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1（386）　 

「
言
外
の
意
」
の
遠
近
法�

　

―
そ
の
多
樣
性
、
お
よ
び
詩
經
の
意
味
の
重
層
性
に
お
け
る
位
置
付
け

―
種　

村　

和　

史

1
　
は
じ
め
に

北
宋
・
司
馬
光
の
『
溫
公
續
詩
話
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　

詩
經
小
雅
「
苕
ち
よ
う

之し

華か

」
卒
章
に
、

牂
羊
墳
首　
　

牂
し
や
う

羊や
う　

墳お
ほ

い
な
る
首か
し
らあ
り

三
星
在
罶　
　

三
星　

罶り
う

に
在
り
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（385）2

と
あ
る
。
こ
れ
は
長
く
は
續
か
な
い
こ
と
を
言
う
。
古
人
が
詩
を
作
る
時
、「
意
は
言
外
に
在
り
」
と
い
う
こ
と
を
尊
ん
だ
。
讀
者

を
し
て
思
い
を
巡
ら
せ
て
感
得
さ
せ
る
の
で
、
故
に
こ
れ
を
詩
に
歌
っ
た
者
は
罪
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
こ
れ
を
聞
く
者
は
敎
訓

を
得
て
自
ら
を
戒
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
近
世
の
詩
人
の
中
で
は
、
た
だ
杜
甫
こ
そ
が
、
も
っ
と
も
詩
經
の
詩
人
の
ス
タ

イ
ル
を
體
得
し
て
い
た
。
例
え
ば
、

國
破
山
河
在　
　

國
破
れ
て
山
河
在
り

城
春
草
木
深　
　

城
春
に
し
て
草
木
深
し

感
時
花
濺
淚　
　

時
に
感
じ
て
は
花
に
も
淚
を
濺
ぎ

恨
別
鳥
驚
心　
　

別
れ
を
恨
み
て
は
鳥
に
も
心
を
驚
か
す

に
お
い
て
、「
山
河
在
り
」
は
、
他
に
は
何
も
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。「
草
木
深
し
」
は
、
人
が
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
。
花
や
鳥
と
い
う
の
は
、
平
時
は
人
を
樂
し
ま
せ
る
物
な
の
に
、
今
や
こ
れ
を
見
る
と
泣
き
、
こ
れ
を
聞
け
ば
悲
し
む
。
こ
こ
か

ら
い
か
な
る
時
勢
で
あ
る
か
が
知
ら
れ
る
。
他
の
作
品
も
み
な
こ
れ
に
類
し
て
お
り
、
一
々
列
擧
で
き
な
い
ほ
ど
で
あ
る
（
詩
云
、

牂
羊
墳
首
、
三
星
在
罶
。
言
不
可
久
。
古
人
爲
詩
、
貴
于
意
在
言
外
、
使
人
思
而
得
之
。
故
言
之
者
無
罪
、
聞
之
者
足
以
戒
也
。
近

世
詩
人
、
惟
杜
子
美
最
得
詩
人
之
體
。
如
國
破
山
河
在
、
城
春
草
木
深
。
感
時
花
濺
淚
、
恨
別
鳥
驚
心
。
山
河
在
、
明
無
餘
物
矣
。

草
木
深
、
明
無
人
矣
。
花
鳥
、
平
時
可
娯
之
物
、
見
之
而
泣
、
聞
之
而
悲
、
則
時
可
知
矣
。
他
皆
類
此
、
不
可
徧
舉（

（
（

）
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3（384）　「言外の意」の遠近法

小
雅
「
苕
之
華
」
は
小
序
に
據
れ
ば
、
西
周
は
暗
君
幽
王
の
も
と
で
異
民
族
の
侵
略
に
苦
し
み
戰
爭
が
頻
發
し
、
そ
の
た
め
に
饑
饉
が

起
こ
っ
た
。
も
は
や
滅
亡
は
避
け
難
い
國
家
の
慘
憺
た
る
狀
況
に
身
を
置
い
て
、
大
夫
が
時
勢
を
憂
え
た
詩
だ
と
言
う（

（
（

。「
三
星
（
鄭
箋

に
據
れ
ば
、
二
十
八
宿
の
一
つ
で
あ
る
心
宿
の
こ
と（

（
（

）　

罶や
な

に（
（
（

あ
り
」
の
句
に
つ
い
て
、
司
馬
光
は
「
久
し
く
す
べ
か
ら
ざ
る
を
言
ふ
」

と
い
う
意
味
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
毛
傳
の
同
文
の
訓
釋
に
據
っ
た
も
の
で
あ
り
、
彼
が
漢
唐
詩
經
學
の
解
釋
を
踏
襲
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
毛
詩
正
義
』（
以
下
、『
正
義
』
と
略
稱
）
の
本
句
の
解
釋
に
據
れ
ば
、
寡
婦
が
魚
を
捕
ら
え
る
た
め
に
川
に
簗や

な（
川

の
流
れ
を
堰
き
止
め
て
魚
を
集
め
て
捕
ま
え
る
漁
具
）
を
仕
掛
け
て
い
る
が
、
そ
の
簗や

な

に
堰
き
止
め
ら
れ
た
靜
か
な
水
面
に
心
宿
の
三
つ

星
の
光
が
映
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
美
し
い
光
も
天
の
運
行
に
伴
っ
て
、
も
う
す
ぐ
水
面
か
ら
消
え
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
、
詩

人
は
感
慨
を
催
し
て
い
る
、
今
に
も
消
え
去
ら
ん
と
す
る
光
に
、
亡
國
の
危
機
に
瀕
し
た
西
周
の
運
命
を
重
ね
合
わ
せ
嘆
き
悲
し
ん
で
い

る
の
で
あ
る
と
言
う（

（
（

。

右
の
詩
句
に
は
、
詩
人
の
心
に
滿
ち
る
憂
悶
は
直
接
詠
わ
れ
て
い
な
い
が
、
讀
者
（
聞
き
手（

（
（

）
は
そ
れ
を
心
に
感
じ
取
る
（「
意
は
言

外
に
在
り
、
人
を
し
て
思
ひ
て
之
を
得
使
む
」）。
こ
の
よ
う
な
歌
い
方
を
詩
經
の
詩
人
た
ち
が
重
ん
じ
た
と
司
馬
光
は
言
う
。
な
ぜ
こ
の

よ
う
な
歌
い
方
が
重
ん
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
司
馬
光
は
、
毛
詩
大
序
の
「
言
ふ
者
は
罪
無
し
、
聞
く
者
は
以
て
戒
む
る
に
足
れ
り
」

と
結
び
つ
け
て
說
明
し
て
い
る
。「
苕
之
華
」
の
作
者
は
周
王
朝
の
現
狀
と
行
く
末
に
對
し
て
深
い
憂
愁
の
念
を
抱
い
て
い
た
が
、
そ
れ

を
あ
か
ら
さ
ま
に
表
現
す
れ
ば
、
お
上
を
批
判
し
た
咎
で
處
罰
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
免
れ
る
た
め
に
、
自
分
の
思
い
を
直
接

詩
句
に
は
表
現
せ
ず
、
言
わ
ず
語
ら
ず
讀
者
に
傳
わ
る
よ
う
に
工
夫
し
た
。
讀
者
は
作
者
が
「
言
外
」
に
込
め
た
意
を
感
得
し
、
そ
れ
を

自
ら
の
身
に
引
き
付
け
て
反
省
の
糧
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
司
馬
光
は
、
詩
經
の
詩
篇
の
持
つ
諷
諫
の
機
能
に
視
點
を
据
え
、
諷
諫
を

安
全
に
か
つ
確
實
に
遂
行
す
る
た
め
の
、
一
種
の
韜
晦
の
た
め
の
意
圖
的
な
修
辭
技
法
と
し
て
「
言
外
の
意
」
を
位
置
付
け
て
い
る
。
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（383）4

司
馬
光
の
言
う
よ
う
に
、「
言
外
の
意
」
が
詩
人
が
意
圖
的
に
用
い
た
修
辭
技
法
で
あ
る
と
し
よ
う
。
そ
う
だ
と
し
て
、
詩
人
が
言
外

に
「
意
」
を
仕
込
ん
で
い
る
こ
と
に
氣
付
き
、
そ
の
内
實
を
正
確
に
理
解
す
る
の
は
、
讀
者
に
委
ね
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

「
言
外
の
意
」
は
、
詩
經
の
詩
人
が
ど
の
よ
う
な
修
辭
技
法
を
用
い
て
詩
篇
を
作
っ
た
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
讀
者
が
詩
經

の
詩
篇
か
ら
ど
の
よ
う
な
修
辭
技
法
を
い
か
に
し
て
讀
み
取
っ
て
解
釋
す
る
か
（
し
た
か
）
に
關
わ
る
問
題
で
も
あ
る
。

詩
經
の
詩
人
た
ち
が
重
ん
じ
た
「
意
は
言
外
に
在
り
」
と
い
う
歌
い
方
は
、
近
い
時
代
の
詩
人
の
中
で
杜
甫
こ
そ
が
最
も
よ
く
し
た
と
、

司
馬
光
は
言
う
。
と
こ
ろ
で
、
彼
が
例
と
し
て
擧
げ
る
「
春
望
」
の
一
節
は
、
右
に
見
た
「
言
外
の
意
」
の
說
明
と
は
少
し
ず
れ
て
い
る

と
感
じ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
杜
甫
の
詩
に
時
勢
に
對
す
る
慨
歎
と
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
誰
も
が
同
意
す
る
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
司
馬
光
が
擧
げ
る
詩
句
に
、
表
現
さ
れ
た
意
味
に
止
ま
ら
な
い
、
よ
り
深
く
大
き
な
思
考
や
感
情
が
包
含
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
も
同
意
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
だ
と
し
て
も
、
杜
甫
が
自
分
が
政
治
批
判
の
廉
で
糾
彈
さ
れ
處
罰
さ
れ
な
い
よ
う
に
と
い
う

實
際
的
目
的
の
た
め
に
、
自
身
の
眞
意
が
露
呈
す
る
こ
と
を
嫌
い
そ
れ
を
隱
蔽
し
よ
う
と
し
て
、
こ
の
修
辭
表
現
を
選
擇
し
た
と
は
、
通

常
理
解
し
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
く
、
杜
甫
が
寂
寞
荒
涼
た
る
心
で
外
界
の
事
物
・
風
景
に
接
し
た
時
に
生
じ
た
心

理
的
反
應
が
自
然
に
言
語
化
さ
れ
た
も
の
と
受
け
取
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
「
言
外
の
意
」
と
呼
ぶ
と
し
て
も
、「
春
望
」

の
「
言
外
の
意
」
は
杜
甫
の
詩
精
神
が
自
然
に
溢
出
し
た
も
の
と
考
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

筆
者
は
以
前
、
翁
方
綱
が
嚴
粲
の
「
言
外
の
意
」
說
に
對
し
て
批
判
的
で
あ
り
、
翁
方
綱
の
「
言
外
の
意
」
の
用
法
は
嚴
粲
の
そ
れ
と

異
質
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た（

（
（

。
翁
方
綱
は
、「
文
章
表
現
と
い
う
行
爲
に
お
い
て
は
、
そ
の
措
辭
が
作
者
の
意
思
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
か
ら
外
れ
て
半
ば
無
意
識
的
に
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る（

（
（

」
と
考
え
、
そ
の
よ
う
な
狀
況
の
中
で
、
作
者
が
半
ば
無
自
覺
の
う
ち
に
込
め

る
こ
と
に
な
っ
た
、
表
現
さ
れ
た
詩
句
の
明
示
的
意
味
と
は
異
な
る
意
味
内
容
を
「
言
外
の
意
」
と
呼
ん
で
い
た
。
こ
れ
は
右
に
見
た
、

人文35_縦.indb   4 2020/06/09   15:43:44



5（382）　「言外の意」の遠近法

司
馬
光
の
考
え
る
「
言
外
の
意
」
と
や
は
り
異
な
っ
て
い
る
。
詩
經
解
釋
學
史
の
内
部
に
お
い
て
も
、「
言
外
の
意
」
は
そ
の
機
能
、
目
的
、

