
Title 眞心を込めた贈り物 : 杜甫詩における詩經の典故の意義についての嚴粲の認識
Sub Title A heartfelt gift : Yan Can interprets Du Fu's Shijing quotations
Author 種村, 和史(Tanemura, Kazufumi)

Publisher 慶應義塾大学藝文学会
Publication year 2022

Jtitle 藝文研究 (The geibun-kenkyu : journal of arts and letters). Vol.123, No.2 (2022. 12) ,p.18 (239)- 40
(217) 

JaLC DOI
Abstract
Notes 髙橋智教授退任記念論文集
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00072643-01230002-

0018

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


─ 18─ （239）

眞
心
を
込
め
た
贈
り
物

─
杜
甫
詩
に
お
け
る
詩
經
の
典
故
の
意
義
に
つい
て
の
嚴
粲
の
認
識
─

種
村
　
和
史

１　

問
題
設
定

　

詩
經
小
雅
の
首
篇
﹁
鹿
鳴
﹂
小
序
に
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

　
﹁
鹿
鳴
﹂
は
︑
よ
き
賓
客
た
る
羣
臣
の
た
め
に（

（
（

宴
を
催
す
詩
で
あ
る
︒
彼
ら
を
飮
食
で
も
て
な
す
だ
け
で
は
な
く
︑
さ
ら
に
絹
織
物
を
竹
の

小
箱
に
入
れ
て
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
に
對
す
る
自
分
の
眞
心
を
贈
る
︒
そ
の
よ
う
に
し
て
後
︑
よ
き
賓
客
た
る
忠
義
の
家
臣
た
ち
は
眞
心

を
盡
く
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︵
鹿
鳴
︑
燕
羣
臣
嘉
賓
也
︒
既
飮
食
之
︑
又
實
幣
帛
筐
篚
以
將
其
厚
意
︑
然
後
忠
臣
嘉
賓
得
盡
其
心
矣
︶

　

こ
れ
に
つ
い
て
︑
南
宋
・
嚴
粲
は
そ
の
詩
經
注
釋
書
﹃
詩
緝
﹄
の
中
で
次
の
よ
う
に
言
う
︒

　

本
詩
︹
首
章
︺
の
中
で
︹﹁
人
の
我
を
好
む
︑
我
に
周
行
を
示
す
﹂
と
言
っ
て
︺
自
分
を
戒
め
正
し
︑
そ
の
至
ら
な
い
と
こ
ろ
を
補
っ
て
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く
れ
る
よ
う
求
め
て
い
る
の
が
︑
小
序
に
﹁
心
を
盡
く
す
﹂
と
言
う
の
に
當
た
り
︑
忠
義
の
心
を
も
っ
て
何
も
包
み
隱
す
こ
と
な
く
主
君
に

告
げ
る
こ
と
を
言
う
︒
上
の
者
と
下
の
者
と
の
情
誼
が
通
じ
合
っ
て
い
な
け
れ
ば
︑
よ
き
賓
客
た
る
忠
義
の
臣
下
は
眞
心
を
盡
く
し
て
主
君

に
告
げ
よ
う
と
思
っ
て
も
︑
勢
い
と
し
て
兩
者
の
閒
に
分
け
隔
て
が
生
じ
る
た
め
に
︑
決
し
て
そ
れ
が
叶
わ
な
く
な
る
の
で
あ
る
︒
言
わ
ん

と
す
る
こ
と
の
重
點
は
﹁
で
き
る
︵
得
︶﹂
の
字
に
あ
る
︒︹
臣
下
は
︺
必
ず
宴
を
開
い
て
も
て
な
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
そ
の
後
で
は
じ
め
て

そ
の
眞
心
を
盡
く
す
な
ど
と
言
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
︒
杜
甫
が
﹁
聖
人　

筐
篚
の
恩
︑
實
に
邦
國
の
活か

つ

せ
ん
こ
と
を
欲
す
﹂
と
言
う
の

は
︑
古
人
の
用
詩
の
意
を
心
得
た
も
の
で
あ
る
︵
詩
中
求
規
益
︑
序
所
謂
盡
心
︑
謂
忠
告
無
隱
也
︒
上
下
之
情
不
通
︑
則
忠
臣
嘉
賓
雖
欲
盡

心
以
告
君
︑
而
其
勢
分
隔
︑
絶
有
不
可
得
者
︒
義
在
得
字
︒
非
爲
必
待
燕
而
後
盡
其
心
也
︒
杜
甫
云
︑
聖
人
筐
篚
恩
︑
實
欲
邦
國
活
︑
得
古

人
用
詩
之
意
矣
︶

　

嚴
粲
は
﹁
鹿
鳴
﹂
小
序
の
意
味
を
解
說
し
た
上
で
︑
杜
甫
が
そ
の
詩
に
小
序
中
の
語
句
を
用
い
た
の
を
﹁
古
人
の
用
詩
の
意
を
得
﹂
た
も
の
で

あ
る
と
評
價
す
る
︒
こ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
詩
は
︑
杜
甫
の
﹁
京
よ
り
奉
先
縣
に
赴
く　

詠
懷
五
百
字
︵
自
京
赴
奉
先
縣
詠
懷
五
百
字
︶﹂
の

次
の
段
の
詩
句
で
あ
る
︒

彤
庭
所
分
帛 

彤
庭　

分
か
つ
所
の
帛

本
自
寒
女
出 

本　

寒
女
よ
り
出
づ

鞭
撻
其
夫
家 

其
の
夫ふ

の
家
を
鞭
撻
し
て

聚
斂
貢
城
闕 

聚
斂
し
て
城
闕
に
貢
す

聖
人
筐
篚
恩 

聖
人　

筐
篚
の
恩

實
願
邦
國
活 

實
に
邦
國
の
活
せ
ん
こ
と
を
願
ふ

臣
如
忽
至
理 

臣　

如
し
至
理
を
忽ゆ

る
がせ

に
せ
ば
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君
豈
棄
此
物 

君　

豈
に
此
の
物
を
棄
て
ん
や

多
士
盈
朝
廷 

多
士　

朝
廷
に
盈み

つ
る
も

仁
者
宜
戰
慄（

（
（

 

仁
者　

宜
し
く
戰
慄
す
べ
し

　

天
寶
十
四
載
︵
七
五
五
︶
十
一
月
は
じ
め
︑
安
祿
山
の
亂
勃
發
の
直
前
︑
長
安
か
ら
家
族
の
住
む
奉
先
縣
︵
陝
西
省
蒲
城
︶
に
赴
く
途
中
︑
長

安
郊
外
の
華
清
宮
を
通
り
か
か
り
︑
そ
の
中
で
玄
宗
皇
帝
が
饗
宴
を
催
し
︑
集
ま
っ
た
大
臣
た
ち
に
引
き
出
物
と
し
て
絹
を
賜
っ
て
い
る
情
景
を

想
像
し
︑
そ
れ
が
庶
民
か
ら
租
税
と
し
て
取
り
立
て
た
も
の
で
あ
る
の
に
思
い
を
致
し
て
感
慨
を
詠
う
︒

　

南
宋
・
郭
知
達
撰
﹃
九
家
集
注
杜
詩
﹄
の
注
に
﹁
鹿
鳴
註マ

マ
︑
又
實
幣
帛
筐
篚
以
將
其
厚
意

（
（
（

﹂
と
言
い
︑
南
宋
・
黃
希
︑
黃
鶴
撰
﹃
補
注
杜
詩
﹄

卷
二
に
﹁
洙
曰
︑
鹿
鳴
又
實
幣
帛
筐
篚
以
將
其
厚
意

（
（
（

﹂︵﹁
洙
﹂
は
北
宋
・
王
洙
︑
九
九
七
~
一
〇
五
七
︑
の
こ
と
︶
と
言
う
よ
う
に
︑﹁
筐
篚
﹂

の
語
が
﹁
鹿
鳴
﹂
序
を
典
據
と
す
る
こ
と
は
︑
嚴
粲
當
時
常
識
に
屬
し
て
い
た
︒
彼
ら
の
注
を
そ
の
ま
ま
杜
詩
に
當
て
嵌
め
れ
ば
︑
文
王
が
絹
織

物
を
竹
の
小
箱
に
入
れ
て
臣
下
に
賜
り
︑
そ
の
眞
心
を
表
し
た
と
い
う
︑
う
る
わ
し
い
故
實
に
玄
宗
は
則
り
︑
羣
臣
に
絹
を
下
賜
す
る
が
︑
そ
れ

は
臣
下
が
職
務
に
精
勵
し
國
を
活
氣
づ
け
て
く
れ
る
よ
う
に
と
の
氣
持
ち
に
發
す
る
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
嚴
粲
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
常
識
的

解
釋
を
踏
襲
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
︒
し
か
し
︑
彼
が
杜
甫
を
﹁
用
詩
の
意
を
得
﹂
た
り
と
評
し
た
所
以
は
そ
れ
に
止
ま
る
の
で
あ
ろ
う

か
︒

　
﹁
用
詩
﹂
と
は
︑
後
世
の
人
閒
が
樣
々
な
場
面
で
詩
經
の
詩
句
を
借
り
て
自
分
の
思
い
︑
意
思
︑
思
想
を
表
現
す
る
行
爲
を
言
う
︒
詩
句
に
詠

わ
れ
た
事
柄
と
自
分
の
置
か
れ
た
狀
況
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
原
詩
の
意
味
や
含
意
を
生
か
し
な
が
ら
用
い
る
も
の
か
ら
︑
詩
句
の
原
義
と
は
懸
け

離
れ
た
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
斷
章
取
義
﹂
的
用
法
ま
で
︑
含
ま
れ
る
範
圍
は
廣
い
︒
杜
甫
が
﹁
鹿
鳴
﹂
序
の
﹁
筐
篚
﹂
の
語
を
用
い
た
意
圖
を
右
の

よ
う
に
理
解
し
た
場
合
︑
も
ち
ろ
ん
そ
れ
も
﹁
用
詩
﹂
の
一
つ
の
實
例
で
は
あ
る
︒
し
か
し
︑﹁
古
人
の
用
詩
の
意
を
得
た
り
﹂
に
は
︑
杜
甫
の

﹁
用
詩
﹂
の
し
か
た
に
何
か
し
ら
卓
越
し
た
と
こ
ろ
を
認
め
て
い
る
氣
配
が
感
じ
ら
れ
る
︒
右
の
よ
う
な
比
較
的
表
層
的
な
性
格
の
用
詩
の
例
に

對
し
て
は
た
し
て
こ
の
よ
う
な
評
語
を
下
す
で
あ
ろ
う
か
︒
嚴
粲
は
︑
杜
甫
が
﹁
鹿
鳴
﹂
の
作
者
の
意
圖
を
深
層
ま
で
理
解
し
た
上
で
自
分
の
表
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現
の
た
め
に
生
か
し
た
と
考
え
た
か
ら
こ
そ
︑
こ
の
よ
う
な
稱
贊
の
言
を
與
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　

さ
ら
に
︑
嚴
粲
の
評
語
は
そ
れ
が
下
さ
れ
る
前
提
を
備
え
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
義
は
﹃
得
﹄
の
字
に
在
り
︒
必
ず
燕
を
待
ち
て
而
し
て
後

