
著
と
し
て
、
斐
普
賢
『
欧
陽
傍
詩
本
義
研
究
』
（
一
九
八
一
、
台
湾
、
東
大
図
書
公
司
）
、
車
行
健
『
詩
本
義
析
論
｜
｜

以
欧
陽
惰
与
襲
槍
詩
義
論
述
為
中
心
｜
｜
』
（
二O
O
二
、
台
湾
、
里
仁
書
局
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（2
）
江
口
尚
純
氏
「
欧
陽
惰
の
詩
経
学
」
（
『
詩
経
研
究
』
一
九
八
七
・
二
一
）
。
氏
は
論
文
中
で
、
欧
陽
惰
の
比
と
興
の
区
別
は
必
ず
し
も
厳
密
で

は
な
か
っ
た
こ
と
、
詩
人
は
一
側
面
を
と
ら
え
て
比
興
す
る
と
彼
が
考
え
て
い
た
こ
と
、
旧
説
の
牽
強
付
会
な
比
輸
解
釈
を
批
判
し
た
こ
と

を
指
摘
す
る
。
本
稿
は
、
氏
の
見
方
を
実
例
を
通
し
て
検
証
し
さ
ら
に
詳
し
く
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
欧
陽
惰
の
比
輪
説
を
彼
の
詩
経

学
の
中
に
正
当
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。



（3
）
潜
瞬
龍
・
蒋
立
甫
『
詩
騒
詩
学
与
芸
術
』
「
論
欧
陽
惰
対
『
詩
経
』
的
文
学
研
究
」
（
二

O
O
四
・
五
、
上
海
古
籍
出
版
社
）
。

（4
）
莫
碩
鋒
『
朱
裏
文
学
研
究
』
第
五
章
「
朱
喜
小
的
詩
経
学
」
（
南
京
大
学
学
術
文
庫
、
二

0
0
0

・
五
、
南
京
大
学
出
版
社
）
。

（5
）
檀
作
文
『
朱
裏
詩
経
学
研
究
』
（
中
国
詩
歌
研
究
中
心
学
術
叢
刊
、
二
O
O
三
・
八
、
学
苑
出
版
社
）
。

（6
）
『
詩
本
義
』
は
、
巻
一E

z
e
－
－
，
一
二
で
詩
経
の
各
篇
ご
と
に
、
問
題
と
す
べ
き
部
分
に
つ
い
て
古
人
の
説
を
掲
げ
な
が
ら
論
述
を
行
っ
た
「
論
」
と

欧
陽
惰
の
考
え
に
基
づ
い
て
詩
を
通
釈
し
た
「
本
義
」
を
載
せ
る
。
巻
二
二
以
後
は
、
詩
経
を
め
ぐ
る
種
々
の
問
題
に
つ
い
て
の
専
論
を
集

め
る
。

（7
）
二
O
O
二
、
北
京
大
学
出
版
社
、
第
四
1

六
冊
。

（8
）
『
詩
本
義
』
中
に
お
け
る
「
興
」
の
用
例
を
列
挙
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
他
に
伝
実
で
「
興
」
と
言
う
の
を
引
用
し
た
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ

は
批
判
の
対
象
と
し
て
の
引
用
で
あ
る
の
で
除
外
し
た
。
用
例
が
は
じ
め
の
数
巻
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
系
統
的
に
用
い
ら
れ
て
は
い

な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
用
例
が
す
べ
て
「
論
」
で
は
な
く
、
欧
陽
惰
が
自
分
の
説
に
よ
っ
て
詩
を
通
釈
し
た
「
本
義
」
の
部
分
に
お

い
て
で
あ
る
の
は
、
「
興
」
が
比
輪
と
意
味
と
の
一
対
一
対
応
の
関
係
を
表
し
た
も
の
で
は
な
く
、
作
者
の
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
を
全
体
的
に

表
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
筆
者
の
考
え
を
裏
付
け
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

①
捕
免
之
人
布
其
網
署
於
道
路
林
木
之
下
、
粛
粛
然
巌
整
、
使
免
不
能
越
逸
、
以
興
周
南
之
君
列
其
武
夫
為
園
守
禦
、
越
越
然
勇
力
、
使
姦