性
質
に
お
い
て
、
一
義
的
に
規
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

「
言
外
の
意
」
の
多
義
性
は
、
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
は
相
互
に
ど
の
よ
う
な
關
係
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

そ
も
そ
も
「
言
外
の
意
」
と
い
う
槪
念
は
詩
經
解
釋
學
史
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
詩

經
解
釋
學
以
外
の
分
野
を
含
め
た
「
言
外
の
意
」
認
識
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
言
外
の
意
」
に
つ
い
て
は
、
南
宋
の
嚴
粲
、
お
よ
び
晩
淸
の
方
玉
潤
の
詩
經
學
を
特
徴
づ
け
る
重
要
な
槪
念
と
し
て
、
つ
と
に
黃
忠

愼
氏
に
よ
っ
て
詳
し
く
分
析
さ
れ
て
お
り（

（
（

、
そ
の
成
果
は
、
詩
經
解
釋
學
史
に
お
け
る
「
言
外
の
意
」
の
意
義
を
考
察
す
る
た
め
の
ま
た

と
な
い
礎
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
筆
者
も
こ
れ
ま
で
詩
經
解
釋
學
史
の
樣
々
な
問
題
を
考
察
す
る
上
で
、「
言
外
の
意
」
を
切
り
離
し

て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
局
面
に
し
ば
し
ば
遭
遇
し
、
そ
の
都
度
斷
片
的
で
は
あ
る
が
考
察
を
積
み
上
げ
て
き
た（

（1
（

。
本
稿
で
は
、
黃
忠

愼
氏
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
、
筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
も
參
照
し
つ
つ
、
詩
經
解
釋
學
に
お
け
る
「
言
外
の
意
」
に
正
面
か
ら
向
き

合
い
、
筆
者
な
り
の
考
察
を
進
め
た
い
。
そ
の
た
め
し
ば
し
ば
、
黃
忠
愼
氏
が
取
り
上
げ
て
い
る
例
、
ま
た
筆
者
が
か
つ
て
取
り
上
げ
た

例
を
、
再
度
取
り
上
げ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
論
旨
の
都
合
上
、
こ
れ
ま
で
の
論
文
と
一
部
議
論
が
重
複
す
る
場
合
が
あ
る
こ

と
、
了
解
さ
れ
た
い
。

『
溫
公
續
詩
話
』
の
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
詩
經
解
釋
學
史
に
お
い
て
「
言
外
の
意
」
と
い
う
槪
念
が
含
み
得
る
も
の
は
、
學
者

に
よ
り
、
著
述
の
種
類
に
よ
っ
て
極
め
て
廣
範
で
多
岐
に
亘
る
。
こ
れ
ら
を
全
面
的
、
統
一
的
に
考
察
す
る
こ
と
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

現
狀
は
、
そ
の
よ
う
な
全
體
的
研
究
の
た
め
の
基
礎
と
な
る
考
察
を
積
み
重
ね
る
段
階
で
、
し
た
が
っ
て
當
面
は
あ
る
基
準
を
立
て
て
考

察
の
視
野
を
限
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
黃
忠
愼
氏
の
研
究
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
早
い
時
期
の
最
も
ま
と
ま
っ
た
「
言
外
の
意
」
認
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（381）6

識
が
嚴
粲
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
本
稿
で
は
ま
ず
、
彼
の
『
詩
緝
』
が
「
言
外
の
意
」
お
よ
び
そ
れ
に
類
す
る
語
を

術
語
と
し
て
用
い
て
詩
篇
解
釋
を
し
て
い
る
例
を
考
察
の
材
料
と
し
て
取
り
上
げ
、
嚴
粲
以
前
と
以
後
の
學
者
の
經
說
と
比
較
檢
討
し
な

が
ら
、
詩
經
解
釋
學
史
に
お
け
る
「
言
外
の
意
」
認
識
の
意
義
と
そ
の
變
遷
を
考
え
る
と
い
う
方
法
を
と
る
。
さ
ら
に
そ
の
後
に
、
今
後

の
研
究
の
見
通
し
を
立
て
る
た
め
に
、
嚴
粲
と
近
い
時
期
に
彼
と
は
異
質
の
認
識
を
示
し
、「
言
外
の
意
」
槪
念
が
占
め
得
た
圏
域
の
廣

さ
を
窺
わ
せ
る
事
例
も
考
察
し
た
い
。

考
察
の
出
發
點
と
し
て
、
黃
忠
愼
氏
の
研
究
に
據
っ
て
、
嚴
粲
の
「
言
外
の
意
」
認
識
の
特
徵
を
槪
觀
し
よ
う
。
嚴
粲
の
「
言
外
の
意
」

解
釋
は
、
小
序
と
詩
篇
と
の
懸
隔
を
解
消
し
、
詩
經
の
美
刺
說
を
調
整
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る（

（（
（

。
嚴
粲
は
「
言
外
の
意
」
が
詩
經
國
風

と
深
い
關
係
を
持
つ
と
し
、
そ
の
「
諷
刺
」「
風
化
」
の
機
能
を
強
調
し（

（1
（

、
ま
た
「
風
人
の
意
」
は
「
言
外
」
に
寄
寓
さ
れ
る
と
言
い
、

讀
者
に
「
體
悟
」
さ
せ
「
默
會
」
さ
せ
る
と
い
う
働
き（

（1
（

、
お
よ
び
「
温
柔
敦
厚
」
と
い
う
理
解
の
方
式
を
強
調
し
た（
（1
（

。

こ
の
考
察
を
承
け
て
、
筆
者
は
以
下
の
よ
う
な
問
題
を
取
り
上
げ
た
い
。

・「
言
外
の
意
」
は
、
小
序
（
詩
經
の
道
德
的
性
格
を
代
表
す
る
も
の
）
と
關
係
し
て
成
立
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
詩
篇
解
釋
に
何
を
も

た
ら
し
た
か
。

・「
言
外
の
意
」
は
、「
温
柔
敦
厚
」
と
い
う
、
主
に
人
閒
の
性
格
、
感
情
の
あ
り
方
に
關
わ
る
問
題
と
ど
の
よ
う
な
關
係
が
あ
る
か
。
ま

た
そ
れ
が
詩
篇
解
釋
に
何
を
も
た
ら
し
た
か
。

・
右
の
「
言
外
の
意
」
の
二
種
の
性
格
は
、
い
か
な
る
相
互
關
係
を
持
つ
か
。

・「
言
外
の
意
」
は
、
い
か
な
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
讀
者
の
「
體
悟
」「
默
會
」
を
實
現
さ
せ
る
か
。

・
嚴
粲
の
「
言
外
の
意
」
認
識
は
、
ど
の
よ
う
な
歷
史
的
經
緯
を
經
て
成
立
し
た
か
、
ま
た
後
世
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
與
え
た
か
。
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7（380）　「言外の意」の遠近法

・
嚴
粲
の
「
言
外
の
意
」
認
識
の
獨
自
性
は
何
か
。

2
　�

道
德
的
敎
え
を
讀
み
取
る
技
法
と
し
て
の
「
言
外
の
意
」�

―
齊
風
「
猗
嗟
」
を
例
に
し
て

―

四
庫
全
書
經
部
詩
類
を
徵
す
る
に
、
詩
經
注
釋
書
の
中
で
「
言
外
」
の
語
の
使
用
例
は
、
南
宋
・
嚴
粲
『
詩
緝
』
の
十
七
例
が
最
多
で

あ
る（

（1
（

（
内
、
林
希
逸
序
二
例
、
南
宋
・
呂
祖
謙
『
呂
氏
家
塾
讀
詩
記
』〔
以
下
、『
呂
記
』
と
略
稱
〕
か
ら
の
引
用
一
例
、
南
宋
・
范
處
義

『
詩
補
傳
』〔
以
下
、『
范
補
傳
』
と
略
稱
〕
か
ら
の
引
用
一
例
を
含
む
）。
嚴
粲
以
前
で
は
、『
范
補
傳
』
に
八
例
の
「
言
外
」
の
用
例
が

用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
目
に
付
く
。
こ
れ
か
ら
見
る
と
、「
言
外
の
意
」
と
い
う
槪
念
の
本
格
的
な
導
入
は
、
南
宋
以
後
の
詩
經
學
者
に

よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
い
う
作
業
假
說
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、「
言
外
の
意
」
に
相
當
す
る
解
釋
槪
念
が
南
宋
以
前
に
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
例
と
し
て
、『
詩

緝
』
に
「
言
外
の
意
」
を
用
い
て
解
釋
を
行
っ
て
い
る
齊
風
「
猗
嗟
」
を
擧
げ
よ
う
（
嚴
粲
の
解
釋
に
つ
い
て
は
次
節
で
檢
討
す
る
）。

本
詩
小
序
お
よ
び
經
文
全
文
を
掲
げ
る
（
訓
讀
は
、
基
本
的
に
『
毛
詩
鄭
箋
』、
古
典
研
究
會
叢
書　

漢
籍
之
部
、
汲
古
書
院
、
一
九
九
二
、

の
淸
原
家
訓
點
に
據
っ
た
が
、
一
部
筆
者
の
考
え
で
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
以
下
同
じ
）。

［
小
序
］
魯
の
莊
公
を
刺
っ
た
詩
で
あ
る
。
齊
の
人
々
は
、
魯
の
莊
公
が
威
儀
も
あ
り
技
藝
に
も
優
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
母

親
が
不
義
を
犯
す
の
を
禮
に
從
っ
て
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ず
、
子
た
る
者
の
守
る
べ
き
道
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
傷
ん
だ
。
人
々

は
莊
公
を
〔
母
文
姜
の
不
義
の
相
手
で
文
姜
の
兄
で
も
あ
る（

（1
（

〕
齊
〔
の
襄
〕
侯
の
息
子
だ
と
思
っ
て
い
た
（
刺
魯
莊
公
也
。
齊
人
傷
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（379）8

魯
莊
公
有
威
儀
技
藝
、
然
而
不
能
以
禮
防
閑
其
母
、
失
子
之
道
。
人
以
爲
齊
侯
之
子
焉
）

猗
嗟
昌
兮　
　

猗あ

あ嗟　

昌さ
か

ん
な
り

頎
而
長
兮　
　

頎き

と
し
て
長
た
け
た
かし

抑
若
揚
兮　
　

抑よ
く

若じ
や
くと
し
て
揚や
う

あ
り

美
目
揚
兮　
　

美
目　

揚や
う

あ
り

巧
趨
蹌
兮　
　

巧
み
に
趨は

し

る
こ
と
蹌さ
う

た
り

射
則
臧
兮　
　

射ゆ
み
いる
と
き
に
則
ち
臧よ

し�

［
首
章
］

猗
嗟
名
兮　
　

猗あ

あ嗟　

名
あ
り

美
目
淸
兮　
　

美
目　

淸せ
い

あ
り

儀
既
成
兮　
　

儀　

既
に
成
り
ぬ

終
日
射
侯　
　

終ひ
ね
も
す日　

侯こ
う

を
射
る
に

不
出
正
兮　
　

正
よ
り
出
だ
さ
ず

展
我
甥
兮　
　

展ま
こ
とに
我
が
甥を
ひ

な
り�

［
第
二
章
］

猗
嗟
孌
兮　
　

猗あ

あ嗟　

孌れ
ん

た
り
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9（378）　「言外の意」の遠近法

淸
揚
婉
兮　
　

淸せ
い
や
う揚　

婉ゑ
ん

た
り

舞
則
選
兮　
　

舞ぶ

す
る
と
き
は
則
ち
選と
と
のほ
れ
り

射
則
貫
兮　
　

射し
や

す
る
と
き
は
則
ち
貫あ

た
る

四
矢
反
兮　
　

四
矢　

反
か
へ
す
が
へす

以
禦
亂
兮　
　

以
て
亂
を
禦ふ

せ

ぐ�

［
卒
章
］

本
詩
全
篇
、
魯
の
莊
公
の
威
風
堂
々
た
る
姿
、
彼
の
卓
越
し
た
弓
の
腕
前
に
對
す
る
贊
美
に
終
始
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、『
正
義
』