に
其
の
心
を
盡
く
す
と
爲
す
に
非
ざ
る
な
り
﹂
で
あ
る
︒
右
の
理
解
に
は
こ
れ
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
︒
嚴
粲
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
吟
味

し
︑
杜
詩
の
引
用
と
い
か
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
を
理
解
し
て
︑
は
じ
め
て
こ
の
評
語
に
込
め
ら
れ
た
意
圖
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　

以
上
の
問
題
意
識
は
︑
次
の
よ
う
な
小
問
の
複
合
體
と
し
て
成
り
立
つ
︒

・
嚴
粲
は
﹁
鹿
鳴
﹂
を
い
か
に
解
釋
し
た
か
︵
こ
れ
は
︑
杜
甫
が
い
か
に
﹁
鹿
鳴
﹂
を
讀
み
取
っ
た
︑
と
嚴
粲
は
考
え
た
か
︑
と
同
じ
設
問

に
な
る
だ
ろ
う
︶

・
嚴
粲
の
﹁
鹿
鳴
﹂
解
釋
は
︑
彼
以
前
の
解
釋
と
比
べ
て
い
か
な
る
特
徵
が
あ
る
か

・
嚴
粲
は
︑
杜
甫
が
﹁
自
京
︙
︙
﹂
で
﹁
鹿
鳴
﹂
を
い
か
に
用
い
た
と
考
え
た
か
︒
と
り
わ
け
君
主
が
家
臣
を
歡
待
す
る
こ
と
と
君
臣
の
義

と
の
關
係
に
つ
い
て
︑
何
を
言
わ
ん
と
し
た
と
考
え
た
か

・
嚴
粲
は
︑
杜
甫
の
﹁
用
詩
﹂
に
ど
の
よ
う
な
優
れ
た
特
徵
が
あ
る
と
考
え
た
か

２　

嚴
粲
以
前
の
「
鹿
鳴
」
解
釋
の
流
れ

　
﹃
詩
緝
﹄
の
﹁
必
ず
燕
を
待
ち
て
而
し
て
後
に
其
の
心
を
盡
く
す
と
爲
す
に
非
ざ
る
な
り
﹂
と
い
う
言
葉
に
は
︑
先
人
の
解
釋
を
念
頭
に
置
い

て
批
判
を
加
え
て
い
る
語
氣
が
感
じ
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
い
っ
た
い
誰
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒
本
詩
首
章
︑

我
有
嘉
賓 

我
に
嘉
賓
有
り

鼓
瑟
吹
笙 

瑟
を
鼓
し
笙
を
吹
く

吹
笙
鼓
簧 

笙
を
吹
き
簧
を
鼓
す

承
筐
是
將 

筐
を
承さ

さ
げ
て
是
れ
將お

こ
なふ
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人
之
好
我 

人
の
我
を
好よ

み
す
れ
ば

示
我
周
行 

我
に
周い

た
れ
る
行み

ち
を
示
す

﹇
傳
﹈﹁
筐
﹂
と
は
篚か

た
みの

一
種
で
︑
幣
帛
を
贈
る
た
め
の
容
器
で
あ
る
︒﹁
周
﹂
は
至
れ
る
︑﹁
行
﹂
は
道
の
意
味
で
あ
る
︒︵
筐
︑
篚
屬
︑
所

以
行
幣
帛
也
︒
周
︑
至
︒
行
︑
道
也
︶

に
つ
い
て
︑﹃
正
義
﹄
に
次
の
よ
う
に
言
う
︒

　

こ
の
よ
う
に
し
て
宴
の
食
事
に
よ
っ
て
彼
ら
を
も
て
な
し
︑
瑟
や
笙
の
音
樂
に
よ
っ
て
彼
ら
を
樂
し
ま
せ
︑
幣
帛
を
彼
ら
に
贈
る
︒
だ
か

ら
よ
き
賓
客
は
み
な
私
を
愛
し
好
ん
で
く
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
し
て
賓
客
を
敬
っ
て
こ
そ
︑
は
じ
め
て
彼
ら
は
眞
心
を
私
に
獻
げ
︑
私
に
先

王
の
こ
の
上
も
な
い
素
晴
ら
し
い
道
を
示
し
て
く
れ
る
︵
由
此
燕
食
以
享
之
︑
瑟
笙
以
樂
之
︑
幣
帛
以
將
之
︑
故
嘉
賓
皆
愛
好
我
︒
以
敬
賓

如
是
︑
乃
輸
誠
矣
︑
示
我
以
先
王
至
美
之
道
也
︶

　

文
王
の
臣
下
は
︑
食
事
や
音
樂
お
よ
び
幣
帛
に
よ
る
丁
重
な
も
て
な
し
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
︵﹁
故
に
﹂︶︑
文
王
に
對
す
る
親
愛
の
念
を
抱

き
︑
そ
う
し
て
よ
う
や
く
︵﹁
乃
ち
﹂︶
文
王
に
至
美
の
道
を
示
し
て
く
れ
る
と
說
明
す
る
︒﹁
乃
ち
﹂
と
い
う
文
字
に
注
目
し
た
い
︒
主
君
の
饗

應
に
對
す
る
返
報
と
し
て
︑
臣
下
は
君
主
に
誠
心
を
獻
げ
る
︑
具
體
的
に
は
主
君
に
﹁
先
王
の
至
美
の
道
﹂
を
示
す
の
で
あ
る
︒
君
臣
關
係
が
︑

こ
こ
で
は
物
質
を
介
し
た
ギ
ブ
ア
ン
ド
テ
イ
ク
の
關
係
︑
ド
ラ
イ
な
交
換
原
理
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
︒

　

こ
れ
は
﹁
我
に
周
行
を
示
す
﹂
に
つ
い
て
の
魏
・
王
肅
に
よ
る
次
の
說
明
に
從
っ
た
も
の
で
あ
る
︒

　

王
肅
は
毛
傳
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
敷
衍
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
─
﹁
羣
臣
﹂
は
﹁
嘉
賓
﹂
の
こ
と
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
飮
食
に

よ
っ
て
彼
ら
を
も
て
な
し
︑
瑟
や
笙
に
よ
っ
て
彼
ら
を
樂
し
ま
せ
︑
幣
帛
を
彼
ら
に
贈
れ
ば
︑
私
を
好
み
愛
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
︑
私
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を
好
み
愛
し
て
く
れ
れ
ば
︑
私
に
こ
の
上
な
い
う
る
わ
し
い
道
を
示
し
て
く
れ
る
︵
王
肅
述
毛
云
︑
謂
羣
臣
嘉
賓
也
︒
夫
飮
食
以
享
之
︑
瑟

笙
以
樂
之
︑
幣
帛
以
將
之
︑
則
能
好
愛
我
︑
好
愛
我
︑
則
示
我
以
至
美
之
道
矣
︶

　

王
肅
は
﹁
則
﹂
と
い
う
接
續
詞
を
用
い
︑
君
主
が
臣
下
を
も
て
な
す
︑
臣
下
が
君
主
に
對
し
て
親
愛
感
を
抱
く
︑
臣
下
が
至
美
の
道
を
君
主
に

示
す
︑
の
各
行
爲
を
因
果
關
係
で
結
ぶ
︒
臣
下
の
君
主
に
對
す
る
忠
義
の
實
踐
を
や
は
り
交
換
原
理
の
も
と
に
捉
え
て
い
る
︒

　

王
肅
に
と
っ
て
鄭
玄
の
詩
經
解
釋
は
基
本
的
に
批
判
の
對
象
で
あ
っ
た
が
︑
こ
の
問
題
に
關
し
て
は
兩
者
の
認
識
に
そ
れ
ほ
ど
違
い
は
な
い
︒

本
詩
卒
章
の
鄭
箋
に
次
の
よ
う
に
言
う
︒

　

そ
も
そ
も
彼
が
樂
し
む
こ
と
を
實
現
さ
せ
な
け
れ
ば
︑
彼
の
志
を
手
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
彼
の
志
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ

ば
︑
よ
き
賓
客
は
そ
の
力
を
出
し
盡
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
︵
夫
不
能
致
其
樂
則
不
能
得
其
志
︒
不
能
得
其
志
則
嘉
賓
不
能
竭
其
力
︶

　

鄭
玄
は
條
件
と
歸
結
を
連
ね
て
說
明
し
て
お
り
︑
賓
客
で
あ
る
羣
臣
に
忠
義
を
盡
く
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
彼
を
樂
し
ま
せ
る
と
い
う
構

圖
を
示
し
て
い
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑
鄭
玄
・
王
肅
・
疏
家
は
︑
い
ず
れ
も
君
主
の
臣
下
に
對
す
る
手
厚
い
も
て
な
し
と
臣
下
の
主
君
に
對
す
る
忠
誠
と
盡
力
と
を
交

換
原
理
に
よ
っ
て
捉
え
る
︒
こ
れ
は
﹃
詩
緝
﹄
に
言
う
﹁
必
ず
燕
を
待
ち
て
而
し
て
後
に
其
の
心
を
盡
く
す
と
爲
す
﹂
に
當
た
る
︒
こ
こ
か
ら
︑

嚴
粲
の
批
判
が
漢
唐
詩
經
學
の
解
釋
に
向
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

　

次
に
︑
嚴
粲
以
前
の
宋
代
の
諸
家
は
ど
の
よ
う
に
解
釋
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
︒
代
表
と
し
て
北
宋
の
王
安
石
と
蘇
轍
︑
南
宋
の
朱
熹
を
取
り

上
げ
る
︒
王
安
石
﹃
詩
經
新
義
﹄︵
以
下
︑﹃
新
義
﹄
と
略
稱
︶
に
次
の
よ
う
に
言
う
︒

　
﹁
周
﹂
と
は
忠
信
の
意
味
の
﹁
周
﹂
で
あ
る（

（
（

︒﹁
行
﹂
と
は
道
で
あ
る
︒
彼
︵
文
王
︶
に
忠
信
の
道
を
示
し
て
く
れ
る
こ
と
を
言
う
︵
周
爲
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忠
信
之
周
︒
行
︑
道
也
︒
言
示
之
忠
信
之
道
︶

　

蘇
轍
﹃
詩
集
傳
﹄
に
次
の
よ
う
に
言
う
︒

　

私
に
は
よ
き
賓
客
が
い
て
︑
禮
樂
に
よ
っ
て
彼
ら
を
も
て
な
す
︒
打
ち
解
け
た
雰
圍
氣
で
彼
ら
に
存
分
に
歡
び
樂
し
ん
で
も
ら
い
︑
苹ヨ

モ
ギを

食
べ
る
鹿
の
よ
う
に
滿
足
し
て
も
ら
う
︒
そ
う
す
れ
ば
︑
忠
信
の
道
を
私
に
示
そ
う
と
思
う
だ
ろ
う
︒
忠
信
と
は
そ
れ
を
得
た
い
と
願
う
こ

と
は
で
き
る
が
︑
無
理
や
り
手
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
︵
我
有
嘉
賓
而
禮
樂
以
燕
之
︒
從
容
以
盡
其
歡
︑
使
其
自
得
如
鹿
之

食
苹
︑
則
夫
思
以
忠
信
之
道
示
我
矣
︒
忠
信
者
可
以
其
願
得
之
而
不
可
以
強
取
也
︶

　