民
不
得
縞
設
爾
（
周
南
「
免
宜
」
本
義
）

②
誰
謂
雀
無
角
、
何
以
穿
我
屋
者
、
以
興
事
有
非
意
而
相
干
者
（
召
南
「
行
露
」
本
義
）

③
梅
之
盛
時
、
其
賓
落
者
少
而
在
者
七
。
己
而
落
者
多
而
在
者
三
。
巳
而
遂
霊
落
失
。
詩
人
因
此
以
興
物
之
盛
時
不
可
久
、
以
言
召
南
之
人

顧
其
男
女
方
盛
之
年
、
僅
其
過
時
而
至
衰
落
、
乃
其
求
庶
士
以
相
婚
姻
也
（
召
南
「
擦
有
梅
」
本
義
）

④
済
盈
不
濡
軌
者
、
済
盈
無
不
濡
之
理
、
而
渉
者
貧
於
必
進
、
自
謂
不
濡
、
又
興
宣
公
貧
於
淫
慾
、
身
路
罪
悪
而
不
自
知
也
。
雑
鳴
求
其
牡

者
、
又
興
夫
人
不
顧
櫨
義
而
従
宣
公
、
如
禽
獣
之
相
求
、
惟
知
雌
雄
為
匹
、
而
無
親
疏
父
子
之
別
：
：
：
凡
渉
水
者
浅
則
徒
行
、
深
則
舟
渡
、

而
腰
弱
以
渉
者
、
水
深
而
無
舟
、
蓋
急
逮
而
路
険
者
也
。
故
詩
人
引
以
篤
比
（
召
南
「
雑
有
苦
葉
」
本
義
）

⑤
激
揚
之
水
、
其
力
弱
不
能
流
移
白
石
、
以
興
昭
公
微
弱
、
不
能
制
曲
沃
、
而
桓
叔
之
彊
於
耳
目
園
、
如
白
石
撃
撃
然
見
於
水
中
爾
。
其
民
従

而
梁
之
（
唐
風
「
揚
之
水
」
本
義
）

（9
）
『
詩
本
義
』
中
の
「
比
」
の
用
例
は
、
国
風
十
六
、
小
雅
九
、
大
雅
一
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た
だ
し
、
伝
護
で
比
と
し
て
い
る
の
を
批
判
す
る
た
め
に
引
用
し
た
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も
の
は
除
く
）
。

（
印
）
前
掲
江
口
論
文
。

（
日
）
欧
陽
惰
の
こ
の
言
葉
は
、
陸
徳
明
『
経
典
釈
文
』
「
毛
詩
」
序
に
、
「
興
は
是
れ
警
輸
の
名
な
り
、
意
に
尽
く
さ
ざ
る
所
有
り
故
に
題
し
て
興
と

い
う
」
に
近
く
、
説
の
継
承
関
係
を
想
定
す
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。

（
ロ
）
前
掲
蒋
氏
論
文
。

（
日
）
前
掲
蒋
氏
論
文
に
も
こ
の
二
例
を
引
く
が
、
重
要
な
論
点
で
あ
る
の
で
本
稿
で
も
取
り
上
げ
る
。

（
凶
）
「
毛
伝
が
『
興
』
を
釈
す
る
時
、
基
本
的
に
はA
が
B

を
比
輸
す
る
と
い
う
い
う
一
種
の
類
比
的
比
輸
の
構
造
モ
デ
ル
を
採
用
し
て
い
る
。
・
：

：

A
は
詩
文
自
身
の
あ
る
句
群
だ
が
、
B

は
詩
文
自
身
の
句
群
で
は
な
く
、
毛
伝
が
理
解
し
た
い
わ
ゆ
る
『
経
義
』
で
あ
る
」
（
前
掲
檀
氏
著

書
一
五
九
頁
）
。

（
日
）
部
国
光
「
唐
代
詩
論
扶
原
｜
｜
孔
穎
達
詩
学
」
（
『
中
華
文
史
論
叢
』
第
五
六
輯
、
一
一
一
一
一
一
頁
）
参
照
。

（
凶
）
こ
の
他
周
南
「
議
斯
」
で
も
こ
の
比
輪
論
に
基
づ
い
て
詩
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。

（
口
）
「
毛
鄭
の
ご
と
き
は
鳩
鳩
に
均
一
の
徳
が
あ
る
と
し
、
ま
た
い
わ
ゆ
る
『
淑
人
君
子
』
も
ま
た
三
章
に
述
べ
る
ご
と
く
国
の
人
々
を
正
す
に
ふ

さ
わ
し
い
と
い
う
の
だ
か
ら
、
や
は
り
そ
の
『
心
を
用
い
る
こ
と
均
こ
な
る
こ
と
を
称
賛
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
で
は
詩
序
に