は
次
の
よ
う
に
解
說
す
る
。

魯
の
莊
公
の
威
儀
技
藝
は
か
く
の
ご
と
く
素
晴
ら
し
い
が
、
そ
の
母
が
不
義
を
行
う
の
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ず
、
淫
亂
な
行
い
を

さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
が
歎
く
べ
く
傷
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
（
威
儀
技
藝
、
其
美
如
此
、
而
不
能
防
閑
其
母
、
使
之
淫
亂
。

是
其
可
嗟
傷
也
）�

［
首
章
］

魯
の
莊
公
の
威
儀
武
藝
は
か
く
の
ご
と
く
で
あ
り
、
さ
ら
に
齊
の
君
主
の
甥
で
も
あ
る
。
し
か
し
彼
は
母
親
に
姦
淫
さ
せ
な
い
よ

う
に
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
人
々
に
齊
侯
の
息
子
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
こ
そ
が
歎
く
べ
く
傷
む
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
…
…
莊

公
が
齊
侯
の
甥
で
あ
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
の
眞
實
で
あ
る
が
、〔「
展ま

こ
とに
」
と
言
い
〕
絶
對
に
眞
實
だ
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
當
時
の

人
々
が
莊
公
が
齊
侯
の
息
子
だ
と
言
っ
て
い
る
の
を
強
く
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
威
儀
技
藝
如
此
、
又
實
是
齊
之
外
甥
。
不
能
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使
母
不
淫
、
令
人
以
爲
齊
侯
之
子
。
是
其
可
嗟
傷
也
…
…
爲
齊
之
甥
、
信
不
虛
矣
、
而
云
誠
實
是
者
、
拒
時
人
言
是
齊
侯
之
子
耳
）

�

［
第
二
章
］

魯
の
莊
公
の
威
儀
武
藝
は
か
く
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
そ
の
母
が
不
義
を
行
う
の
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
刺
っ

て
い
る
の
で
あ
る
（
威
儀
技
藝
如
此
、
而
不
能
防
閑
其
母
。
故
刺
之
）�

［
卒
章
］

各
章
『
正
義
』
に
、「
威
儀
技
藝
、
其
の
美
な
る
こ
と
此
の
如
し
」「
威
儀
技
藝
此
の
如
し
。
又
た
實
に
是
れ
齊
の
外
甥
な
り
」「
威
儀

技
藝
此
の
如
し
」
と
言
う
の
は
、
詩
句
が
魯
の
莊
公
を
贊
美
す
る
の
を
簡
潔
に
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
言
う
こ
と
は
、
そ
れ
以
下
の

文
は
す
べ
て
詩
句
に
詠
わ
れ
た
内
容
で
は
な
く
、
詩
人
が
言
い
た
か
っ
た
が
言
わ
な
か
っ
た
事
柄
を
推
測
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

疏
家
は
、
詩
で
歌
わ
れ
て
い
る
内
容
は
詩
人
が
本
當
に
傳
え
た
か
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
は
詩
句
の
裏
に
隱
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て

い
る
。「
言
外
の
意
」
と
い
う
語
は
用
い
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
實
質
的
に
は
「
言
外
の
意
」
の
考
え
方
を
用
い
て
解
釋
し
て
い
る
。

北
宋
・
蘇
轍
の
『
詩
集
傳
』（
以
下
、『
蘇
傳
』
と
略
稱
）
は
『
正
義
』
の
解
釋
を
踏
襲
し
て
、
本
詩
首
章
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

齊
の
人
々
は
、
魯
の
莊
公
が
無
駄
に
優
れ
た
威
儀
武
藝
を
持
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
自
分
の
母
親
が
亂
れ
た
行
い
を
す
る
の
を
止

め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
傷
ん
だ
（
齊
人
傷
魯
莊
公
徒
有
威
儀
技
藝
之
好
、
而
不
能
止
其
母
之
亂
也
）

南
宋
・
朱
熹
『
集
傳
』
も
首
章
に
つ
い
て
、
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11（376）　「言外の意」の遠近法

齊
の
人
々
は
口
を
極
め
て
魯
の
莊
公
の
威
儀
武
藝
の
素
晴
ら
し
さ
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
で
あ
る
と
言
う
。
そ
の
よ
う
に
美
め
る
こ
と

に
よ
っ
て
彼
が
禮
に
從
っ
て
、
自
分
の
母
が
不
義
を
犯
す
の
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
刺
っ
て
い
る
。「
惜
し
い
か
な
、

た
だ
こ
れ
だ
け
が
缺
け
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
齊
人
極
道
魯
莊
公
威
儀
武
藝
之
美
如
此
。
所
以
刺
其
不
能

以
禮
防
閑
其
母
。
若
曰
惜
乎
其
獨
少
此
耳
）

と
言
い
、『
正
義
』
の
解
釋
を
踏
襲
し
て
い
る
。「
言
外
の
意
」
と
い
う
術
語
こ
そ
用
い
て
は
い
な
い
も
の
の
、「
猗
嗟
」
の
詩
か
ら
「
言

外
の
意
」
を
讀
み
取
っ
て
解
釋
す
る
こ
と
は
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
に
解
釋
す
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。「
猗
嗟
」『
正
義
』
の
中
で
、
詩
句
に
現
れ
な
い
詩
人
の
意
と
し
て

說
明
さ
れ
て
い
る
部
分
を
見
る
と
、「
其
の
母
を
防
閑
す
る
能
は
ず
」「
人
を
し
て
齊
侯
の
子
と
以お

も爲
は
令し

む
」
は
、
小
序
の
「
禮
を
以
て

其
の
母
を
防
閑
す
る
能
は
ず
、
子
の
道
を
失
ふ
。
人
以
爲
ら
く
齊
侯
の
子
な
り
と
」
に
對
應
し
て
い
る
。
疏
家
が
讀
み
取
っ
た
本
詩
の
「
言

外
の
意
」
と
は
、
小
序
に
說
明
さ
れ
た
内
容
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
疏
家
が
本
詩
に
は
詩
句
に
表
現
さ
れ
な
い
詩
人
の
眞
意

が
存
在
す
る
と
考
え
た
の
は
、
小
序
に
從
っ
て
詩
句
を
解
釋
す
る
た
め
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

蘇
轍
は
、
小
序
の
初
句
（「
首
序
」
と
も
呼
ば
れ
る
）
と
第
二
句
以
下
（「
後
序
」
と
も
呼
ば
れ
る
）
と
が
成
り
立
ち
が
異
な
り
、
初
句

の
み
を
由
來
正
し
く
尊
重
す
べ
き
も
の
と
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
本
詩
小
序
の
「
禮
を
以
て
其
の
母
を
防
閑
す
る
能
は
ず
…
…
」
は
第

二
句
以
下
に
當
た
り
、
彼
に
と
っ
て
は
本
來
從
う
必
要
の
な
い
部
分
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
に
從
っ
て
い
る
の
は
、
魯
の
莊
公

を
贊
美
す
る
詩
句
を
小
序
初
句
の
「
魯
の
莊
公
を
刺
る
」
の
意
味
に
轉
換
す
る
た
め
に
は
、
第
二
句
以
下
の
情
報
を
用
い
る
必
要
が
あ
っ

た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
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朱
熹
は
小
序
に
對
す
る
批
判
的
態
度
を
尖
銳
化
し
、
自
身
の
注
釋
書
か
ら
小
序
を
排
除
し
た
。
そ
の
朱
熹
で
さ
え
も
本
詩
に
つ
い
て
は
、

「
詩
序
辨
說
」（
以
下
「
辨
說
」
と
略
稱
）
で
「
本
詩
の
小
序
は
當
を
得
て
い
る
（
此
序
得
之
）」
と
言
い
、
異
論
を
唱
え
な
か
っ
た
。
こ

れ
も
贊
美
の
内
容
に
終
始
し
た
詩
篇
か
ら
詩
經
が
持
っ
て
い
る
は
ず
の
道
德
的
意
義
を
讀
み
取
る
た
め
に
は
、
小
序
に
從
わ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、「
言
外
の
意
」
が
小
序
と
詩
篇
の
照
應
關
係
を
確
保
す
る
た
め
、
よ
り
本
質
的
に
言
え
ば
、
詩
篇
の
内
容
か
ら
道
德
的

敎
訓
を
導
き
出
す
た
め
に
必
要
だ
っ
た
と
い
う
黃
忠
愼
氏
の
指
摘
は
、
嚴
粲
の
「
言
外
の
意
」
說
に
言
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
詩
經
學
史

全
體
に
廣
く
當
て
嵌
ま
る
も
の
で
あ
る
。
詩
經
解
釋
が
經
學
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
か
ぎ
り
、「
言
外
の
意
」
的
發
想
は
常
に
要
求
さ

れ
る
の
で
あ
り
、
故
に
、
小
序
を
排
斥
し
「
詩
句
に
忠
實
に
詩
篇
を
解
釋
す
る
（
以
詩
解
詩
）」
態
度
を
主
張
し
た
朱
熹
で
あ
っ
て
も
、

詩
句
自
體
か
ら
道
德
的
敎
訓
を
明
示
的
に
讀
み
取
れ
な
い
場
合
は
、「
言
外
の
意
」
的
發
想
を
用
い
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で

あ
る
（
こ
の
こ
と
と
彼
の
淫
詩
說
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
後
に
考
察
し
た
い
）。

し
た
が
っ
て
、「
言
外
の
意
」
と
い
う
槪
念
が
詩
經
解
釋
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
自
體
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
問
題
と
す
べ
き
は
、
歷

代
の
詩
經
學
者
た
ち
が
、「
言
外
の
意
」
的
發
想
を
詩
篇
を
解
釋
す
る
た
め
に
ど
の
程
度
重
要
な
も
の
と
考
え
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
蘇
傳
』
は
卒
章
に
つ
い
て
、

君
子
に
と
っ
て
射
藝
と
は
い
っ
た
い
何
に
用
い
る
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
亂
を
防
ぐ
た
め
に
他
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が

今
莊
公
の
射
藝
は
無
駄
に
技
術
を
誇
る
も
の
で
し
か
な
い
（
君
子
之
於
射
也
將
安
用
之
。
亦
以
禦
亂
焉
耳
。
今
莊
公
徒
以
爲
技
而
已
）
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13（374）　「言外の意」の遠近法

と
言
い
、
莊
公
の
武
藝
が
本
來
の
目
的
を
失
っ
た
上
邊
の
飾
り
、
實
際
の
役
に
立
た
な
い
技
藝
に
過
ぎ
な
い
と
言
っ
て
い
る
と
解
釋
す
る
。

本
詩
卒
章
の
「
以
禦
亂
兮
」
を
「
以
て
亂
を
禦ふ

せ

が
ん
や
（
莊
公
の
射
藝
に
よ
っ
て
ど
う
し
て
亂
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
よ
う
か
、
で
き
る
は

ず
が
な
い
）」
と
反
語
で
と
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
解
釋
に
據
れ
ば
、
詩
人
の
莊
公
に
對
す
る
批
判
は
詩
句
に
明
示
的
に
表
現

さ
れ
て
い
て
、「
言
外
の
意
」
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
蘇
轍
は
、「
言
外
の
意
」
を
本
詩
全
體
を
支
配
す
る
修
辭
と
認
識
し
て
い
な
い
の
で

あ
る
。

こ
れ
に
關
し
て
、
南
宋
・
呂
祖
謙
は
そ
の
『
呂
氏
家
塾
讀
詩
記
』（
以
下
、『
呂
記
』
と
略
稱
）
本
詩
卒
章
の
注
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

つ
ま
り
、〔
卒
章
は
〕
莊
公
の
弓
矢
の
精
妙
な
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
亂
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
だ
と
稱
讃
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
彼
が
〔
乘
丘
の
役
で
〕
金
僕
姑
の
矢
を
放
っ
て
南
宮
長
萬
を
射
た
故
事（