王
安
石
と
蘇
轍
は
︑
も
て
な
し
を
受
け
た
臣
下
が
文
王
に
示
す
の
を
﹁
忠
信
の
道
﹂
と
す
る
こ
と
が
一
致
し
て
い
る
︒
王
肅
や
﹃
正
義
﹄
の
よ

う
に
︑
臣
下
が
文
王
に
先
王
の
至
美
の
道
︑
理
想
的
な
政
の
道
を
示
す
︑
教
え
諭
す
の
で
は
な
く
︑
文
王
に
忠
義
を
盡
く
す
と
捉
え
て
い
る
︒
こ

の
點
は
︑﹁
志
を
得
﹂﹁
其
の
力
を
竭
く
す
﹂
と
解
す
る
鄭
玄
の
說
に
近
い
︒
王
安
石
の
解
釋
に
つ
い
て
は
そ
れ
以
上
は
不
明
で
あ
る
が
︑﹃
蘇
傳
﹄

は
︑
臣
下
が
忠
義
を
盡
く
し
て
く
れ
る
こ
と
を
﹁
願
﹂
っ
て
文
王
は
宴
を
催
す
と
考
え
て
い
る
︒
文
王
の
歡
待
と
臣
下
の
忠
義
を
交
換
原
理
で
捉

え
て
い
る
點
で
︑
漢
唐
詩
經
學
と
同
樣
で
あ
る
︒

　

朱
熹
﹃
集
傳
﹄
に
次
の
よ
う
に
言
う
︒

　

思
う
に
君
臣
の
分
は
嚴
し
さ
を
主
體
と
し
︑
朝
廷
の
禮
は
敬
い
を
主
體
と
す
る
︒
し
か
し
な
が
ら
嚴
し
さ
と
敬
い
の
一
點
張
り
で
は
︑
あ

る
い
は
情
が
通
じ
合
わ
な
く
な
り
︑
忠
告
に
よ
っ
て
主
君
を
補
佐
す
る
役
目
を
全
う
す
る
術
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
︒
故

に
︑
先
王
は
彼
ら
を
飮
食
で
も
て
な
す
集
い
を
開
き
︑
饗
宴
の
儀
禮
を
制
度
と
し
て
作
り
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
上
下
の
情
を
通
じ
さ
せ
︑
そ
の

樂
歌
は
さ
ら
に
鹿
が
鳴
き
交
わ
す
情
景
に
よ
っ
て
興
を
起
こ
し
て
︑
そ
の
禮
の
心
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
厚
い
こ
と
を
詠
う
︒
人
々
が
自
分
を
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好
ん
で
く
れ
︑
私
に
大
い
な
る
道
を
示
し
て
く
れ
る
よ
う
心
か
ら
願
う
︵
蓋
君
臣
之
分
以
嚴
爲
主
︒
朝
廷
之
禮
以
敬
爲
主
︒
然
一
於
嚴
敬
︑

則
情
或
不
通
︑
而
無
以
盡
其
忠
告
之
益
︒
故
先
王
因
其
飮
食
聚
會
︑
而
制
爲
燕
饗
之
禮
︑
以
通
上
下
之
情
︑
而
其
樂
歌
又
以
鹿
鳴
起
興
︑
而

言
禮
意
之
厚
如
此
︒
庶
乎
人
之
好
我
︑
而
示
我
以
大
道
也
︶

　

朱
熹
は
君
臣
關
係
を
︑
漢
唐
詩
經
學
の
よ
う
に
功
利
的
か
つ
雙
務
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
︑
儼
然
た
る
支
配
─

被
支
配
の
片
務
的
關
係
で

捉
え
︑
そ
の
原
理
を
嚴
と
禮
に
求
め
る
︒
た
だ
し
︑
嚴
と
禮
だ
け
で
は
關
係
が
硬
直
化
し
︑
家
臣
は
正
し
い
政
を
實
現
す
る
た
め
に
必
要
な
忠
告

を
君
主
に
す
る
の
を
躊
躇
う
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
︒
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
︑
文
王
は
家
臣
の
た
め
に
宴
を
設
け
︑
彼
ら
と
の
心
の

交
流
を
圖
る
の
だ
と
說
明
し
て
い
る
︒

　

朱
熹
は
︑
王
肅
や
疏
家
の
よ
う
に
君
臣
關
係
を
交
換
原
理
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
︑
絶
對
的
な
身
分
秩
序
と
捉
え
︑
そ
れ
に
伴
い
設
宴
の
目

的
も
︑
關
係
の
硬
直
性
か
ら
生
じ
る
弊
害
を
回
避
す
る
こ
と
に
移
行
さ
せ
︑
臣
下
の
心
理
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
の
手
段
︑
一
種
の
方
便
と

し
て
捉
え
て
い
る
︒

　

さ
ら
に
朱
熹
は
︑
設
宴
の
效
用
と
し
て
文
王
が
臣
下
に
期
待
す
る
の
を
﹁
其
の
忠
告
の
益
を
盡
く
す
﹂
と
い
う
言
論
行
動
に
焦
點
化
し
て
い

る
︒﹁
先
王
の
至
美
の
道
を
示
す
﹂
と
い
う
漢
唐
詩
經
學
︑﹁
忠
信
の
道
を
示
す
﹂
と
い
う
王
安
石
・
蘇
轍
よ
り
も
よ
り
具
體
的
で
實
踐
的
な
も
の

に
な
っ
て
い
る
︒

　

以
上
︑
漢
唐
詩
經
學
か
ら
朱
熹
ま
で
の
認
識
を
槪
觀
し
た
が
︑
宴
が
特
定
の
目
的
意
識
を
持
っ
て
開
か
れ
る
と
考
え
る
點
は
︑
い
ず
れ
に
も
共

通
す
る
︒
た
だ
し
︑
君
主
が
臣
下
に
求
め
る
も
の
が
抽
象
的
あ
る
い
は
漠
然
と
し
た
も
の
か
ら
︑
朱
熹
に
至
り
忠
告
と
い
う
行
為
に
具
體
化
し
て

い
る
︒３　

嚴
粲
の
「
鹿
鳴
」
解
釋
の
特
徴

　

嚴
粲
は
小
序
の
﹁
然
る
後　

忠
臣
嘉
賓
其
の
心
を
盡
く
す
を
得
﹂
の
﹁
得
﹂
字
を
重
視
す
る
︒﹁
得
﹂
の
有
無
に
よ
っ
て
︑
小
序
の
意
味
は
ど
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の
よ
う
に
變
わ
る
だ
ろ
う
か
︒﹁
得
﹂
の
字
を
無
視
し
て
﹁
然
る
後　

忠
臣
嘉
賓
其
の
心
を
盡
く
す
﹂
で
考
え
た
場
合
︑
臣
下
は
君
主
か
ら
の
手

厚
い
も
て
な
し
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
忠
義
を
盡
く
す
こ
と
に
な
る
︒
忠
義
心
は
も
て
な
し
の
對
價
で
あ
り
︑
も
て
な
し
に
滿
足
す
る
ま
で
は
君

主
へ
の
思
い
は
︑
少
な
く
と
も
﹁
盡
く
す
﹂
と
言
え
る
ほ
ど
充
分
に
は
育
っ
て
い
な
い
︒

　

一
方
︑﹁
然
る
後　

忠
臣
嘉
賓
其
の
心
を
盡
く
す
を
得
﹂
の
﹁
得
﹂
の
字
を
重
視
し
た
場
合
︑
忠
義
の
心
自
體
は
饗
應
の
有
無
に
關
わ
ら
ず
存

在
し
て
い
る
の
だ
が
︑
臣
下
は
君
主
の
手
厚
い
も
て
な
し
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
︑
そ
の
忠
義
心
を
實
際
の
行
動
の
上
に
存
分
に
發
揮
で
き
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
場
合
︑
君
臣
閒
に
は
平
生
か
ら
相
互
の
親
愛
感
が
醸
成
さ
れ
て
い
る
︒
文
王
が
宴
を
催
し
引
き
出
物
を
下
賜
す
る
の

は
︑
家
臣
を
愛
す
る
心
の
自
然
の
發
露
で
あ
り
︑
彼
ら
が
歡
樂
す
る
姿
を
見
て
自
分
も
滿
足
し
た
い
と
い
う
思
い
に
發
す
る
︒
臣
下
も
宴
に
よ
っ

て
君
主
の
自
分
に
對
す
る
親
愛
の
情
を
實
感
し
心
安
ん
じ
る
の
で
あ
る
︒
漢
唐
詩
經
學
に
比
べ
て
︑
嚴
粲
は
君
臣
の
心
情
の
日
常
的
な
交
流
を
重

視
し
て
い
る
︒

　

こ
の
よ
う
な
嚴
粲
の
解
釋
に
は
基
づ
く
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑﹃
李
迂
仲
黃
實
夫
毛
詩
集
解

（
（
（

﹄
の
本
詩
注
釋
に
見
え
る
︑
南
宋
・
黃
櫄
の

次
の
解
釋
で
あ
る
︒

　

詩
經
﹁
鹿
鳴
﹂
を
讀
む
に
及
び
︑
そ
の
序
も
ま
た
﹁
既
に
之
に
飮
食
せ
し
め
︑
又
た
幣
帛
を
筐
篚
に
實い

れ
て
以
て
其
の
厚
意
を
將お

く
り
︑
然

る
後
に
忠
臣
嘉
賓
其
の
心
を
盡
く
す
を
得
﹂
と
言
う
︒
と
い
う
こ
と
は
︑
君
主
た
る
者
が
臣
下
に
對
し
て
飮
食
で
も
て
な
し
︑
竹
の
小
箱
に

絹
織
物
を
入
れ
て
贈
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
︑
臣
下
た
る
者
も
ま
た
そ
の
心
を
盡
く
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
︙
︙
私
は
か
つ
て
何
度
も

こ
の
序
を
讀
み
返
し
︑
は
じ
め
の
う
ち
は
こ
れ
を
疑
い
︑
最
後
に
は
悟
っ
て
︑
序
の
撰
者
の
意
圖
は
﹁
其
の
心
を
盡
く
す
を
得
﹂
と
い
う
一

句
に
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
君
臣
の
閒
柄
が
心
を
開
き
誠
を
表
し
︑
互
い
に
深
く
親
愛
し
篤
く
信
賴
し
合
っ
て
︑
そ

の
後
忠
臣
は
自
分
が
行
お
う
と
思
っ
て
い
る
こ
と
を
存
分
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
︒
君
臣
の
閒
に
齟
齬
が
あ
り
︑
信
賴
感
が
な
け
れ
ば
︑
上

下
は
相
憚
り
︑
安
心
感
を
持
て
な
く
な
り
︑
天
下
の
利
害
を
考
え
る
餘
裕
は
失
わ
れ
る
︒
そ
う
な
れ
ば
︑
そ
の
心
を
盡
く
そ
う
と
し
て
も
で

き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒
文
王
の
そ
の
臣
下
へ
の
對
し
方
は
︑
彼
ら
を
心
の
底
か
ら
親
愛
し
︑
こ
の
上
な
く
丁
重
に
も
て
な
し
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た
︒
儀
禮
を
盡
く
せ
ば
盡
く
す
ほ
ど
心
に
飽
き
足
り
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
︙
︙
し
た
が
っ
て
︑
文
王
は
ど
う
し
て
區
區
た
る
飮
食
︑
絹
織