『
均
一
な
ら
ざ
る
を
刺
る
』
と
い
っ
て
い
る
の
と
全
く
反
対
に
な
っ
て
し
ま
う
。
」

（
日
）
前
掲
、
江
口
氏
論
文
お
よ
び
蒋
氏
論
文
参
照
。

（
円
）
『
正
義
』
に
お
け
る
「
興
取
一
象
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
部
氏
前
掲
論
文
（
二
二
三
頁
）
が
す
で
に
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
加
）
世
界
古
典
文
学
全
集
『
陶
淵
明
・
文
心
雌
龍
』
（
一
九
六
八
、
筑
摩
書
房
、
三
八
五
頁
。

（
引
）
た
だ
し
、
劉
棋
は
「
閥
唯
」
で
は
「
別
有
り
」
、
「
鵠
巣
」
で
は
「
貞
こ
を
比
輸
の
意
味
と
し
て
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
毛
伝
・
鄭
筆
の
解

釈
を
踏
襲
し
た
も
の
と
言
え
る
。

（
泣
）
例
え
ば
、
鄭
司
農
「
興
者
託
事
於
物
、
則
興
者
起
也
。
取
警
引
類
起
護
己
心
。
詩
文
諸
翠
草
木
鳥
獣
以
見
意
者
、
皆
興
辞
也
」
（
「
大
序
」
、
「
故

詩
有
六
義
罵
・
：
」
正
義
）

（
お
）
拙
論
「
欧
陽
惰
「
詩
本
義
』
の
揺
藍
と
し
て
の
『
毛
詩
正
義
』
」
（
宋
代
詩
文
研
究
会
『
撤
槙
』
第
九
号
、
二

0
0
0
）
参
照
。

（M
）
こ
れ
を
彼
の
詩
人
と
し
て
の
特
質
か
ら
発
し
た
も
の
と
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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『
欧
陽
文
忠
公
集
』
巻
四
「
酬
皐
詩
僧
惟
倍
」
詩
に
、
「
詩
三
百
五
篇
、
作
者
非
一
人
。
罵
臣
輿
棄
妾
、
桑
撲
乃
淫
奔
。
其
言
或
可
取
、

不
全
純
」
と
言
う
。

（
お
）
古
詩
の
体
、
意
深
け
れ
ば
則
ち
言
緩
や
か
に
し
て
、
理
勝
て
ば
則
ち
文
簡
な
り
（
巻
八
、
小
雅
「
何
人
斯
」
論
）
。
そ
の
他
、
小
雅
「
四
月
」

「
何
人
斯
」
、
大
雅
「
蕩
」
な
ど
の
「
論
」
に
も
同
様
の
説
が
見
え
る
。

（
幻
）
欧
陽
惰
に
は
、
詩
の
本
来
の
意
味
と
そ
れ
に
現
実
社
会
の
要
請
か
ら
付
与
さ
れ
た
意
義
と
が
併
存
す
る
と
い
う
思
考
が
あ
り
、
後
者
に
も
場
合

に
よ
っ
て
は
存
在
意
義
を
認
め
て
い
た
。
彼
が
「
末
義
」
と
考
え
る
「
経
師
の
業
」
に
つ
い
て
も
、
巻
九
、
小
雅
「
青
蝿
」
論
に
「
鄭
氏
長

於
礎
的
学
。
其
以
躍
家
之
説
曲
第
附
命
日
詩
人
之
音
山
、
本
未
必
然
」
と
、
鄭
玄
が
札
制
に
よ
る
解
釈
で
詩
の
本
義
を
と
ら
え
損
な
っ
た
と
批
判
し

な
が
ら
、
「
義
或
可
通
、
亦
不
震
害
也
。
撃
者
首
自
揮
之
」
と
学
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
よ
っ
て
本
義
を
取
る
か
末
義
を
取
る
か
を
ま
か
せ

て
い
る
。

（
お
）
拙
論
「
詩
の
構
造
的
理
解
と
「
詩
人
の
視
点
』
｜
｜
王
安
石
『
詩
経
新
義
」
の
解
釈
理
念
と
方
法
」
（
宋
代
詩
文
研
究
会
『
撤
槙
』
第
十
二
号
、

二
O
O
四
）
で
、
欧
陽
惰
と
王
安
石
の
比
倫
説
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
る
の
も
参
照
。

（
お
）

痕
雑
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