（1
（

に
表
れ
て
い
る
。
あ
る
學
者
の
解
釋

で
は
、
詩
人
は
莊
公
が
〔
弓
の
腕
前
を
〕
亂
を
防
ぐ
た
め
に
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
が
、
こ
れ
は
閒
違
い
で
あ
る
。
本
詩

の
批
判
の
氣
持
ち
は
み
な
詩
句
の
外
に
あ
る
。
首
章
は
彼
の
威
儀
技
藝
の
素
晴
ら
し
さ
を
嘆
じ
て
い
る
。
第
二
章
は
ま
た
彼
の
威
儀

技
藝
が
齊
侯
の
甥
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
嘆
じ
て
い
る
。
卒
章
は
ま
た
彼
の
威
儀
技
藝
が
も
っ
て
亂
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
だ

と
嘆
じ
て
い
る
。
繰
り
返
し
繰
り
返
し
嗟
嘆
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
莊
公
の
大
い
に
缺
け
て
い
る
も
の
が
言
わ
ず
と
も
わ
か
る
の

で
あ
る
（
蓋
稱
莊
公
弓
矢
之
精
、
可
以
禦
亂
。
觀
其
以
金
僕
姑
射
南
宮
長
萬
則
可
見
矣
。
說
者
或
謂
詩
人
諷
莊
公
當
用
以
禦
亂
、
非

也
。
是
詩
譏
刺
之
意
皆
在
章
外
。
一
章
嘆
其
威
儀
技
藝
之
美
也
。
二
章
復
歎
其
威
儀
技
藝
宜
爲
我
甥
也
。
三
章
復
歎
其
威
儀
技
藝
可

以
禦
亂
也
。
嗟
嘆
再
三
、
而
莊
公
所
大
闕
者
不
言
可
見
矣
）
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呂
祖
謙
が
言
う
「
意
は
…
…
章
外
に
在
り
」
と
は
「
意
は
言
外
に
在
り
」
と
同
意
で
あ
ろ
う（
（1
（

。
彼
は
、
本
詩
卒
章
に
は
「
譏
刺
」
の
思

い
を
直
接
表
現
す
る
語
句
は
な
く
、
そ
れ
は
言
外
に
隱
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
と
す
れ
ば
、
彼
が
批
判
す
る
「
說
者
」
は
、
呂
祖
謙
と

は
反
對
に
、
詩
句
に
直
接
「
譏
刺
」
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
莊
公
の
優
れ
た
射
技
は
「
當
に
亂
に

用
ふ
べ
き
」
で
あ
る
の
に
、
實
際
に
は
亂
を
治
め
る
た
め
に
は
用
い
て
い
な
い
と
、「
說
者
」
は
解
釋
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は

蘇
轍
の
說
に
合
致
す
る
。
す
な
わ
ち
、
呂
祖
謙
は
蘇
轍
が
「
言
外
の
意
」
に
よ
る
解
釋
を
徹
底
さ
せ
て
い
な
い
と
考
え
、
そ
の
不
徹
底
さ

を
批
判
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、「
猗
嗟
」
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
小
序
と
詩
篇
と
の
閒
に
懸
隔
が
存
在
す
る

―
小
序
は
魯
の
莊
公
を
刺
る
詩

と
言
う
の
に
、
詩
は
魯
の
莊
公
の
威
儀
技
藝
を
贊
美
し
て
い
る

―
以
外
に
も
、
さ
ら
に
別
の
懸
隔
も
内
包
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
詩
經
の
中
で
本
詩
が
置
か
れ
た
位
置
と
、
小
序
お
よ
び
詩
篇
と
の
閒
に
存
在
す
る
懸
隔
で
あ
る
。
本
詩
は
齊
風
の
一
篇
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
小
序
に
據
れ
ば
、
本
詩
は
魯
の
莊
公
を
刺
っ
て
い
る
。
齊
風
の
一
篇
な
ら
ば
、
齊
國
の
君
主
（
襄
公
）
を
刺
る
詩
で
あ
る

の
が
自
然
な
の
に
、
小
序
に
魯
の
莊
公
を
刺
る
詩
と
言
い
、
詩
句
も
魯
の
莊
公
を
歌
う
こ
と
に
終
始
し
、
歌
わ
れ
て
當
然
で
あ
る
齊
の
襄

公
に
對
す
る
批
判
が
見
ら
れ
な
い
。
齊
風
に
な
ぜ
他
國
の
君
主
を
刺
っ
た
詩
が
編
入
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
對
し
て
は
、

本
詩
が
齊
の
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
か
ら
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
齊
國
の
詩
人
が
わ
ざ
わ
ざ
他

國
の
君
主
を
刺
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
刺
詩
は
典
型
的
に
は
自
國
の
君
主
の
惡
事
を
刺
り
、
そ
の
反
省
を
促
す

た
め
に
作
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
他
國
の
君
主
を
刺
っ
て
も
本
人
に
聞
か
せ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
改
心
を
期
待
で
き
な
い
。
こ
れ
で
は

い
た
ず
ら
な
批
判
に
終
わ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
第
二
の
懸
隔
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
詩
小
序
の
『
正
義
』
は
、
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15（372）　「言外の意」の遠近法

魯
の
莊
公
の
母
親
〔
文
姜
〕
が
齊
の
襄
侯
と
密
通
し
た
の
を
見
て
、
莊
公
が
襄
侯
の
落
と
し
胤
だ
と
思
っ
た
．
こ
れ
は
こ
の
上
な

く
恥
ず
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
齊
人
は
こ
の
詩
を
作
っ
て
刺
っ
た
の
で
あ
る
…
…
本
詩
は
齊
人
が
作
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

齊
風
に
編
入
し
た
。
襄
侯
が
魯
の
莊
公
の
母
と
密
通
し
た
の
で
、
襄
侯
の
詩
と
し
た
（
見
其
母
與
齊
淫
、
謂
爲
齊
侯
種
胤
。
是
其
可

恥
之
甚
。
故
齊
人
作
此
詩
以
刺
之
也
…
…
以
齊
人
所
作
、
故
繫
之
於
齊
。
襄
公
淫
之
、
故
爲
襄
公
之
詩
也
）

と
、
不
義
の
子
と
言
わ
れ
る
の
は
人
と
し
て
恥
ず
べ
き
こ
と
と
し
て
、
魯
の
莊
公
が
そ
の
よ
う
な
風
評
を
受
け
た
こ
と
を
刺
っ
て
い
る
と

言
う
。
本
詩
が
齊
の
詩
人
に
作
ら
れ
た
か
ら
齊
風
に
編
入
さ
れ
た
と
說
明
す
る
だ
け
で
、
文
姜
と
と
も
に
こ
の
醜
聞
の
張
本
人
で
あ
り
、

本
來
な
ら
ば
魯
の
莊
公
以
上
に
責
め
ら
れ
て
當
然
の
齊
の
襄
侯
に
つ
い
て
は
、「
襄
公
之
に
淫
す
」
と
は
言
う
も
の
の
そ
れ
以
上
そ
の
罪

惡
を
俎
上
に
上
せ
る
こ
と
な
く
、
不
問
に
付
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
二
の
懸
隔
を
解
消
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

蘇
轍
、
呂
祖
謙
、
朱
熹
も
こ
の
第
二
の
懸
隔
を
取
り
上
げ
て
お
ら
ず
、
解
決
さ
れ
な
い
ま
ま
に
置
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、『
正
義
』、
蘇
轍
、
朱
熹
い
ず
れ
も
「
言
外
の
意
」
的
發
想
を
解
釋
に
用
い
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
を
解

釋
概
念
と
し
て
明
確
化
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
前
史
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る（

（1
（

。『
呂
記
』
は

「
言
外
の
意
」
に
當
た
る
術
語
を
解
釋
に
用
い
て
お
り
、
こ
れ
を
一
つ
の
解
釋
概
念
と
し
て
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
い
ま
だ

不
徹
底
な
點
が
殘
る
。

3
　
配
慮
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
「
言
外
の
意
」

前
節
で
指
摘
し
た
「
猗
嗟
」
が
内
包
す
る
二
重
の
懸
隔
を
、
嚴
粲
は
ど
の
よ
う
に
處
理
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
首
章
『
詩
緝
』
に
次

人文35_縦.indb   15 2020/06/09   15:43:44



（371）16

の
よ
う
に
言
う
。

齊
人
は
、
こ
の
莊
公
の
容
貌
が
は
な
は
だ
立
派
で
意
氣
盛
ん
で
あ
る
の
を
傷
み
歎
い
て
い
る
…
…
威
儀
武
藝
は
本
來
稱
讃
す
べ
き

事
柄
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
そ
れ
を
傷
み
歎
き
な
が
ら
歌
っ
て
い
る
の
は
何
か
し
ら
不
滿
な
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
莊
公
の
威
儀
武
藝
の
素
晴
ら
し
さ
に
は
何
一
つ
缺
け
る
こ
と
が
な
い
の
だ
が
、
惜
し
む
べ
き
こ
と

が
實
は
存
在
す
る
の
だ
と
言
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
彼
の
母
親
文
姜
の
〔
淫
亂
な
振
る
舞
い
の
〕
こ
と
は
、
思
う
に
言
う

に
言
わ
れ
ぬ
も
の
が
あ
る
。
首
章
で
は
そ
の
氣
持
を
「
猗あ

あ嗟
」
と
い
う
感
嘆
詞
に
わ
ず
か
に
寓
す
る
の
み
で
、
に
わ
か
に
は
言
お
う

と
し
な
い
の
で
あ
る
（
齊
人
傷
歎
此
莊
公
之
貌
甚
昌
而
盛
壯
矣
…
…
威
儀
技
藝
本
是
可
美
之
事
、
而
傷
歎
言
之
、
有
所
不
滿
何
也
。

若
曰
莊
公
威
儀
技
藝
之
美
、
無
一
欠
闕
、
所
可
惜
者
蓋
有
在
矣
。
文
姜
之
事
、
蓋
難
言
之
。
首
章
微
寓
其
意
於
猗
嗟
之
辭
而
未
遽
言

之
也
）

こ
れ
を
見
る
と
、
第
一
の
懸
隔

―
小
序
は
魯
の
莊
公
を
刺
る
詩
と
言
う
の
に
、
詩
は
魯
の
莊
公
の
威
儀
武
藝
を
贊
美
す
る
内
容
を
持

つ

―
に
つ
い
て
は
、
從
來
の
解
釋
を
踏
襲
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、「
猗あ

あ嗟
」
と
い
う
語
が
讀
者
の
違
和
感
を
誘
發
す
る
こ
と
、
そ
れ
を
作
者
が
意
圖
し
て
さ
り
げ
な
く
插
入
し
て
い
る
こ
と
に

注
意
し
て
い
る
點
は
、
從
來
の
說
か
ら
一
步
踏
み
出
し
、「
言
外
の
意
」
が
機
能
す
る
仕
組
み
に
つ
い
て
關
心
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
表

し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
も
う
一
つ
の
懸
隔

―
本
詩
は
齊
風
に
編
入
さ
れ
て
い
る
以
上
、
齊
國
の
君
主
（
襄
侯
）
を
刺
る
詩
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
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17（370）　「言外の意」の遠近法

小
序
は
魯
の
莊
公
を
刺
る
詩
と
言
い
、
詩
も
魯
の
莊
公
を
歌
う
こ
と
に
終
始
し
て
い
る

―
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。『
正
義
』
が
棚
上
げ

し
た
こ
の
問
題
を
、
嚴
粲
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
小
序
『
詩
緝
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

文
姜
の
事
件
に
關
し
て
は
、
齊
の
襄
侯
こ
そ
が
罪
惡
の
張
本
人
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
齊
風
「
南
山
」
詩
で
は
咎
を
〔
文
姜
の

夫
で
あ
る
〕
魯
の
桓
公
に
歸
し
、「
敝
笱
」
で
も
さ
ら
に
魯
の
桓
公
が
自
分
の
妻
が
不
義
を
行
う
の
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