物
︑
聲
樂
な
ど
で
賢
者
を
も
て
な
せ
ば
充
分
だ
な
ど
と
思
っ
た
だ
ろ
う
か
︵
及
讀
詩
鹿
鳴
而
其
序
亦
曰
︑
既
飮
食
之
︑
又
實
幣
帛
筐
篚
以
將

其
厚
意
︑
然
後
忠
臣
嘉
賓
得
盡
其
心
︒
然
則
爲
之
君
者
苟
能
待
之
飮
食
︑
實
之
以
筐
篚
︐則
爲
之
臣
者
亦
可
以
盡
其
心
邪
︙
︙
予
嘗
三
復
此

序
︑
始
而
疑
︑
終
而
悟
︒
以
爲
序
者
之
意
在
於
得
盡
其
心
之
一
句
︒
君
臣
之
閒
開
心
見
誠
︑
相
好
之
深
︑
相
信
之
篤
︑
而
後
忠
臣
得
以
盡
其

所
欲
爲
︒
苟
君
臣
相
與
齟
齬
而
不
相
信
︑
上
下
相
顧
鰓
鰓
然
而
不
能
以
自
安
︑
而
何
暇
及
天
下
之
利
害
︑
是
雖
欲
盡
其
心
︑
有
不
可
得
者
︒

文
王
之
待
其
臣
也
︑
好
之
之
篤
而
待
之
之
至
︒
禮
愈
盡
而
心
不
能
以
自
足
︙
︙
然
文
王
豈
以
區
區
之
飮
食
幣
帛
聲
樂
爲
足
以
待
賢
哉
︶

　

黃
櫄
は
﹁
序
者
の
意
は
﹃
其
の
心
を
盡
く
す
を
得
﹄
の
一
句
に
在
り
﹂
と
言
う
︒
ま
た
︑
君
主
と
家
臣
の
閒
に
深
い
親
愛
の
念
︑
篤
い
信
賴
感

が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
︑
臣
下
が
心
安
ら
か
に
自
分
の
職
分
を
盡
く
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
必
須
條
件
で
あ
る
と
す
る
︒
文
王
が
家
臣
を
手
厚

く
も
て
な
す
の
は
︑
臣
下
に
抱
く
親
愛
・
信
賴
の
心
が
自
然
に
發
揮
さ
れ
た
も
の
で
︑
何
か
の
見
返
り
を
求
め
て
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
考

え
て
い
る
︒
こ
れ
は
嚴
粲
と
同
じ
で
あ
り
︑
兩
者
に
說
の
繼
承
關
係
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

　

た
だ
し
︑
嚴
粲
の
注
釋
に
は
黃
櫄
が
言
及
し
な
い
要
素
も
含
ま
れ
て
い
る
︒
一
つ
は
︑
家
臣
が
君
主
に
﹁
心
を
盡
く
﹂
す
の
が
具
體
的
に
ど
の

よ
う
な
動
作
に
表
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
︑
黃
櫄
は
說
明
を
し
な
い
の
に
對
し
て
︑
嚴
粲
は
第
一
節
に
引
い
た
小
序
﹃
詩
緝
﹄
に
︑﹁﹃
心
を
盡
く

す
﹄
と
は
︑
忠
告
し
て
隱
す
無
し
﹂
と
言
い
︑
首
章
﹃
詩
緝
﹄
で
︑

　

私
に
は
こ
の
よ
き
賓
客
が
い
る
︙
︙
眞
情
と
禮
節
と
が
調
和
し
︑
喜
ば
し
く
樂
し
い
氣
持
ち
が
交
流
し
合
う
︒
こ
の
人
が
私
を
好
ま
し
く

愛
す
べ
き
と
思
っ
て
く
れ
︑
私
に
大
い
な
る
道
を
教
え
示
し
て
く
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
願
う
︒
私
に
告
げ
て
く
れ
る
こ
と
を
私
へ
の
親
愛
ゆ

え
だ
と
す
る
の
は
︑
つ
ま
り
道
が
人
に
言
わ
し
め
る
の
だ
︒︵﹃
儀
禮
﹄﹁
鄕
射
禮
﹂
に
據
れ
ば
︶﹁
宴
會
の
儀
禮
は
禮
樂
完
備
し
て
は
じ
め
て

語
り
合
う
こ
と
が
で
き
る（

（
（

﹂
と
言
う
よ
う
に
︑︹
宴
を
催
す
の
は
︺
下
情
に
通
じ
る
こ
と
で
自
分
の
行
い
を
規
範
付
け
自
分
に
益
を
も
た
ら

し
て
く
れ
る
こ
と
を
求
め
る
た
め
な
の
で
あ
り
︑
ど
う
し
て
飮
酒
に
耽
り
樂
し
む
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
︵
我
有
此
嘉
賓
︙
︙
情
文
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相
稱
︒
驩
欣
交
通
︒
庶
乎
人
之
好
愛
我
者
︑
示
我
以
大
道
矣
︒
以
告0

我
者
爲
相
愛
︑
蓋
道
之
使
言0

也
︒
燕
禮
於
旅
也
語0

︑
所
以
通
下
情
求
規

益
︒
豈
曰
耽
樂
飮
酒
乎
哉
︶

と
言
い
︑﹁
忠
告
す
﹂︑﹁
告
げ
る
﹂﹁
言
ふ
﹂﹁
語
る
﹂
と
言
語
に
よ
る
教
導
で
あ
る
と
說
明
し
︑
具
體
的
な
言
論
行
爲
に
焦
點
化
さ
せ
て
い
る
︒

本
詩
二
章
は
︑

我
有
旨
酒 
我
に
旨
酒
有
り

嘉
賓
式
燕
以
敖 

嘉
賓
式も

て
燕
し
て
以
て
敖
す

と
言
い
︑
卒
章
は
︑

我
有
旨
酒 

我
に
旨
酒
有
り

以
燕
樂
嘉
賓
之
心 

以
て
嘉
賓
の
心
を
燕
樂
す

と
︑
も
て
な
し
を
受
け
た
臣
下
が
君
主
に
對
し
て
ど
う
行
動
す
る
か
は
詩
句
に
觸
れ
ら
れ
て
い
な
い
︒
そ
れ
に
も
關
わ
ら
ず
︑
嚴
粲
は
二
章
﹃
詩

緝
﹄
で
︑

　

私
は
彼
と
宴
を
し
敖
遊
し
よ
う
︒
彼
の
心
が
ゆ
っ
た
り
と
し
て
樂
し
み
︑
我
が
德
を
磨
き
我
が
心
に
染
み
通
る
裨
益
を
與
え
て
く
れ
ん
こ

と
を
︒
た
だ
宴
を
開
き
遊
ぶ
だ
け
で
は
な
い
︵
我
與
之
燕
飮
而
敖
遊
︒
庶
乎
從
容
款
洽
︑
而
有
磨
礱
浸
潤
之
益
︑
非
徒
遊
燕
而
已
︶
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と
言
い
︑
卒
章
﹃
詩
緝
﹄
で
は
︑

　

た
だ
氣
と
體
を
養
う
だ
け
で
は
な
い
︒
こ
の
宴
に
よ
っ
て
彼
の
心
を
樂
し
ま
せ
︑
思
う
存
分
何
包
み
隱
す
こ
と
な
い
よ
う
に
し
て
く
れ
る

こ
と
を
望
む
の
で
あ
る
︵
非
徒
養
其
氣
體
也
︒
以
之
燕
飮
而
樂
其
心
︑
庶
其
罄
竭
而
無
隱
耳
︶

と
言
い
︑﹁
告
﹂﹁
言
﹂
と
い
う
語
は
用
い
て
い
な
い
も
の
の
︑
文
王
が
臣
下
に
よ
る
教
導
を
求
め
て
い
る
と
解
釋
し
て
い
て
︑
や
は
り
臣
下
の

﹁
忠
告
﹂
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
嚴
粲
は
︑
忠
言
こ
そ
が
文
王
が
臣
下
に
求
め
る
も
の
だ
と
認
識
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
前
節
で

指
摘
し
た
朱
熹
の
解
釋
を
繼
承
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る（

（
（

︒

　

も
う
一
つ
の
違
い
は
︑
黃
櫄
は
杜
甫
の
詩
を
引
用
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
杜
甫
の
詩
を
本
詩
に
結
び
つ
け
る
こ
と
︑
そ
し
て
そ
こ
か
ら

﹁
用
詩
の
意
﹂
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
は
︑
嚴
粲
の
獨
自
の
說
で
あ
る
︒

　

嚴
粲
は
﹁
鹿
鳴
﹂
で
描
か
れ
た
宴
が
︑
文
王
の
臣
下
を
愛
す
る
心
が
自
然
に
行
動
に
表
さ
れ
た
も
の
と
捉
え
る
︒
宴
に
よ
ら
ず
と
も
︑
君
臣
閒

に
は
平
生
か
ら
相
互
理
解
・
相
互
信
賴
が
構
築
さ
れ
て
い
る
︒
臣
下
は
宴
に
よ
っ
て
︑
主
君
と
自
分
と
の
閒
の
心
の
絆
を
實
感
し
︑
安
ん
じ
て
君

主
を
教
え
諭
し
︑
文
王
も
臣
下
の
教
導
を
心
か
ら
願
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
見
る
と
︑
嚴
粲
は
朱
熹
や
黃
櫄
の
解
釋
を
融
合
さ
せ
て
︑
獨
自
の

解
釋
に
發
展
さ
せ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
と
︑
彼
が
杜
詩
を
引
用
し
た
こ
と
と
は
ど
の
よ
う
に
關
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
︒

４　

杜
詩
に
お
け
る
「
鹿
鳴
」
の
典
故

　

杜
甫
が
﹁
自
京
︙
︙
﹂
の
中
で
詠
っ
た
現
實
の
︵
と
言
っ
て
も
杜
甫
が
想
像
の
目
で
見
た
︶
宴
に
お
い
て
は
︑
君
主
た
る
玄
宗
は
贅
澤
を
極
め

た
宴
を
開
き
︑
民
か
ら
容
赦
な
く
收
奪
し
た
絹
を
臣
下
に
惜
し
み
な
く
振
る
舞
う
︒
臣
下
は
宴
を
飽
く
こ
と
な
く
享
樂
し
下
賜
品
を
無
反
省
に
享

受
す
る
︒
こ
の
詩
の
中
に
︑
時
の
權
力
者
た
ち
に
對
す
る
杜
甫
の
批
判
的
意
識
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒
そ
れ
で
は
嚴
粲
は
︑

杜
甫
の
批
判
の
矛
先
は
具
體
的
に
い
っ
た
い
誰
の
何
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
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南
宋
・
羅
大
經
﹃
鶴
林
玉
露
﹄
乙
篇
卷
二
﹁
彤
庭
分
帛
﹂
に
次
の
よ
う
に
言
う
︒

　

杜
少
陵
の
詩
の
︙
︙
﹁
聖
人　

筐
篚
の
恩
︑
實
に
邦
國
を
活
せ
し
め
ん
と
欲
す
︒
臣
如
し
至
理
を
忽
せ
に
せ
ば
︑
君
豈
に
此
の
物
を
棄
て
ん

や
﹂
が
言
わ
ん
と
す
る
の
は
︑
す
な
わ
ち
﹁
爾
が
俸　

爾
が
祿
︑
民
の
膏　

民
の
脂
な
り
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︵
杜
少
陵
詩
云
︙
︙
聖
人
筐