と
刺
る（

11
（

。「
猗
嗟
」
で
は
さ
ら
に
〔
文
姜
の
子
の
〕
魯
の
莊
公
が
自
分
の
母
の
不
義
を
防
げ
な
か
っ
た
と
刺
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
三
詩
は
い
ず
れ
も
〔
襄
侯
で
は
な
く
〕
他
人
に
咎
を
歸
し
て
い
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
、
自
分
の
君
主
の
惡
事
を
名
指
し
で
言
い
表

す
に
忍
び
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
齊
國
の
臣
民
と
し
て
の
感
情
故
の
こ
と
で
あ
る
（
文
姜
之
事
、
齊
襄
大
惡
也
。
南
山
旣
歸
咎
於
魯

桓
、
敝
笱
又
刺
魯
桓
不
能
防
閑
其
妻
。
猗
嗟
又
刺
魯
莊
不
能
防
閑
其
母
。
皆
歸
咎
於
他
人
。
蓋
不
忍
斥
言
其
君
之
惡
者
、
齊
臣
子
之

情
也
）

詩
人
は
、
自
分
の
主
君
、
齊
の
襄
侯
こ
そ
が
眞
に
刺
る
べ
き
相
手
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
自
分
の
君
主

を
正
面
か
ら
批
判
す
る
こ
と
は
臣
下
た
る
者
と
し
て
で
き
か
ね
た
。
故
に
、
閒
接
的
な
關
係
者
で
あ
る
魯
の
莊
公
を
批
判
の
的
に
し
た
の

だ
。
詩
人
は
自
分
の
君
主
に
對
す
る
配
慮
か
ら
發
し
て
、
眞
の
批
判
の
思
い
を
言
外
に
潛
め
、
詩
の
表
面
上
は
他
人
に
罪
惡
を
押
し
付
け

た
の
だ

―
嚴
粲
は
こ
の
よ
う
に
說
明
す
る
。
彼
は
、
齊
人
が
作
っ
た
詩
で
あ
る
以
上
、
齊
の
君
主
に
對
す
る
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る

は
ず
な
の
に
、
小
序
に
も
詩
句
に
も
そ
れ
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
矛
盾
か
ら
、
作
者
の
自
分
の
主
君
に
對
す
る
配
慮
を
讀
み
取
り
、
言
外

に
込
め
ら
れ
て
い
る
批
判
の
氣
持
ち
を
見
出
し
て
い
る
。『
正
義
』
に
比
べ
、
詩
人
の
眞
心
に
よ
り
深
く
分
け
入
り
、
二
重
の
懸
隔
か
ら
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生
ま
れ
る
「
言
外
の
意
」
を
合
理
的
に
說
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

嚴
粲
は
ま
た
、
表
面
に
は
表
さ
な
い
の
に
、
詩
人
が
言
外
に
込
め
た
批
判
の
思
い
を
讀
者
が
感
受
で
き
る
そ
の
仕
掛
け
に
つ
い
て
も
說

明
し
て
い
る（

1（
（

。
卒
章
『
詩
緝
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

變
風
の
詩
の
ス
タ
イ
ル
と
し
て
、
詩
人
の
思
い
は
言
語
の
外
に
あ
る
。
一
詩
全
篇
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
す
べ
て
他
の
事
柄
に
つ

い
て
の
言
葉
に
託
し
た
も
の
も
あ
る
。
一
讀
し
た
だ
け
で
は
、
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
雲
を
摑
む
よ
う
で
わ
か
ら
な
い
。
し

か
し
そ
の
中
に
こ
っ
そ
り
と
一
、
二
語
を
插
入
し
て
、
こ
れ
こ
れ
こ
う
い
う
こ
と
だ
と
自
然
に
人
に
悟
ら
せ
る
。
本
詩
で
は
そ
の
人

（
魯
莊
公
）
の
容
貌
、
威
儀
、
技
藝
の
素
晴
ら
し
さ
を
筆
を
極
め
て
描
寫
し
て
い
る
と
い
う
の
に
〔「
猗あ

あ嗟
」
と
い
う
〕
歎
息
の
語
を

發
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
こ
の
人
の
足
ら
な
い
と
こ
ろ
は
、
必
ず
や
容
貌
、
威
儀
、
技
藝
の
外
に
あ
る
の
だ
ろ
う
と
讀
み
取
れ
る
。

ま
さ
に
こ
の
時
、
本
詩
を
齊
の
地
で
採
集
し
た
そ
の
時
、
い
ま
だ
小
序
の
說
は
な
か
っ
た
の
で
、
誰
を
刺
っ
て
い
る
の
か
何
を
詠
っ

て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
詩
の
中
に
「
展ま

こ
とに
我
が
甥
な
り
」
の
句
が
あ
り
、
そ
の
「
甥
」
と
い
う
た
だ
の
一

語
か
ら
、
魯
の
莊
公
を
刺
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。「
展ま

こ
と」
と
い
う
た
だ
の
一
字
か
ら
、
人
々
が
魯
の
莊
公
を
齊
侯
の
隱

し
子
だ
と
思
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
詩
人
は
詩
に
詠
っ
て
い
る
人
物
の
名
譽
を
守
る
た
め
に
眞
相
を
忌
み
隱
し
た
言
葉

を
假
構
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
刺
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
讀
者
が
そ
の
よ
う
な
詩
人
の
意
圖
を
感
得
し
て
、
そ
の
上
で
も
う
一
度
本
詩

を
諷
詠
し
た
な
ら
ば
、
冒
頭
の
「
猗あ

あ嗟
」
の
句
以
下
、
句
ご
と
に
美
め
稱
え
て
い
る
と
こ
ろ
そ
れ
ぞ
れ
す
べ
て
に
、
歎
息
し
て
不
滿

に
思
う
氣
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
切
迫
し
た
言
葉
遣
い
は
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
は
深
く
切
實

な
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
（
變
風
之
體
、
意
在
言
外
。
有
全
篇
首
尾
皆
託
之
他
辭
、
乍
讀
之
、
茫
然
不
覺
所
謂
。
但
中
閒
冷
下
一
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19（368）　「言外の意」の遠近法

二
語
、
自
然
使
人
默
會
。
如
此
詩
極
言
其
人
容
貌
威
儀
技
藝
之
美
、
而
以
歎
息
之
辭
發
之
。
是
其
人
所
不
足
者
、
必
有
在
於
容
貌
威

儀
技
藝
之
外
矣
。
方
此
時
、
採
得
於
齊
、
未
有
序
說
、
不
知
所
刺
何
人
、
所
言
何
事
。
中
閒
有
展
我
甥
兮
一
句
、
只
一
甥
字
、
便
見

得
是
刺
魯
莊
公
。
只
一
展
字
、
便
見
得
是
人
以
魯
莊
爲
齊
侯
之
子
。
詩
人
設
爲
諱
護
之
辭
以
譏
之
。
讀
者
旣
默
會
其
意
、
乃
再
諷
詠

之
、
方
見
得
自
猗
嗟
而
下
、
句
句
稱
美
處
、
節
節
是
歎
息
不
滿
處
。
辭
不
急
迫
而
意
深
切
矣
）

詩
人
は
詩
篇
の
中
に
全
體
的
内
容
と
は
異
質
の
言
葉
を
一
、
二
語
忍
ば
せ
る
こ
と
で
、
讀
者
の
違
和
感
を
惹
起
し
、
そ
こ
か
ら
詩
人
の

祕
め
た
本
當
の
思
い
を
感
得
さ
せ
る
の
だ
と
、
嚴
粲
は
言
う
。
本
詩
で
言
え
ば
、
各
章
冒
頭
の
「
猗あ

あ嗟
」
の
語
、
第
二
章
「
展ま
こ
とに
我
が
甥

な
り
」
の
句
が
そ
れ
に
當
た
る
。

こ
の
内
、「
猗あ

あ嗟
」
の
語
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
。『
正
義（
11
（

』『
蘇
傳
』『
集
傳
』
い
ず
れ
も
毛
傳
の
「
猗
嗟
、
歎
辭
」
の
訓
釋
を
承
け
、

こ
の
語
が
詩
全
體
の
贊
美
の
基
調
と
異
質
の
感
情
を
表
し
て
い
て
、
詩
人
の
「
言
外
の
意
」
を
露
呈
す
る
語
と
は
認
識
し
て
い
る
。
し
か

し
三
者
は
い
ず
れ
も
、
詩
人
の
感
情
が
半
ば
無
意
識
の
内
に
表
白
さ
れ
た
も
の
と
捉
え
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
當
で
あ
り
、「
微
か
に

其
の
意
を
『
猗あ

あ嗟
』
の
辭
に
寓
す

0

0

」
と
言
い
、
詩
人
が
そ
の
効
果
を
計
算
し
て
意
識
的
に
插
入
し
た
語
で
あ
る
と
考
え
る
嚴
粲
と
は
距
離

が
あ
る
。

先
人
と
嚴
粲
と
の
意
識
の
違
い
は
、
嚴
粲
が
「
展ま

こ
とに
我
が
甥
な
り
」
を
言
外
の
意
と
關
わ
る
語
で
あ
る
と
捉
え
る
と
こ
ろ
に
よ
り
鮮
明

に
表
れ
る
。
嚴
粲
の
思
路
を
推
測
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う

―
讀
者
は
、「
猗あ

あ嗟
」
と
い
う
感
嘆
詞
を
見
て
、
本
詩
が
單
純
な

贊
美
の
詩
で
は
な
い
こ
と
を
漠
然
と
感
じ
取
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
で
は
詩
人
が
誰
の
何
を
歎
い
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
だ
け

で
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
こ
に
「
展ま

こ
とに
我
が
甥
な
り
」
と
い
う
も
う
一
つ
の
鍵
に
な
る
語
句
が
加
わ
る
。
齊
の
襄
侯
の
妹
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文
姜
の
生
ん
だ
魯
の
莊
公
が
襄
侯
の
「
甥
」
で
あ
る
と
い
う
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
を
、
詩
人
は
わ
ざ
わ
ざ
「
展ま
こ
とに
」
と
強
調
し
て
述
べ
る

こ
と
で
、
讀
者
に
詩
人
の
隱
さ
れ
た
意
圖
が
存
在
す
る
こ
と
に
改
め
て
氣
付
か
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
詩
の
表
面
か
ら
祕
め
隱
さ
れ
て
い

た
襄
侯
の
惡
德
に
も
自
ず
か
ら
批
判
の
光
が
照
射
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
氣
付
い
た
讀
者
が
再
度
詩
を
讀
み
直
す
と
、
詩

人
の
言
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
二
重
の
仕
掛
け
を
詩
人
は
仕
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る

―
と
。

こ
こ
か
ら
、
本
詩
の
「
言
外
の
意
」
が
詩
人
の
意
識
的
な
修
辭
技
法
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
詩
人
の
方
法
意
識
に
支
え
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
と
、
嚴
粲
が
は
っ
き
り
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
詩
人
か
ら
讀
者
へ
と
「
言
外
の
意
」
が
傳
達
さ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
說
明

す
る
點
で
、「
言
外
の
意
」
の
解
釋
シ
ス
テ
ム
を
よ
り
總
合
的
、
理
論
的
に
考
察
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
嚴
粲
の
「
言
外
の
意
」
に
對
す

る
認
識
の
、
先
人
の
そ
れ
と
明
確
に
異
な
る
獨
自
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
嚴
粲
は
「
言
外
の
意
」
を
詩
經
解
釋
に
本
格
的
に
導
入

し
た
學
者
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

＊
＊
＊
　
＊
＊
＊

右
の
考
察
を
踏
ま
え
、
別
の
詩
に
よ
っ
て
嚴
粲
の
「
言
外
の
意
」
認
識
の
特
徵
を
さ
ら
に
深
く
見
て
い
き
た
い
。
鄘
風
「
君
子
偕
老
」

小
序
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
君
子
偕
老
」
は
、
衞
の
〔
宣
公
〕
の
夫
人
〔
で
惠
公
の
母
で
あ
り
な
が
ら
、
義
理
の
息
子
公
子
頑が