篚
恩
︑
實
欲
邦
國
活
︒
臣
如
忽
至
理
︑
君
豈
棄
此
物
︒
即
爾
俸
爾
祿
︑
民
膏
民
脂
之
意
也
（
（
（

︶

　

ま
た
︑
北
宋
・
趙
次
公
の
注
に
次
の
よ
う
に
言
う
︒

　

以
上
の
句
は
み
な
戒
め
の
言
葉
で
あ
る
︒
君
王
が
賜
與
し
た
幣
帛
は
︑
貧
し
い
女
性
の
夫
が
鞭
打
た
れ
て
年
貢
と
し
て
收
め
た
も
の
で
あ

る
こ
と
に
思
い
を
致
す
べ
き
で
あ
る
︒︹
責
任
に
︺
戰
慄
し
て
國
家
を
活
性
化
さ
せ
る
道
を
追
求
す
べ
き
で
︑
そ
う
し
て
こ
そ
は
じ
め
て
仁

と
言
え
る
の
で
あ
る
︑
と
言
う
︵
上
句
皆
申
戒
之
辭
︒
謂
當
思
君
王
賜
予
之
幣
帛
︑
出
於
寒
女
之
夫
鞭
撻
所
貢
︒
宜
戰
慄
而
求
活
國
之
事
︑

然
後
爲
仁
也
（
（1
（

︶

　

兩
說
は
い
ず
れ
も
︑
杜
甫
の
言
葉
は
幣
帛
を
下
賜
さ
れ
た
臣
下
た
ち
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
捉
え
て
い
る
︒
生
き
生
き
と
し
た
國
家
を
作
り
上

げ
る
た
め
に
盡
力
し
て
ほ
し
い
と
い
う
皇
帝
の
思
い
を
受
け
止
め
る
こ
と
な
く
︑
爲
政
者
と
し
て
の
責
任
を
果
た
そ
う
と
せ
ず
︑
本
來
そ
の
幸
福

な
生
を
保
證
す
る
對
象
で
あ
る
は
ず
の
庶
民
を
自
分
の
享
樂
の
た
め
に
苦
し
め
て
い
る
︱
︱
杜
甫
は
下
賜
品
を
受
け
取
っ
た
臣
下
の
無
自
覺
を
糾

彈
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒

　

は
た
し
て
︑
嚴
粲
も
そ
の
よ
う
に
解
釋
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
兩
說
は
詩
句
に
明
示
的
に
表
現
さ
れ
た
内
容
を
要
約
す
る
の
み
で
︑
そ
れ

以
外
の
こ
と
は
讀
み
取
っ
て
い
な
い
︒
こ
の
場
合
︑﹁
筐
篚
﹂
も
單
に
﹁
鹿
鳴
﹂
に
見
え
る
由
緒
正
し
い
語
を
典
故
と
し
て
用
い
た
に
過
ぎ
な
く

な
る
︒
さ
ら
に
︑
羅
大
經
や
趙
次
公
の
解
釋
に
據
れ
ば
︑
玄
宗
が
絹
を
下
賜
し
た
の
は
國
の
た
め
に
盡
力
し
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
に
發
す
る
こ
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と
に
な
る
︒
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
臣
下
の
盡
力
と
い
う
見
返
り
を
期
待
し
た
行
爲
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
は
︑
嚴
粲
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た

漢
唐
詩
經
學
の
﹁
鹿
鳴
﹂
解
釋
と
同
じ
論
理
で
あ
り
︑
嚴
粲
の
認
識
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
︒
ま
し
て
君
臣
閒
に
は
平
生
か
ら
の
親
愛
と
信
賴
が
存
在

し
て
い
て
︑
設
宴
は
そ
の
思
い
が
自
然
に
表
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
︑
嚴
粲
の
﹁
鹿
鳴
﹂
解
釋
と
も
齟
齬
す
る
︒

　

し
た
が
っ
て
︑
嚴
粲
は
﹁
自
京
︙
︙
﹂
に
對
し
て
羅
大
經
や
趙
次
公
と
は
異
な
る
解
釋
を
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
︒
我
々
は
︑
嚴
粲
が
杜
甫

を
﹁
古
人
の
用
詩
の
意
を
得
た
り
﹂
と
稱
贊
し
て
い
る
の
を
出
發
點
と
し
て
考
え
直
し
て
み
よ
う
︒
彼
の
言
う
﹁
用
詩
の
意
﹂
と
は
い
っ
た
い
何

で
あ
ろ
う
か
︒

  

杜
甫
は
︑
理
想
の
君
主
た
る
文
王
の
治
め
る
御
世
の
有
樣
を
美
め
稱
え
る
﹁
鹿
鳴
﹂
の
語
を
用
い
て
︑
自
分
の
生
き
る
世
の
狀
況
を
批
判
す

る
︒
こ
れ
は
︑
詩
經
解
釋
學
に
い
わ
ゆ
る
﹁
陳
古
刺
今
﹂︵
あ
る
い
は
﹁
思
古
傷
今
﹂
と
も
言
う
︶
と
相
似
た
表
現
方
法
で
あ
る（

（（
（

︒
陳
古
刺
今
と

は
︑
詩
人
が
同
時
代
の
狀
況
へ
の
批
判
を
込
め
て
︑
あ
え
て
古
の
理
想
の
御
世
を
贊
美
す
る
詩
を
作
っ
た
と
す
る
解
釋
認
識
︵
詩
篇
の
讀
者
の
立

場
か
ら
言
え
ば
︑
詩
篇
に
表
現
さ
れ
た
内
容
と
作
者
が
讀
者
に
傳
え
よ
う
と
し
た
思
い
と
の
閒
に
乖
離
が
存
在
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
で
︑

そ
の
本
義
を
捉
え
よ
う
と
す
る
解
釋
認
識
︶
で
あ
る
の
に
對
し
て
︑
本
例
で
は
詩
全
體
と
し
て
は
杜
甫
當
時
の
有
樣
を
敍
述
し
な
が
ら
︑
そ
の
中

の
一
語
句
を
︑
理
想
の
御
世
を
贊
美
し
た
詩
篇
か
ら
典
故
と
し
て
借
用
し
て
い
る
と
い
う
點
が
異
な
る
︒
た
だ
し
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
理
想
的
な

古
と
批
判
す
べ
き
今
と
の
對
照
が
表
現
の
内
と
外
と
に
存
在
す
る
こ
と
が
共
通
し
て
い
る
︒

　

詩
經
の
詩
人
は
そ
の
思
い
や
考
え
を
あ
か
ら
さ
ま
に
表
現
す
る
の
を
避
け
︑
言
外
の
意
と
し
て
讀
者
に
傳
え
る
こ
と
を
好
ん
だ
が
︑﹁
陳
古
刺

今
﹂
は
そ
の
た
め
の
重
要
な
手
法
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
い
う
の
は
︑
嚴
粲
の
詩
經
に
對
す
る
基
本
的
認
識
で
あ
る（

（1
（

︒
そ
れ
か
ら
考
え
る
と
︑

﹁
自
京
︙
︙
﹂
に
つ
い
て
も
︑
古
を
鑑
と
す
る
表
現
の
裏
に
﹁
言
外
の
意
﹂
と
し
て
現
實
の
醜
惡
さ
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
表
現
手
法
が
用
い
ら

れ
て
い
る
と
嚴
粲
は
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
と
す
れ
ば
︑﹁
用
詩
の
意
を
得
た
り
﹂
と
い
う
評
語
は
︑
杜
甫
が
﹁
鹿
鳴
﹂
の
語
を

用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
言
外
の
意
と
し
て
時
代
の
闇
を
效
果
的
に
あ
ぶ
り
出
す
こ
と
が
で
き
た
と
評
價
し
た
こ
と
を
表
す
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
︒
そ
れ
で
は
そ
の
闇
と
は
何
だ
ろ
う
か
︒

　

嚴
粲
は
︑﹁
鹿
鳴
﹂
に
お
い
て
は
文
王
と
そ
の
臣
下
の
閒
に
平
生
か
ら
親
愛
と
信
賴
の
關
係
が
確
立
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
︒
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宴
と
引
き
出
物
は
︑
文
王
の
臣
下
に
對
す
る
親
愛
の
念
が
自
然
に
發
露
し
た
も
の
で
あ
り
︑
臣
下
は
そ
れ
に
よ
り
君
主
の
信
賴
を
實
感
し
︑
忠
義

の
心
か
ら
文
王
に
忌
憚
な
く
自
分
の
考
え
や
意
見
を
披
瀝
し
︑
文
王
も
彼
ら
が
そ
う
し
て
く
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
求
め
て
い
る
︒
詩
人
は
そ
の
よ

う
な
う
る
わ
し
い
君
臣
關
係
を
實
現
し
た
文
王
を
美
め
稱
え
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑﹁
鹿
鳴
﹂
は
臣
下
で
は
な
く
︑
君
主
の
あ
る
べ
き
態
度
を

主
題
と
し
た
詩
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑﹁
自
京
︙
︙
﹂
が
﹁
鹿
鳴
﹂
の
語
を
陳
古
刺
今
と
し
て
用
い
た
︑
す
な
わ
ち
﹁
鹿
鳴
﹂
の
ネ
ガ
の
世
界
で
あ

る
と
す
れ
ば
︑
杜
甫
の
視
線
も
君
主
︑
す
な
わ
ち
玄
宗
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
捉
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
︒

　

つ
ま
り
︑
杜
甫
は
臣
下
で
は
な
く
天
子
を
問
題
に
し
て
い
る
︒
も
っ
ぱ
ら
臣
下
の
振
る
舞
い
を
問
題
に
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
詩
句
の

裏
側
に
は
︑
君
臣
閒
の
眞
の
親
愛
を
基
盤
と
し
な
い
馴
れ
合
い
と
し
て
の
宴
を
開
催
し
︑
民
か
ら
收
奪
し
た
絹
を
漫
然
と
下
賜
品
と
し
て
振
る
舞

う
の
は
︑﹁
鹿
鳴
﹂
に
描
か
れ
る
君
臣
の
義
を
見
失
っ
た
も
の
で
あ
る
︑
と
い
う
玄
宗
皇
帝
に
對
す
る
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
︒﹁
然
る
後
に
忠
臣
嘉
賓
其
の
心
を
盡
く
す
を
得
﹂
の
﹁
得
﹂
に
こ
そ
重
大
な
意
味
が
あ
る
と
言
っ
て
︑
そ
れ
に
續
け
て
杜
詩
を
引
い
た
嚴

粲
の
意
圖
は
︑
そ
の
場
限
り
の
豪
奢
な
も
て
な
し
を
す
れ
ば
︑
そ
の
見
返
り
と
し
て
臣
下
は
自
分
の
た
め
に
盡
力
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
期
待
す

る
の
は
誤
り
で
︑
平
生
か
ら
の
地
道
な
心
配
り
に
よ
り
︑
臣
下
が
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
諫
言
で
き
る
よ
う
な
信
賴
關
係
を
築
き
上
げ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
杜
甫
は
言
お
う
と
し
て
い
る
︑
と
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　

詩
經
の
詩
人
が
主
君
を
直
接
批
判
す
る
こ
と
を
憚
っ
た
が
故
に
︑
あ
え
て
第
三
者
を
批
判
す
る
こ
と
で
そ
の
言
外
に
主
君
へ
の
批
判
の
思
い
を

込
め
る
︑
と
い
う
理
解
は
嚴
粲
の
詩
經
解
釋
に
頻
出
す
る（

（1
（

︒
そ
し
て
詩
人
が
そ
の
よ
う
な
表
現
方
法
を
取
っ
た
の
は
︑
彼
ら
が
﹁
優
柔
﹂︑
心
柔

ら
か
で
穩
や
か
な
表
現
を
好
む
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
た
か
ら
だ
︑
と
嚴
粲
は
考
え
る（

（1
（

︒
嚴
粲
は
︑
杜
甫
も
そ
の
よ
う
な
性
格
を
詩
經
の
詩
人

た
ち
と
共
有
し
て
い
た
が
故
に
︑
彼
ら
と
同
じ
よ
う
な
表
現
方
法
を
﹁
自
京
︙
︙
﹂
に
お
い
て
し
た
と
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑

杜
甫
が
﹁
鹿
鳴
﹂
の
語
句
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
眞
意
を
﹁
言
外
の
意
﹂
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
考
え
た
が
故
に
︑
嚴

粲
は
﹁
古
人
の
用
詩
の
意
を
得
た
り
﹂
と
稱
贊
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

南
宋
・
蔡
夢
弼
﹃
草
堂
詩
箋
﹄
に
次
の
よ
う
に
言
う
︒
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思
う
に
﹁
聖
人　

筐
篚
の
恩
﹂
と
は
︑
み
だ
り
に
褒
賞
を
與
え
る
の
に
務
め
る
の
で
は
な
く
︑
實
に
國
家
の
民
を
無
事
に
生
活
さ
せ
る
た

め
に
︑
忠
臣
に
そ
の
心
を
盡
く
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
願
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
︒
今
︑
玄
宗
は
聚
斂
の
臣
下
に
民
を
鞭
で
打
っ
て
嚴
し

く
取
り
立
て
さ
せ
た
物
を
︑
功
績
の
な
い
者
に
分
け
與
え
て
こ
れ
を
受
け
取
ら
せ
る
の
は
︑
そ
の
﹁
邦
國
を
活
せ
ん
﹂
と
の
道
理
を
お
ろ
そ

か
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒
主
君
の
下
賜
が
み
だ
り
に
行
わ
れ
る
と
い
う
の
は
こ
の
﹁
筐
篚
の
恩
﹂
を
棄
て
去
る
も
の
で
あ
る
︒
朝
廷
に
居
竝

ぶ
臣
下
は
こ
の
こ
と
で
主
君
を
諫
め
よ
う
と
し
な
い
︒
た
だ
仁
者
の
み
が
變
事
が
起
こ
る
こ
と
を
豫
測
し
て
︑
そ
れ
故
に
國
家
の
た
め
に
戰

慄
す
る
の
で
あ
る
︵
蓋
聖
人
筐
篚
之
恩
︑
非
苟
務
爲
濫
賞
︑
實
欲
忠
臣
得
盡
其
心
︑
存
活
邦
國
之
民
而
已
︒
今
玄
宗
使
聚
斂
之
臣
鞭
撻
誅

求
︑
分
賜
無
功
而
受
此
者
是
忽
其
活
邦
國
之
理
也
︒
君
所
賜
僭
濫
是
棄
此
筐
篚
之
恩
也
︒
多
士
盈
庭
無
敢
以
此
諫
君
︒
惟
仁
者
測
其
有
變
︑

所
以
爲
國
家
戰
慄
也
（
（1
（

︶

　

ま
た
︑
淸
・
黃
生
﹃
杜
詩
說
﹄
に
次
の
よ
う
に
言
う
︒

　

も
と
も
と
朝
廷
が
節
度
な
く
褒
美
を
下
賜
す
る
の
を
諷
刺
す
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
の
咎
を
臣
下
が
主
上
か
ら
の
賜
り
物
を
無
駄
に
費

や
し
て
い
る
こ
と
に
負
わ
せ
た
の
は
︑
言
語
表
現
の
あ
り
方
を
深
く
體
得
し
た
も
の
で
あ
る
︵
本
諷
朝
廷
賞
賚
無
節
︒
然
但
歸
咎
臣
下
虛
糜

主
上
之
賜
︑
深
得
立
言
之
體
（
（1
（

︶

と
言
う
︒
こ
れ
ら
は
︑
杜
甫
の
批
判
が
玄
宗
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
點
で
嚴
粲
と
共
通
し
て
い
る
︒

　

さ
ら
に
想
像
を
逞
し
く
す
れ
ば
︑
嚴
粲
の
考
え
で
は
文
王
が
臣
下
に
何
よ
り
も
求
め
た
も
の
は
自
分
に
對
す
る
忠
告
で
あ
る
︒
と
す
れ
ば
︑
玄

宗
が
そ
れ
を
眞
劍
に
求
め
よ
う
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
批
判
の
理
由
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
︒
と
す
れ
ば
︑
杜
甫
は
玄
宗

が
自
分
の
よ
う
な
言
論
の
臣
を
重
ん
ぜ
ず
︑
媚
び
諂
う
高
官
の
み
を
厚
遇
す
る
こ
と
を
批
判
し
た
と
︑
嚴
粲
は
考
え
て
い
た
と
も
言
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
︒
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５　

大
雅
「
桑
柔
」
二
章

　

以
上
の
推
論
の
傍
證
と
あ
る
い
は
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
例
が
あ
る
︒
大
雅
﹁
桑
柔
﹂﹃
詩
緝
﹄
に
お
け
る
杜
甫
詩
の
引
用
で
あ
る
︒

大
雅
﹁
桑
柔
﹂
は
︑
暴
政
に
よ
り
西
周
の
民
を
塗
炭
の
苦
し
み
に
陷
れ
た
厲
王
を
刺
っ
た
詩
で
あ
る（

（1
（

︒
そ
の
二
章
﹃
詩
緝
﹄
に
次
の
よ
う
に
言
う
︒

　

本
章
﹁
四
牡　

騤き

騤き

た
り
︑
旟よ

旐て
う

翩へ
ん

た
る
有
り
﹂
の
二
句
に
つ
い
て
︑
あ
る
學
者
は
厲
王
が
征
伐
を
行
っ
た
事
績
が
な
い
と
し
︑
つ
い
に

こ
れ
を
使
臣
が
道
路
に
奔
走
し
て
い
る
樣
を
詠
っ
た
と
考
證
し
た
︒
し
か
し
︑
本
詩
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
味
讀
す
る
と
︑
ま
さ
し
く

戰
爭
を
厭
惡
し
戰
爭
に
困
苦
し
て
い
る
こ
と
︑
杜
甫
が
︹﹁
兵
車
行
﹂
に
︺﹁
車
は
轔
轔
︑
馬
は
蕭
蕭
﹂
と
詠
っ
た
の
と
相
似
る
︒︹
上
揭
の

二
句
の
︺
後
に
﹁
國
と
し
て
泯ほ

ろ

び
ざ
る
靡な

し
﹂
と
言
う
と
こ
ろ
か
ら
︑
諸
侯
が
お
互
い
に
攻
撃
し
合
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︵
四
牡
騤

騤
︑
旟
旐
有
翩
︑
或
考
厲
王
無
征
伐
之
事
︑
遂
以
爲
使
臣
奔
走
於
道
路
︒
然
味
詩
之
意
︑
政
是
厭
苦
兵
革
︑
如
杜
甫
所
謂
車
轔
轔
︑
馬
蕭

蕭
︒
下
言
靡
國
不
泯
︑
知
爲
諸
侯
相
攻
矣
︶

　
﹁
桑
柔
﹂
が
馬
車
を
引
く
四
頭
の
牡
馬
が
休
む
こ
と
な
く
走
る
樣
と
ハ
ヤ
ブ
サ
や
神
獸
の
刺
繡
を
施
し
た
旗
印
が
風
に
は
た
め
く
樣
を
詠
っ
て

い
る
の
と
︑﹁
兵
車
行
﹂
が
疾
走
す
る
兵
車
の
音
と
軍
馬
の
嘶
き
を
詠
っ
て
い
る
の
と
が
︑
具
體
的
事
物
に
よ
っ
て
全
體
的
情
景
を
浮
か
び
上
が

ら
せ
て
い
る
點
で
共
通
す
る
の
は
容
易
に
看
取
で
き
る
︒
だ
が
︑
嚴
粲
が
杜
甫
を
引
用
し
た
目
的
は
そ
れ
だ
け
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒﹁
詩
の

意
を
味
ふ
に
︑
政ま

さ

に
是
れ
兵
革
を
厭
苦
す
﹂
と
言
い
︑
そ
れ
が
杜
詩
の
﹁
車
轔
轔
︑
馬
蕭
蕭
﹂
と
同
樣
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
點
に
注
目
す
れ

ば
︑
杜
甫
の
こ
の
二
句
に
は
﹁
兵
革
を
厭
苦
す
﹂
る
﹁
意
﹂
が
あ
る
と
嚴
粲
は
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒﹁
桑
柔
﹂
と
﹁
兵
車
行
﹂
の
當
該
句

は
情
景
を
描
寫
し
た
句
で
あ
り
な
が
ら
︑
戰
爭
へ
の
呪
詛
が
込
め
ら
れ
て
い
る
︑
す
な
わ
ち
こ
の
二
首
は
﹁
言
外
の
意
﹂
に
よ
る
表
現
の
次
元
で

共
通
す
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
そ
れ
を
根
據
に
﹁
あ
る
學
者
﹂
の
說
を
却
け
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
こ
に
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
論
理
が
働
い
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
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  ﹁
兵
車
行
﹂
の
﹁
車
轔
轔
﹂
は
秦
風
﹁
車
鄰
﹂
の
︑

有
車
鄰
鄰　
　

車
有
り
鄰
鄰
た
り

有
馬
白
顚　
　

馬
有
り
白
顚
な
り

を
︑﹁
馬
蕭
蕭
﹂
は
小
雅
﹁
車
攻
﹂
七
章
の
︑

蕭
蕭
馬
鳴　
　

蕭
蕭
と
し
て
馬
鳴い

な
なき

悠
悠
旆
旌　
　

悠
悠
と
し
て
旆は

い
旌せ

い
あ
り

を
典
故
と
す
る
︒﹁
車
鄰
﹂
は
小
序
に
據
れ
ば
︑
秦
の
興
隆
の
基
礎
を
作
っ
た
秦
仲
を
贊
美
し
た
詩
で
あ
る（

（1
（

︒
嚴
粲
は
當
該
二
句
に
つ
い
て
︑

　

秦
仲
は
は
な
は
だ
多
く
の
車
を
持
っ
て
い
る
︒
そ
の
車
は
び
っ
し
り
と
居
竝
ん
で
い
る（
（1
（

︒
多
く
の
馬
を
持
っ
て
い
て
︑
そ
の
中
に
は
白
い

額
の
馬
が
い
る
︒
一
頭
を
擧
げ
て
そ
の
他
を
暗
示
さ
せ
る
︵
秦
仲
有
車
甚
衆
︒
其
車
鄰
鄰
然
密
比
︒
有
馬
甚
多
︒
其
中
有
白
額
之
馬
︒
舉
一