ん

と
通
じ
た
宣
姜
〕
を
刺
っ
た

詩
で
あ
る
。
夫
人
は
淫
亂
で
、
夫
に
仕
え
る
道
を
失
っ
た
。
故
に
國
君
の
夫
人（

11
（

の
德
、
服
飾
の
盛
ん
な
る
樣
を
陳
述
し
、
そ
の
よ
う

で
あ
っ
て
こ
そ
君
子
と
人
生
を
共
に
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
を
言
う
（
君
子
偕
老
、
刺
衞
夫
人
也
。
夫
人
淫
亂
、
失
事
君
子
之
道
。
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21（366）　「言外の意」の遠近法

故
陳
人
君
之
德
、
服
飾
之
盛
、
宜
與
君
子
偕
老
也
）

小
序
に
も
觸
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
詩
全
三
章
は
、
基
本
的
に
國
君
の
夫
人
の
服
飾
容
貌
の
素
晴
ら
し
さ
を
贊
美
す
る
詩
句
が
連

ね
ら
れ
る
。
例
と
し
て
首
章
を
擧
げ
よ
う
。

君
子
偕
老　
　

君
子　

偕と
も

に
老
ゆ

副
笄
六
珈　
　

副ふ
く

し
笄け
い

し
六り
く

珈か

す

委
委
佗
佗　
　

委い

委い

佗た

佗た

た
り

如
山
如
河　
　

山
の
如
く
河
の
如
し

象
服
是
宜　
　

象
服　

是
れ
宜
し

子
之
不
淑　
　

子
が
淑よ

か
ら
ざ
る

云
如
之
何　
　

云こ
こ

に
如い
か
ん何
せ
ん

こ
の
よ
う
な
詩
が
ど
う
し
て
「
淫
亂
」
で
「
君
子
に
事つ
か

ふ
る
の
道
を
失
」
っ
た
「
衞
の
夫
人
を
刺
る
」
た
め
に
作
ら
れ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
か
、
こ
れ
が
本
詩
解
釋
の
重
要
な
問
題
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
嚴
粲
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

本
詩
は
、
た
だ
夫
人
の
服
飾
の
盛
ん
な
樣
、
容
貌
の
尊
い
樣
を
述
べ
る
だ
け
で
、
彼
女
の
淫
亂
な
行
い
に
は
言
い
及
ば
な
い
。
し
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か
し
詩
中
に
「
子
が
淑よ

か
ら
ざ
る
」
と
い
う
一
句
が
あ
り
、
そ
こ
に
批
判
の
思
い
は
す
べ
て
現
れ
て
い
る
。
衞
風
「
碩
人
」
の
詩
は

た
だ
莊
姜
の
美
し
さ
の
み
を
述
べ
、
莊
公
が
彼
女
を
禮
義
に
則
っ
て
迎
え
な
か
っ
た
こ
と
は
言
わ
な
い
け
れ
ど
、
し
か
し
詩
中
に

「
大
夫
夙は

や

く
退
け
〔
、
君
を
し
て
勞つ
か

れ
使
む
る
無
か
れ
〕」
と
い
う
二
語
が
あ
る（
11
（

。「
猗
嗟
」
の
詩
は
た
だ
魯
の
莊
公
の
素
晴
ら
し
さ

を
述
べ
、
彼
が
そ
の
母
が
不
義
を
犯
す
の
を
防
げ
な
か
っ
た
こ
と
は
言
わ
な
い
け
れ
ど
、
し
か
し
詩
中
に
「
展ま

こ
とに
我
が
甥
な
り
」
と

い
う
一
語
が
あ
る
。
こ
れ
ら
三
篇
の
詩
は
み
な
同
じ
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
詩
中
に
思
い
が
け
な
い
語
句
を
一
つ
二
つ
忍
ば

せ
な
が
ら
、
詩
人
の
意
圖
は
終
始
露
わ
に
し
て
い
な
い
（
此
詩
惟
述
夫
人
服
飾
之
盛
、
容
貌
之
尊
、
不
及
淫
亂
之
事
。
但
中
閒
有
子

之
不
淑
一
言
、
而
譏
刺
之
意
盡
見
。
碩
人
惟
述
莊
姜
之
美
、
不
言
莊
公
不
見
答
、
但
中
閒
有
大
夫
夙
退
二
語
、
猗
嗟
惟
述
魯
莊
之
美
、

不
言
不
能
防
閑
其
母
、
但
中
閒
有
展
我
甥
兮
一
語
。
三
詩
體
同
。
皆
中
閒
冷
下
一
二
語
、
而
首
尾
不
露
其
意
也
）

�

（「
君
子
偕
老
」
小
序
『
詩
緝
』）

嚴
粲
は
言
う

―
本
詩
は
衞
の
宣
姜
の
美
し
い
姿
を
贊
美
す
る
の
に
終
始
し
て
い
て
、
そ
の
淫
亂
を
直
接
的
に
刺
る
詩
句
は
な
い
。
た

だ
、
詩
人
は
「
子
が
淑
か
ら
ざ
る
」
と
い
う
句
を
紛
れ
込
ま
せ
た
。
本
詩
の
全
體
に
滿
ち
わ
た
る
贊
美
の
表
現
と
は
、
ま
っ
た
く
性
格
の

異
な
る
こ
の
語
句
に
讀
者
は
お
の
ず
か
ら
目
を
引
き
付
け
ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
詩
の
表
面
上
の
贊
美
が
か
り
そ
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に

氣
付
き
、
そ
の
裏
の
辛
辣
な
批
判
の
思
い
を
感
得
す
る
に
至
る

―
と
。
詩
人
は
故
意
に
自
分
の
眞
意
と
は
異
な
る
表
現
を
す
る
が
、
そ

こ
に
詩
全
體
の
基
調
と
は
ミ
ス
マ
ッ
チ
の
語
ま
た
は
句
を
さ
り
げ
な
く
忍
び
込
ま
せ
、
そ
れ
が
鍵
と
な
っ
て
詩
人
の
本
當
の
思
い
が
讀
者

に
傳
わ
る
、
そ
の
よ
う
な
仕
掛
け
を
施
す
作
詩
法
を
用
い
て
い
る
、
と
嚴
粲
は
考
え
る
。
平
穩
な
風
景
の
中
に
、
一
つ
だ
け
毛
色
の
違
う

物
が
混
じ
っ
て
い
て
、
そ
れ
に
目
を
留
め
違
和
感
を
感
じ
た
途
端
、
風
景
は
も
と
感
じ
ら
れ
て
い
た
平
穩
な
雰
圍
氣
を
喪
失
し
、
禍
々
し
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23（364）　「言外の意」の遠近法

い
相
貌
を
も
っ
て
現
前
す
る
、
そ
の
よ
う
な
映
像
表
現
に
も
似
た
修
辭
法
を
、
嚴
粲
は
本
詩
と
衞
風
「
碩
人
」、
そ
し
て
齊
風
「
猗
嗟
」

の
中
に
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

嚴
粲
の
「
君
子
偕
老
」
解
釋
に
は
、「
猗
嗟
」
解
釋
に
は
見
ら
れ
な
い
要
素
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
批
判
の
對
象
と
意
思
疏
通
す
る
た
め

に
本
詩
が
作
ら
れ
た
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
首
章
『
詩
緝
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

今
、
お
前
宣
姜
は
閒
違
っ
た
行
爲
を
し
で
か
し
、
夫
婦
仲
良
く
生
涯
を
送
る
道
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
い
う
こ
と
で
は
、
こ

の
よ
う
な
服
飾
の
豪
華
さ
は
い
っ
た
い
何
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
お
前
に
ふ
さ
わ
し
い
か
、
ふ
さ
わ
し
く
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
問
う

て
、
恥
を
知
ら
し
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
今
爾
宣
姜
之
爲
不
善
、
失
偕
老
之
道
、
則
於
此
服
飾
之
盛
爲
如
何
乎
。
宜
乎
不

宜
乎
。
問
之
、
使
自
愧
也
）

「
之
に
問
ひ
て
、
自
ら
愧は

ぢ
使
む
」
と
言
い
、
嚴
粲
は
、
詩
人
が
宣
姜
に
向
け
て
詰
問
し
、
そ
の
廉
恥
心
を
喚
起
し
よ
う
と
し
て
い
る

と
解
釋
す
る
。
第
二
章
「
胡な

ん

ぞ
然し
か

く
天
の
而ご
と

き
や
」「
胡な
ん

ぞ
然し
か

く
帝
の
而ご
と

き
や
」
と
い
う
、
宣
姜
の
美
し
さ
を
驚
き
訝
し
む
疑
問
の
句
に

つ
い
て
、『
詩
緝
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

彼
女
の
服
飾
の
豪
華
さ
、
容
貌
の
美
し
さ
は
、
こ
れ
を
眺
め
れ
ば
ま
さ
に
天
女
に
見
ま
ご
う
ば
か
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
い
っ
た

い
何
の
た
め
に
あ
る
の
か
と
言
う
。
故
意
に（

11
（

〔「
胡な
ん

ぞ
然し
か

く
天
の
而ご
と

き
や
、
胡な
ん

ぞ
然し
か

く
帝
の
而ご
と

き
や
」
と
い
う
〕
問
い
か
け
の
言
葉

の
形
を
と
り
、
宣
姜
に
自
ら
反
省
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
尊
く
氣
高
い
服
飾
容
貌
を
持
ち
な
が
ら
、
よ
ろ
し
か
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ら
ぬ
行
い
を
す
る
こ
と
が
ど
う
し
て
許
さ
れ
よ
う
か
（
言
其
服
飾
之
盛
、
容
貌
之
美
、
望
之
猶
天
人
然
。
是
何
爲
如
此
也
。
設
爲
問

辭
、
令
宣
姜
自
省
思
之
。
豈
可
以
如
是
尊
嚴
之
服
飾
容
貌
、
而
爲
不
淑
之
行
乎
）

「
問
辭
を
設
け
爲
し
、
宣
姜
を
し
て
自
ら
之
を
省
思
せ
令
む
」
と
言
い
、
宣
姜
に
外
見
に
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ
自
分
の
不
道
德
な
振
る
舞

い
を
反
省
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
解
釋
す
る（

11
（

。
詩
人
が
宣
姜
に
反
省
を
促
す
目
的
で
、
彼
女
に
向
き
合
っ
て
刺
っ
て
い
る
と
、
嚴
粲
は

考
え
て
い
る（

11
（

。

こ
の
よ
う
に
本
詩
は
、
宣
姜
と
い
う
具
體
的
な
對
象
に
向
か
っ
て
、
そ
の
罪
惡
を
自
覺
さ
せ
、
不
道
德
な
行
い
を
止
め
さ
せ
る
た
め
に

說
得
す
る
と
い
う
明
確
な
目
的
意
識
を
持
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
だ
と
嚴
粲
は
考
え
て
い
る
。「
言
外
の
意
」
の
修
辭
表
現
も
、
こ
の
目
的

に
寄
與
す
る
。
宣
姜
の
氣
持
ち
に
配
慮
し
、
詩
人
の
言
葉
が
受
け
入
れ
や
す
く
す
る
よ
う
に
全
體
と
し
て
は
彼
女
を
贊
美
す
る
言
葉
を
連

ね
な
が
ら
、
急
所
に
彼
女
に
對
す
る
自
分
の
不
滿
を
暗
示
す
る
言
葉
を
織
り
交
ぜ
た
。「
言
外
の
意
」
は
、
詩
人
と
宣
姜
と
の
意
思
疏
通

を
圓
滑
に
行
い
、
彼
女
を
善
導
す
る
た
め
の
工
夫
の
一
環
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
本
詩
が
宣
姜
を
刺
る
詩
で
あ
る
以
上
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
當
然
の
こ
と
で
は
な
い
か
、
現

に
首
章
に
「
子
の
淑
か
ら
ざ
る
」
と
第
二
人
稱
が
用
い
ら
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
と
い
う
反
論
が
出
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
實
際
に
は
歷