以
見
其
餘
也
︶

と
言
い
︑
車
馬
の
見
事
さ
と
多
さ
を
詠
う
こ
と
に
よ
っ
て
秦
仲
に
よ
っ
て
秦
が
富
彊
に
な
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
考
え
る
︒

　
﹁
車
攻
﹂
は
小
序
に
據
れ
ば
︑
西
周
の
中
興
の
天
子
宣
王
が
古
の
制
度
を
復
活
さ
せ
︑
軍
隊
を
整
備
し
︑
諸
侯
を
集
め
︑
戰
爭
の
演
習
を
兼
ね

た
田
獵
を
執
り
行
っ
た
こ
と
を
贊
美
し
た
詩
で
あ
る（

11
（

︒
嚴
粲
は
當
該
二
句
に
つ
い
て
︑
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田
獵
が
終
わ
り
︑
軍
隊
は
そ
の
後
歸
還
し
て
い
っ
た
︒
見
物
し
て
い
た
者
に
は
た
だ
馬
が
ヒ
ヒ
ー
ン
と
靜
か
に
嘶
く
聲
が
聞
こ
え
る
ば
か

り
で
︑
そ
れ
以
外
の
物
音
は
し
な
い
︒
旗
指
物
を
立
て
た
軍
隊
が
悠
々
と
緩
や
か
に
列
を
亂
す
こ
と
な
く
移
動
し
て
い
く
の
が
見
え
る
ば
か

り
で
あ
る
︵
田
事
既
畢
︑
軍
旅
旋
歸
︒
觀
者
唯
聞
馬
鳴
之
聲
蕭
蕭
然
而
靜
︒
無
他
聲
也
︒
見
旌
旆
之
行
悠
悠
然
而
緩
︑
無
亂
次
也
︶

と
言
い
︑
田
獵
が
滯
り
な
く
終
了
し
︑
喧
騷
が
收
ま
り
靜
寂
を
取
り
戾
し
た
情
景
を
詠
っ
て
い
る
と
解
釋
す
る
︒
つ
ま
り
︑
杜
甫
が
典
據
と
し
た

兩
詩
は
明
君
の
も
と
で
軍
隊
が
完
備
し
秩
序
立
っ
て
い
る
樣
を
贊
美
し
た
句
と
な
る
︒
と
こ
ろ
が
︑﹁
兵
車
行
﹂
は
玄
宗
の
發
動
し
た
戰
爭
が
人

民
を
困
苦
に
陷
れ
て
い
る
と
告
發
す
る
︒
つ
ま
り
︑
杜
甫
の
﹁
車
は
轔
轔
︑
馬
は
蕭
蕭
﹂
は
︑
古
の
君
主
を
贊
美
し
た
詩
篇
の
句
の
含
意
を
轉
換

さ
せ
て
︑
す
な
わ
ち
陳
古
刺
今
的
な
手
法
を
用
い
て
今
の
君
主
を
批
判
し
て
い
る
と
︑
嚴
粲
は
讀
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　

そ
れ
で
は
﹁
桑
柔
﹂
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒﹁
四
牡　

騤
騤
た
り
﹂
は
︑
小
雅
﹁
采
薇

（
1（
（

﹂
五
章
に
︑

駕
彼
四
牡 

彼
の
四
牡
に
駕
す

四
牡
騤
騤 

四
牡　

騤
騤
た
り

と
あ
り
︑﹃
詩
緝
﹄
は
︑

　

あ
の
四
頭
の
牡
馬
の
引
く
馬
車
に
乘
り
︑
四
頭
の
牡
馬
は
休
む
こ
と
が
な
い
︒
こ
の
兵
車
は
將
帥
が
乗
り
込
む
も
の
で
︑
兵
卒
が
そ
れ
に

從
っ
て
行
動
す
る
も
の
で
あ
る
︒
將
帥
と
兵
卒
が
心
を
通
わ
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︵
駕
彼
四
牡
︑
其
四
牡
騤
騤
然
不
息
︒
此
戎
車
者
將

率
之
所
依
止
︑
戍
卒
之
所
從
動
︒
帥
乘
輯
睦
可
知
矣
︶

と
言
う
︒﹁
旟
旐
翩
た
る
有
り
﹂
は
︑
小
雅
﹁
出
車
﹂
二
章
に
︑
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彼
旟
旐
斯 

彼
の
旟よ

旐て
う

あ
り

胡
不
旆
旆 

胡な
ん

ぞ
旆は

い
は
い旆

た
ら
ざ
ら
ん

と
あ
り
︑﹃
詩
緝
﹄
に
︑

　

波
の
旗
指
物
は
ひ
ら
ひ
ら
と
風
に
靡
か
な
い
と
い
う
こ
と
が
ど
う
し
て
あ
ろ
う
か
︒
み
な
ひ
ら
ひ
ら
と
靡
い
て
い
る
と
言
う
︒
軍
隊
の
樣

子
が
非
常
に
盛
ん
な
の
で
あ
る
︵
彼
旟
與
旐
︑
何
有
不
旆
旆
然
飛
揚
者
乎
︒
言
皆
旆
旆
然
飛
揚
︒
軍
容
甚
張
也
︶

と
言
う
︒
嚴
粲
は
﹁
采
薇
﹂
序
の
﹃
詩
緝
﹄
に
︑

　
﹁
采
薇
﹂﹁
出
車
﹂﹁
杕
杜
﹂
な
ど
の
詩
篇
は
︑
周
が
興
隆
し
た
所
以
を
詠
っ
た
も
の
で
あ
る
︵
采
薇
出
車
杕
杜
諸
詩
︑
周
之
所
以
興
也
︶

と
言
い
︑﹁
采
薇
﹂﹁
出
車
﹂
兩
詩
を
︑
周
の
國
を
興
隆
さ
せ
た
文
王
が
異
民
族
の
脅
威
を
却
け
る
た
め
に
軍
隊
を
派
遣
し
︑
ま
た
歸
還
し
た
軍
隊

を
ね
ぎ
ら
っ
た
詩
と
考
え
て
い
る
︒
こ
の
解
釋
を
援
用
す
れ
ば
︑﹁
桑
柔
﹂
の
作
者
は
暴
虐
な
厲
王
が
起
こ
し
た
無
益
な
戰
爭
に
驅
り
立
て
ら
れ

る
軍
隊
の
樣
を
描
寫
す
る
の
に
︑
あ
え
て
理
想
の
御
世
に
お
け
る
軍
隊
の
偉
容
を
贊
美
す
る
詩
篇
の
語
句
を
用
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

　
﹁
桑
柔
﹂
と
﹁
兵
車
行
﹂
と
は
い
ず
れ
も
古
の
軍
隊
を
贊
美
す
る
詩
の
語
句
を
用
い
て
亂
世
の
軍
隊
を
描
寫
し
國
家
の
衰
運
を
印
象
づ
け
る
︑

陳
古
刺
今
的
な
手
法
を
用
い
る
こ
と
で
共
通
す
る
︒
嚴
粲
は
こ
の
兩
詩
に
お
い
て
︑
典
故
と
さ
れ
た
詩
句
と
そ
れ
を
用
い
た
詩
句
と
の
閒
に
強
烈

な
明
暗
の
對
比
を
感
じ
取
り
︑
そ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
よ
っ
て
現
狀
を
批
判
し
よ
う
と
い
う
作
者
の
思
い
を
見
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
故
に
︑
彼

は
﹁
桑
柔
﹂
が
戰
爭
に
關
す
る
詩
で
は
な
い
と
す
る
說
に
對
す
る
反
證
と
し
て
﹁
兵
車
行
﹂
を
引
用
し
︑
兩
詩
の
表
現
の
共
通
性
を
指
摘
し
た
と
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考
え
ら
れ
る
︒

　

こ
の
よ
う
な
筆
者
の
推
測
が
正
し
い
と
す
れ
ば
︑
詩
經
の
詩
人
が
す
で
に
古
の
美
詩
の
語
句
を
用
い
て
︑
言
外
の
意
と
し
て
自
身
の
時
代
に
對

す
る
批
判
の
思
い
を
表
現
す
る
技
法
を
身
に
つ
け
て
い
た
と
︑
嚴
粲
は
考
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
場
合
︑﹁
桑
柔
﹂
は
︑
彼
が
﹁
鹿
鳴
﹂

注
で
言
う
﹁
古
人
の
用
詩
﹂
の
例
と
な
る
︒
と
す
れ
ば
嚴
粲
は
︑
杜
甫
が
﹁
自
京
︙
︙
﹂
で
陳
古
刺
今
的
表
現
を
し
た
の
は
詩
經
の
詩
人
の
表
現

方
法
を
よ
く
學
ん
だ
成
果
で
あ
る
と
し
て
﹁
古
人
の
用
詩
の
意
を
得
た
り
﹂
と
稱
贊
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
︑
筆
者
の
推
論
を
裏
付
け
る
も

の
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

６　

ま
と
め

　

嚴
粲
は
杜
甫
が
陳
古
刺
今
的
表
現
を
詩
經
の
詩
篇
か
ら
學
ん
だ
と
考
え
た
︑
と
右
に
述
べ
た
︒
詩
經
と
杜
甫
の
時
代
關
係
か
ら
言
え
ば
そ
う
な

る
し
︑
ま
た
古
典
中
國
の
普
遍
的
認
識
と
し
て
詩
經
が
詩
歌
の
源
泉
で
あ
り
詩
經
の
詩
人
が
最
高
の
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
言
っ
て
も
︑
そ
う

捉
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
︒
嚴
粲
自
身
も
そ
の
よ
う
に
意
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
︑
そ
の
﹁
古
人
の
用
詩
の
意
を
得
た
り
﹂
の
評
語
か
ら

窺
わ
れ
る
︒

　

し
か
し
︑
嚴
粲
の
思
考
の
流
れ
を
考
え
た
場
合
︑
逆
の
見
方
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
詩
經
の
詩
人
が
い
か
な
る
思
い
や
意
圖
を
持

っ
て
詩
篇
を
作
り
上
げ
た
か
︑
い
か
な
る
表
現
の
方
法
に
よ
っ
て
そ
の
思
い
や
意
圖
を
傳
え
た
か
は
︑
詩
篇
を
ど
の
よ
う
に
解
釋
す
る
か
に
よ
っ

て
大
き
く
變
わ
る
︒
ま
し
て
言
外
の
意
と
し
て
思
い
や
考
え
を
込
め
る
手
法
に
つ
い
て
は
︑
そ
も
そ
も
詩
句
に
言
外
の
意
が
あ
る
の
か
︑
さ
ら
に

は
い
か
な
る
言
外
の
意
が
ど
の
よ
う
に
込
め
ら
れ
て
い
る
の
か
は
︑
解
釋
者
の
立
場
や
解
釋
の
し
か
た
に
よ
っ
て
千
差
萬
別
と
な
る
だ
ろ
う
︒
と

す
れ
ば
︑
個
別
の
詩
篇
の
詩
句
を
分
析
的
に
解
釋
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
答
え
を
導
き
出
す
だ
け
で
は
な
く
︑
そ
も
そ
も
最
高
の
詩
人
た
る
詩

經
の
詩
人
は
い
か
な
る
思
い
を
い
か
に
表
現
す
る
も
の
か
に
つ
い
て
の
見
方
が
︑
解
釋
者
の
思
考
の
基
層
に
豫
め
存
在
し
て
い
て
︑
そ
の
見
方
に