代
の
解
釋
に
お
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
性
が
自
然
に
讀
み
取
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
い
例
が
鄭
箋
で
あ
る
。
首
章

鄭
箋
に
、お

前
は
そ
の
服
飾
こ
そ
こ
ん
な
に
も
美
し
い
が
、
よ
か
ら
ぬ
行
い
を
し
で
か
し
て
い
る
。
こ
れ
は
禮
に
照
ら
し
て
ど
う
考
え
る
べ
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25（362）　「言外の意」の遠近法

き
か
。〔
こ
の
よ
う
に
言
う
の
は
〕
宣
姜
を
深
く
憎
ん
で
い
る
の
で
あ
る
（
子
乃
服
飾
如
是
、
而
爲
不
善
之
行
。
於
禮
當
如
之
何
。

深
疾
之
）

と
言
い
、
卒
章
鄭
箋
に
、

宣
姜
が
こ
の
よ
う
な
豪
華
な
服
を
着
て
い
な
が
ら
、
淫
ら
で
愚
か
な
行
爲
で
國
を
亂
し
て
い
る
の
を
憎
ん
だ
が
故
に
、
こ
の
よ
う

に
歌
う
の
で
あ
る
（
疾
宣
姜
有
此
盛
服
而
以
淫
昏
亂
國
、
故
云
然
）

と
言
う
。
鄭
玄
は
、
詩
人
の
宣
姜
に
對
す
る
感
情
を
「
疾に

く

む
」
と
い
う
語
で
表
現
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
宣
姜
の
道
德
的
覺
醒
を
促
す

た
め
に
意
思
疏
通
を
圖
ろ
う
と
す
る
詩
人
の
姿
は
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
宣
姜
を
一
方
的
に
嫌
惡
し
善
惡
の
基
準
で
切
り
捨
て
よ
う
と

す
る
態
度
を
、
鄭
玄
は
見
出
し
て
い
る
。

朱
熹
も
、「
今
宣
姜
の
不
善
な
る
こ
と
乃
ち
此
の
如
し
。
是
の
服
有
り
と
雖
も
、
亦
た
將
た
之
を
如
何
せ
ん
哉
。
稱か

な

は
ざ
る
を
言
ふ
（
今

宣
姜
之
不
善
乃
如
此
。
雖
有
是
服
、
亦
將
如
之
何
哉
。
言
不
稱
也
）」（
首
章
『
集
傳
』）「
其
の
徒た

だ
に
美
色
有
り
て
人
君
た
る
の
德
無
き

を
見あ

ら
はす
（
見
其
徒
有
美
色
而
無
人
君
之
德
也
）」（
卒
章
『
集
傳
』）
と
言
う
よ
う
に
、
詩
人
が
宣
姜
を
善
惡
の
基
準
か
ら
評
價
し
て
い
る

と
解
釋
し
て
い
て
、
彼
が
宣
姜
と
の
意
思
疏
通
を
圖
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
は
見
出
せ
な
い
。

嚴
粲
の
認
識
の
あ
る
い
は
先
導
者
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
は
、
呂
祖
謙
の
解
釋
で
あ
る
。
卒
章
『
呂
記
』
に
次
の
よ

う
に
言
う
。
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首
章
末
に
「
子
の
淑
か
ら
ざ
る
、
云
に
如
何
せ
ん
」
と
言
う
の
は
、
宣
姜
を
責
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
章
末
に
「
胡
然
と
し

て
天
な
り
、
胡
然
と
し
て
帝
な
り
」
と
言
う
の
は
、
宣
姜
に
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
卒
章
末
に
「
展ま

こ
とに
之か
く

の
如
き
人
、
邦く
に

の
媛
な

り
」
と
言
う
の
は
、
宣
姜
を
惜
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
表
現
は
次
第
に
婉
曲
に
な
っ
て
い
き
、
思
い
は
次
第
に
深
く
な
っ
て
い
る

（
一
章
之
末
、
子
之
不
淑
、
云
如
之
何
、
責
之
也
。
二
章
之
末
云
、
胡
然
而
天
也
。
胡
然
而
帝
也
、
問
之
也
。
三
章
之
末
云
、
展
如

之
人
兮
、
邦
之
媛
也
、
惜
之
也
。
辭
益
婉
而
意
益
深
矣
）

二
章
『
呂
記
』
の
「
之
に
問
ふ
」
は
、『
詩
緝
』
の
「
設
け
て
問
辭
を
爲
す
」
に
、
卒
章
『
呂
記
』
の
「
之
を
惜
し
む
」
は
『
詩
緝
』

に
「
歎
惜
不
滿
の
意
」
と
言
う
の
に
重
な
る
。
こ
れ
か
ら
考
え
る
と
、
嚴
粲
の
解
釋
は
呂
祖
謙
の
影
響
を
受
け
て
い
る
可
能
性
が
あ
る（

11
（

。

た
だ
し
、『
呂
記
』
で
は
詩
人
が
宣
姜
に
向
け
て
意
思
疏
通
を
圖
ろ
う
と
努
め
て
い
る
と
い
う
理
解
は
、
い
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
。

そ
れ
は
特
に
首
章
『
呂
記
』
で
は
「
之
を
責
む
」
と
し
て
い
る
の
に
對
し
て
、『
詩
緝
』
で
は
「
之
に
問
ひ
て
、
自
ら
愧
ぢ
使
む
る
な
り
」

と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
表
れ
て
い
る
。『
呂
記
』
で
は
、
詩
人
が
宣
姜
に
一
方
的
に
言
い
募
り
斷
罪
し
て
い
る
と
解
釋
す
る
の
に
對
し
て
、

『
詩
緝
』
の
解
釋
で
は
粘
り
強
く
相
手
の
反
省
を
待
つ
印
象
が
あ
る
。

『
詩
緝
』
に
お
け
る
「
言
外
」
の
語
の
所
在
の
大
多
數
は
國
風
が
占
め
て
い
る（

11
（

。
黃
忠
愼
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
嚴
粲
は
「
意
は
言

外
に
在
り
」
が
國
風
に
特
徵
的
な
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、「
毛
詩
大
序
」
の
、「
政
小
大
有
り
、
故
に
小
雅
有

り
、
大
雅
有
り
（
政
有
小
大
、
故
有
小
雅
焉
、
有
大
雅
焉
）」
に
つ
い
て
、『
詩
緝
』
に
、

思
う
に
優
し
く
柔
ら
か
で
事
柄
の
奧
襞
に
分
け
入
り
、
思
い
は
言
葉
の
外
に
あ
る
と
い
う
の
は
、
風
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
（
蓋
優
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柔
委
曲
、
意
在
言
外
者
、
風
之
體
也
）

と
言
う
と
こ
ろ
に
も
表
れ
て
い
る（
11
（

。

彼
は
、
國
風
の
詩
の
作
者
を
指
す
「
風
人
」
と
い
う
語
を
し
ば
し
ば
用
い
る（

1（
（

が
、
そ
の
用
例
を
見
る
と
「
言
外
」
お
よ
び
そ
の
類
語
と

と
も
に
現
れ
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
、
周
南
「
螽
斯
」『
詩
緝
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

本
詩
の
思
い
は
、
す
べ
て
「
宜
爾
」
二
字
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。
風
人
の
意
は
言
外
に
あ
る
。
彼
は
、
后
妃
の
子
孫
が
お
お
ぜ
い

な
の
を
見
て
、
こ
の
よ
う
で
あ
る
の
は
當
た
り
前
だ
と
た
だ
そ
れ
だ
け
言
い
、
人
々
に
そ
の
當
た
り
前
で
あ
る
理
由
は
い
っ
た
い
な

に
故
な
の
か
を
考
え
さ
せ
、
明
確
に
答
え
を
言
わ
な
い
。
嫉
妬
し
な
い
が
故
に
こ
の
よ
う
な
〔
子
孫
繁
榮
の
〕
狀
態
を
も
た
ら
し
た

の
で
あ
る
（
此
詩
之
意
全
在
宜
爾
二
字
。
風
人
意
在
言
外
。
見
后
妃
子
孫
衆
多
。
但
言
宜
其
如
此
。
使
人
自
思
其
所
以
宜
者
何
故
而

不
明
言
之
。
謂
由
不
妬
忌
而
致
此
也
）

本
例
で
嚴
粲
は
、
詩
人
が
讀
者
が
自
發
的
に
思
考
を
巡
ら
す
よ
う
仕
向
け
る
た
め
に
、
眞
に
傳
え
た
い
こ
と
を
意
識
的
に
言
わ
な
い
で

殘
し
た
と
考
え
て
い
る
。「
君
子
偕
老
」「
猗
嗟
」
に
お
い
て
詩
句
表
現
と
詩
人
の
眞
意
が
逆
方
向
で
あ
っ
た
と
は
異
な
り
、
本
例
で
は
詩

句
表
現
と
詩
人
の
眞
意
と
の
閒
に
屈
折
は
な
い
が
、
や
は
り
、
詩
人
が
修
辭
的
效
果
を
考
え
て
傳
え
た
い
内
容
を
敢
え
て
言
わ
ず
、
た
だ

鍵
と
な
る
「
宜む

べ

な
り
爾な
ん
じ」
を
忍
び
込
ま
せ
、
詩
人
の
眞
意
の
存
在
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
と
嚴
粲
は
考
え
る（
11
（

。
そ
し
て
そ
の
鍵
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
な
る
詩
人
の
眞
意
「
妬
忌
せ
ざ
る
に
由
り
て
此
を
致
す
」
は
、
ま
さ
し
く
「
螽
斯
」
序
に
、「
螽
斯
の
若
く
妬
忌
せ
ざ
れ
ば
則
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ち
子
孫
衆
多
な
る
を
言
ふ
な
り
」
を
承
け
た
も
の
で
、
本
詩
の
「
言
外
の
意
」
も
、
小
序
と
詩
文
と
の
懸
隔
を
繫
ぐ
も
の
と
し
て
考
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
な
例
に
見
ら
れ
る
嚴
粲
の
解
釋
に
據
れ
ば
、
詩
人
の
心
は
詩
を
歌
っ
て
聞
か
せ
る
相
手
、
あ
る
い
は
讀
者
に
向
か
っ
て
開
か

れ
て
い
る
。「
言
外
の
意
」
と
配
慮
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
性
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
た
め
の
具
體
的
な
仕
掛
け
を

見
出
し
て
い
る
點
で
、
嚴
粲
の
「
言
外
の
意
」
認
識
は
獨
自
性
を
持
っ
て
い
る
。

4
　
嚴
粲
の
「
言
外
の
意
」
に
對
す
る
も
う
一
つ
の
認
識

前
節
で
は
、
嚴
粲
が
「
言
外
の
意
」
を
、
讀
者
に
印
象
的
に
自
分
の
眞
意
を
傳
え
る
た
め
の
意
識
的
な
修
辭
表
現
と
考
え
て
い
た
樣
子

を
見
た
。
し
か
し
『
詩
緝
』
の
中
に
は
、
こ
れ
と
は
や
や
性
格
を
異
に
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
「
言
外
の
意
」
も
あ
る
。
邶
風

「
燕
燕
」
首
章
『
詩
緝
』
に
言
う
。

風
人
は
盡
き
せ
ぬ
思
い
を
胸
に
祕
め
て
い
る
が
、
本
詩
は
た
だ
離
別
の
恨
み
だ
け
を
敍
述
し
て
お
り
、
息
子
が
弑
殺
さ
れ
國
が
危

機
に
瀕
し
て
い
る
こ
と
に
對
す
る
憂
え
は
、
み
な
ひ
っ
そ
り
と
表
現
さ
れ
な
い
内
に
込
め
ら
れ
て
い
る
（
風
人
含
不
盡
之
意
。
此
但

敍
離
別
之
恨
、
而
子
弑
國
危
之
戚
、
皆
隱
然
在
不
言
之
中
矣
）

「
隱
然
と
し
て
言
は
ざ
る
の
中
に
在
り
」
と
は
、「
言
外
の
意
」
に
當
た
る
だ
ろ
う
。
嚴
粲
は
、
詩
人
は
止
め
よ
う
も
な
く
湧
き
上
が
る