個
別
の
詩
篇
の
詩
句
を
當
て
嵌
め
な
が
ら
解
釋
す
る
と
い
う
あ
り
方
も
必
要
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
簡
單
に
言
え
ば
︑
解
釋
者
は
表
現
者
の

人
格
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
を
ま
ず
腦
裏
に
浮
か
べ
て
詩
篇
を
解
き
明
か
そ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
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嚴
粲
は
杜
甫
を
尊
崇
し
て
い
た（

11
（

︒
と
す
れ
ば
彼
の
自
覺
が
ど
う
で
あ
れ
︑
そ
の
詩
經
解
釋
に
お
い
て
事
實
上
杜
甫
は
表
現
者
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ

と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒﹁
桑
柔
﹂
に
お
け
る
﹁
四
牡
﹂﹁
出
車
﹂
の
語
句
の
用
い
方
に
關
す
る
彼
の
解
釋
は
︑
杜
甫
の
﹁
兵

車
行
﹂
か
ら
發
想
さ
れ
た
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
彼
に
と
っ
て
は
︑
詩
經
に
よ
っ
て
杜
詩
を
讀
む
こ
と
と
︑
杜
詩

に
よ
っ
て
詩
經
を
讀
む
こ
と
が
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

註（
（
） 

﹃
毛
詩
正
義
︵
以
下
︑﹃
正
義
﹄︶﹄
に
﹁
言
羣
臣
嘉
賓
者
︑
羣
臣
︑
君
所
饗
燕
︑
則
謂
之
賓
︒
序
發
首
云
燕
羣
臣
︑
則
此
詩
爲
燕
羣
臣
而
作
︒
經
無
羣
臣

之
文
︑
然
則
序
之
羣
臣
︑
則
經
之
嘉
賓
︑
一
矣
︒
故
羣
臣
嘉
賓
幷
言
之
︑
明
羣
臣
亦
爲
嘉
賓
也
﹂
と
言
う
の
に
據
り
︑﹁
羣
臣
﹂
と
﹁
嘉
賓
﹂
が
同
じ

對
象
を
指
し
て
い
る
と
し
て
解
釋
し
た
︒﹃
詩
緝
﹄
も
︑﹁
儀
禮
註
云
︑
鹿
鳴
君
與
臣
下
及
四
方
賓
燕
之
樂
歌
也
︒
故
序
以
羣
臣
嘉
賓
兼
言
之
︒
詩
不
言

羣
臣
︑
唯
言
嘉
賓
︑
則
總
謂
羣
臣
爲
嘉
賓
︑
以
禮
待
臣
之
厚
也
﹂
と
言
い
︑﹃
正
義
﹄
の
說
に
贊
成
す
る
︒

（
（
） 

淸
・
仇
兆
鰲
﹃
杜
詩
詳
注
﹄
卷
四
︵
中
國
古
典
文
學
基
本
叢
書
︑
中
華
書
局
︑
一
九
七
九
─
以
下
︑﹁
排
印
本
﹂
と
略
稱
─
︶
二
六
九
頁
︒

（
（
） 

洪
業
他
撰
﹃
杜
詩
引
得
﹄︵
上
海
古
籍
出
版
社
︑
一
九
八
三
影
印
本
︶
上
册
所
收
︑
三
八
頁
︒

（
（
） 

文
淵
閣
四
庫
全
書
本
に
據
っ
た
︒

（
（
） 

小
雅
﹁
都
人
士
﹂
首
章
の
﹁
行
歸
于
周
﹂
の
毛
傳
に
﹁
周
︑
忠
信
也
﹂
と
言
う
の
に
基
づ
く
︒

（
（
） 

通
志
堂
經
解
本
︒

（
（
） 

﹃
儀
禮
﹄﹁
鄕
射
禮
﹂
に
﹁
古
者
於
旅
也
語
﹂
と
あ
り
︑
そ
の
鄭
玄
注
に
︑﹁
禮
成
樂
備
︑
乃
可
以
言
語
︑
先
王
禮
樂
之
道
也
︒
疾
今
人
慢
於
禮
樂
之
盛
︑

言
語
無
節
︑
故
追
道
古
也
﹂
と
言
う
の
を
參
考
に
し
︑
嚴
粲
が
﹁
燕
禮
﹂
と
言
っ
て
い
る
の
は
﹃
儀
禮
﹄
の
篇
名
を
指
す
の
で
は
な
い
と
考
え
た
︒

（
（
） 

本
詩
首
章
﹃
集
傳
﹄
に
︑﹁
周
行
︑
大
道
也
︒
古
者
於
旅
也
語
︒
故
欲
於
此
聞
其
言
也
﹂︑
二
章
﹃
集
傳
﹄
に
﹁
言
嘉
賓
之
德
音
甚
明
︒
足
以
示
民
使
不

偷
薄
︑
而
君
子
所
當
則
傚
︑
則
亦
不
待
言
語
之
閒
而
其
所
以
示
我
者
深
矣
﹂
と
言
い
︑
卒
章
﹃
集
傳
﹄
に
﹁
蓋
所
以
致
其
慇
懃
之
厚
而
欲
其
教
示
之
無

已
也
﹂
と
言
う
︒

（
（
） 

﹃
鶴
林
玉
露
﹄︵
王
瑞
來
點
校
︑
唐
宋
史
料
筆
記
叢
刊
︑
中
華
書
局
︑
一
九
八
一
︶
一
五
〇
頁
︒
こ
こ
で
紹
介
さ
れ
る
詩
句
は
︑
南
宋
・
王
十
朋
﹁
州
縣
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有
戒
石
飭
官
吏
某
至
夔
之
初
□
□
□
□
詩
以
自
警
云
﹂︵﹃
全
宋
詩
﹄
卷
二
〇
三
五
︑
北
京
大
學
出
版
社
︑
第
三
六
册
︑
二
二
八
二
四
頁
︶
に
見
え
る
︒

（
（0
） 
林
繼
中
輯
校
﹃
杜
詩
趙
次
公
先
後
解
輯
校
修
訂
本
﹄︵
中
華
古
典
文
學
叢
書
︑
上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
一
二
︶
上
册
一
〇
四
頁
︒

（
（（
） 
﹁
陳
古
刺
今
﹂﹁
思
古
傷
今
﹂
に
つ
い
て
は
︑
拙
著　
﹃
詩
經
解
釋
學
の
繼
承
と
變
容
─
北
宋
詩
經
學
を
中
心
に
据
え
て
─
﹄︵
硏
文
出
版
︑
二
〇
一

七
︶
第
十
四
章
﹁
詩
を
道
德
の
鑑
と
す
る
者
─
陳
古
刺
今
說
と
淫
詩
說
か
ら
見
た
詩
經
學
の
認
識
の
變
化
と
發
展
─
﹂
を
參
照
の
こ
と
︒

（
（（
） 

小
雅
﹁
頍
弁
﹂﹃
詩
緝
﹄
に
﹁
國
風
小
雅
多
寓
意
於
言
外
︙
︙
有
言
古
不
言
時
而
意
在
刺
時
者
﹂
と
言
う
︒

（
（（
） 

拙
論
﹁
簒
奪
者
に
獻
げ
る
讚
歌
─
類
淫
詩
說
を
廻
る
朱
熹
・
嚴
粲
と
戴
震
・
翁
方
綱
と
の
關
係
─
﹂︵
慶
應
義
塾
大
學
日
吉
紀
要
﹃
中
國
硏
究
﹄︑

第
十
二
號
︑
二
〇
一
九
︶
他
參
照
︒

（
（（
） 

拙
論
﹁
よ
り
深
く
潛
水
し
よ
り
自
由
に
游
泳
す
る
た
め
に
─
嚴
粲
詩
經
學
に
お
け
る
小
序
尊
重
の
意
義　

そ
の
二
─
﹂︵
慶
應
義
塾
大
學
日
吉
紀

要
﹃
中
國
硏
究
﹄︑
第
十
一
號
︑
二
〇
一
八
︶
他
參
照
︒

（
（（
） 

曾
祥
波
新
訂
斠
證
﹃
新
定
杜
工
部
草
堂
詩
箋
斠
證
﹄︵
中
華
古
典
文
學
叢
書
︑
上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
二
一
︶
第
一
册
一
六
七
頁
︒

（
（（
）	

﹃
杜
詩
說
﹄︵﹃
黃
生
全
集
﹄
貳
︑
安
徽
大
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
九
︑
三
一
頁
︶︒
な
お
︑
仇
兆
鰲
﹃
杜
詩
詳
註
﹄︑
浦
起
龍
﹃
讀
杜
心
解
﹄
に
も
同
樣
の

解
釋
が
見
え
る
︒

（
（（
） 

﹁
桑
柔
﹂
序
に
﹁
芮
伯
刺
厲
王
也
﹂
と
言
う
︒

（
（（
） 

﹁
車
鄰
﹂
序
に
﹁
車
鄰
︑
美
秦
仲
也
︒
秦
仲
始
大
︑
有
車
馬
禮
樂
侍
御
之
好
焉
﹂
と
言
う
︒

（
（（
） 

﹁
鄰
鄰
﹂
に
つ
い
て
︑﹃
詩
緝
﹄
雙
行
注
は
毛
傳
の
﹁
鄰
鄰
衆
車
聲
﹂
を
擧
げ
つ
つ
も
︑
そ
の
後
に
曹
粹
中
﹃
放
齋
詩
說
﹄
の
﹁
密
比
之
意
︒
言
車
之
衆
﹂

を
引
き
通
釋
も
そ
れ
に
從
っ
て
い
る
︒

（
（0
）	

﹁
車
攻
﹂
序
に
﹁
車
攻
︑
宣
王
復
古
也
︒
宣
王
能
內
脩
政
事
︑
外
攘
夷
狄
︒
復
文
武
之
境
土
︑
脩
車
馬
備
器
械
︑
復
會
諸
侯
於
東
都
︑
因
田
獵
而
選
車

徒
焉
﹂
と
言
う
︒

（
（（
）	

﹁
采
薇
﹂
序
に
﹁
采
薇
遣
戍
役
也
︒
文
王
之
時
西
有
昆
夷
之
患
︒
北
有
玁
狁
之
難
︒
以
天
子
之
命
命
將
率
遣
戍
役
以
守
衞
中
國
︒
故
歌
采
薇
以
遣
之
︑

出
車
以
勞
還
︑
杕
杜
以
勤
歸
也
﹂
と
言
う
︒

（
（（
）	

南
宋
・
戴
復
古
﹁
祝
二
嚴
﹂
に
︑
嚴
粲
に
つ
い
て
﹁
遍
參
百
家
體
︑
終
乃
師
杜
甫
﹂︵﹃
石
屛
詩
集
﹄
卷
一
︑
四
部
叢
刊
廣
編
︶
と
言
う
︒

＊
本
稿
は
︑
蔣
經
國
國
際
學
術
交
流
基
金
會
補
助
︵
一
百
零
八
年
度
第
二
期
︶
に
よ
る
共
同
研
究
﹁
作
爲
方
法
的
﹃
言
外
之
意
﹄
︱
︱
結
合
︽
詩

經
︾
尊
︿
序
﹀
與
廢
︿
序
﹀
的
態
度
比
較
﹂
の
成
果
で
あ
る
︒