思
い
を
胸
に
抱
い
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
具
體
的
内
容
は
詩
に
表
現
さ
れ
ず
心
の
内
に
ひ
っ
そ
り
と
隱
さ
れ
て
い
る
と
言
う
。
彼
は
、
な
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ぜ
詩
人
が
言
わ
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
詩
小
序
『
詩
緝
』
は
、
朱
熹
の
「
莊
姜
作
る
」
と
い
う
注
を
引
く
。「
莊
姜
」
と
は
衞
の
莊
公
の
夫
人
で
あ
る
。
小
序
と
そ
の
鄭
箋

に
據
れ
ば
、
衞
の
莊
姜
に
は
子
供
が
な
か
っ
た
が
、
彼
女
と
仲
の
良
か
っ
た
莊
公
の
妾
戴た

い

嬀き

が
生
ん
だ
公
子
完か
ん

を
自
分
の
息
子
と
し
て
可

愛
が
っ
て
い
た
。
莊
公
の
死
後
、
完
が
後
を
繼
い
だ
が
、
莊
公
の
庶
子
の
州

し
ゆ
う

吁く

の
手
に
か
か
っ
て
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
完
の
死
後
、
實

母
の
戴
嬀
は
實
家
に
戻
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
莊
姜
は
彼
女
を
遠
く
ま
で
見
送
り
、
自
分
の
思
い
を
表
す
た
め
に
本
詩
を
作
っ
た
と
言

う
。
す
な
わ
ち
、
本
詩
は
莊
姜
が
今
や
別
れ
よ
う
と
す
る
戴
嬀
に
向
け
て
歌
わ
れ
た
詩
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
同
じ
悲
歎
を
味
わ
う
者
同
士

の
心
の
交
流
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
「
言
外
の
意
」
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
詩
篇
の
よ
う
な
、
自
分
の
眞
意
を
隱
蔽
し
つ
つ
そ
れ
と
な

く
傳
え
る
と
い
う
、
意
識
的
な
修
辭
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
莊
姜
の
心
の
中
に
思
い
が
鬱
積
し
て
、
彼
女
自
身
も

そ
れ
を
言
語
に
表
現
し
盡
く
せ
な
い
と
い
う
狀
況
の
も
と
で
「
言
外
の
意
」
が
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
う
一
つ
の
例
を
擧
げ
よ
う
。
衞
風
「
河
廣
」
首
章
『
詩
緝
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

夫
人
は
義
と
し
て
宋
國
に
は
行
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
が
、
彼
女
は
虛
構
し
て
、
あ
る
人
が
宋
國
は
遠
い
か
ら
行
っ
て
は
い

け
な
い
と
自
分
が
歸
る
の
を
邪
魔
し
た
と
し
て
歌
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
言
葉
に
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
の
結
ぼ
れ

を
ほ
ぐ
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
夫
人
義
不
可
以
往
宋
、
而
設
爲
或
人
以
遠
沮
己
已
。
爲
辭
以
解
之
）

嚴
粲
は
、
本
詩
を
宋
の
襄
公
の
母
親
が
作
っ
た
詩
と
考
え
て
い
る
。
彼
女
は
衞
の
出
身
で
宋
の
桓
公
に
嫁
ぎ
、
後
の
襄
公
を
生
ん
だ
が
、

離
緣
さ
れ
衞
に
歸
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
息
子
の
襄
公
が
卽
位
し
、
彼
女
は
息
子
に
會
い
た
い
思
い
が
募
っ
た
が
、
離
緣
さ
れ
た
夫
人
は
二
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度
と
そ
の
地
に
戻
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
禮
の
規
定
に
縛
ら
れ
て
い
た
た
め
に
叶
わ
ぬ
思
い
を
晴
ら
そ
う
と
し
て
、
本
詩
を
作
っ
た

と
言
う
。
つ
ま
り
、
嚴
粲
は
本
詩
を
宋
の
襄
公
の
母
親
の
獨
白
の
詩
と
取
り
、
誰
か
に
自
分
の
氣
持
ち
を
傳
え
よ
う
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
性
は
想
定
し
て
い
な
い
。
嚴
粲
は
ま
た
次
の
よ
う
に
言
う
。

宋
國
に
行
き
た
い
と
い
う
思
い
が
切
實
な
の
で
、
宋
國
へ
の
道
の
り
が
遠
い
の
に
そ
れ
を
近
い
と
言
う
。
本
當
に
行
こ
う
と
し
て

い
る
か
の
よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
。
子
供
を
思
う
氣
持
ち
が
詩
句
の
外
に
ひ
っ
そ
り
と
込
め
ら
れ
て
い
る
（
欲
往
之
切
、
故
謂
遠
爲

近
。
若
眞
欲
往
宋
者
。
思
子
之
情
隱
然
於
言
外
矣
）

襄
公
の
母
は
、
子
を
思
う
情
を
意
圖
し
て
隱
蔽
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
思
い
が
心
に
渦
卷
い
て
言
葉
に
は
言
い
表
せ
な
い
ほ
ど
で

あ
る
。
こ
う
し
た
狀
況
に
つ
い
て
、
嚴
粲
は
「
言
外
に
隱
然
た
り
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
二
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
嚴
粲
の
「
言
外

の
意
」
に
は
、
前
節
で
見
た
意
識
的
な
修
辭
表
現
の
他
に
、
詩
人
の
感
情
の
深
さ
の
現
れ
、
表
現
し
よ
う
と
し
て
も
言
葉
に
な
ら
な
い
思

い
と
い
う
性
格
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二
種
類
の
「
言
外
の
意
」
認
識
は
、
ま
っ
た
く
別
個
の
も
の
と
し
て
竝
立
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
修
辭
性
を

持
っ
た
「
言
外
の
意
」
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
生
ま
れ
る
の
は
、
心
的
交
流
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
い
た
い
、
ま
た
は
相
手
に
悟
ら
せ
た
い
と

い
う
、
配
慮
・
關
心
と
い
う
心
的
狀
態
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
と
、
嚴
粲
は
考
え
て
い
る
。
詩
人
は
自
分
の
思
い
を
一
方
的
に
表
現

し
て
滿
足
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
相
手
に
理
解
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
意
欲
を
抱
き
、
そ
の
た
め
に
相
手
の
心
情
に
配
慮
し
、
ま

た
効
果
的
に
傳
え
る
た
め
に
修
辭
的
技
法
を
用
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
何
が
な
ぜ
隱
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
内
容
に
對
す
る
關
心
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だ
け
だ
け
で
は
な
く
、
隱
す
と
い
う
選
擇
を
す
る
に
到
っ
た
、
詩
人
の
心
性
や
置
か
れ
た
狀
況
を
含
め
て
詩
を
味
わ
お
う
と
す
る
態
度
が

見
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
彼
は
、
眞
意
を
隱
す
と
こ
ろ
に
詩
人
の
人
柄
、
お
よ
び
そ
の
感
情
を
讀
み
取
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考

え
れ
ば
、
修
辭
性
に
着
目
し
た
「
言
外
の
意
」
も
、
詩
人
の
人
閒
に
對
す
る
思
い
の
深
さ
の
表
れ
と
し
て
あ
り
、
こ
の
點
で
二
種
類
の
「
言

外
の
意
」
認
識
は
結
び
つ
く
。

嚴
粲
は
、
毛
詩
大
序
の
「
言
ふ
者
は
罪
無
し
、
聞
く
者
は
以
て
戒
む
る
に
足
れ
り
」
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
性
を
見
出
し
た
が
、
こ

れ
に
よ
っ
て
、
思
い
や
り
深
い
詩
人
と
い
う
理
解
が
生
ま
れ
た
。
こ
れ
は
、
彼
の
「
優
柔
委
曲
」
と
い
う
風
人
認
識
と
親
和
的
な
人
間
像

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
嚴
粲
の
詩
經
學
の
中
で
二
種
類
の
「
言
外
の
意
」

―
效
果
的
な
傳
達
と
い
う
目
的
意
識
を
持
っ
た
修
辭
技

法
と
し
て
の
「
言
外
の
意
」
と
、
傳
達
を
目
的
と
し
な
い
、
詩
人
の
思
い
の
深
さ
の
自
然
な
現
れ
と
し
て
の
「
言
外
の
意
」

―
が
融
和

し
つ
つ
存
在
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

5
　
自
然
に
滲
み
出
る
も
の
と
し
て
の
「
言
外
の
意
」

筆
者
は
以
前
、
淸
朝
考
證
學
を
代
表
す
る
戴
震
が
、
そ
の
若
年
の
詩
經
注
釋
書
『
戴
補
傳
』
の
中
で
、
嚴
粲
の
「
言
外
の
意
」
論
を
引

用
し
、
さ
ら
に
嚴
粲
の
「
言
外
の
意
」
認
識
を
獨
自
の
詩
篇
解
釋
に
應
用
し
て
い
る
樣
子
を
考
察
し
た（

11
（

。「
言
外
の
意
」
を
詩
人
の
意
圖

的
修
辭
技
法
で
あ
る
と
し
、
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
性
を
重
視
し
た
嚴
粲
の
說
が
、
淸
朝
に
至
る
ま
で
長
く
影
響
力
を
持
ち
續
け
た

こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
一
方
で
筆
者
は
、
戴
震
の
同
時
代
の
學
者
で
あ
る
翁
方
綱
の
詩
經
研
究
書
『
詩
附
記
』
を
檢
討
し
、
翁
方
綱
が
嚴
粲
の
「
言
外
の

意
」
認
識
に
批
判
的
だ
っ
た
こ
と
も
考
察
し
た（

11
（

。
翁
方
綱
は
、
詩
經
の
詩
篇
は
理
屈
に
よ
っ
て
說
明
し
き
れ
な
い
も
の
を
孕
ん
で
い
る
、
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分
析
的
に
解
讀
で
き
な
い
曖
昧
で
渾
然
一
體
と
し
た
と
こ
ろ
（
翁
方
綱
の
言
葉
で
言
え
ば
「
渾
」「
渾
括
」）
に
こ
そ
詩
の
本
質
が
あ
る
と

い
う
認
識
を
強
く
持
っ
て
い
て
、
そ
の
よ
う
な
視
點
か
ら
、
嚴
粲
の
解
釋
は
過
度
に
理
屈
に
固
執
し
た
（
翁
方
綱
の
言
葉
で
言
え
ば
「
泥
」）

も
の
と
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
る（

11
（

。
嚴
粲
の
「
言
外
の
意
」
說
は
、
繼
承
者
と
と
も
に
眞
っ
正
面
か
ら
の
批
判
者
も
持
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
翁
方
綱
の
嚴
粲
批
判
は
、
嚴
粲
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
異
な
る
認
識
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考

え
る
た
め
に
、
本
節
で
は
、「
言
外
の
意
」
說
が
元
明
の
詩
經
學
者
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
た
か
を
見
て
い
き
た
い
。

明
・
鍾
惺
『
批
點
詩
經
』
は
、「
猗
嗟
」
に
次
の
よ
う
な
眉
批
を
付
け
て
い
る
。

魯
の
莊
公
の
優
れ
た
點
を
歌
い
な
が
ら
、
每
章
每
章
「
猗あ

あ嗟
」
の
二
文
字
を
付
け
加
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
惜
し
い

と
思
う
氣
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
（
道
他
好
處
、
却
章
章
著
猗
嗟
二
字
、
多
少
感
惜
）

本
詩
が
全
體
と
し
て
は
魯
の
莊
公
を
贊
美
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
毎
章
現
れ
る
「
猗あ

あ嗟
」
と
い
う
感
歎
詞
が
詩
人
の
本
當
の
氣
持
ち
を

傳
え
て
い
る
と
言
う
。「
却
っ
て
章
章
著
く
」
と
言
う
と
こ
ろ
か
ら
、
鍾
惺
が
「
猗あ

あ嗟
」
を
詩
人
が
意
識
的
に
插
入
し
た
言
葉
と
捉
え
て

い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
詩
句
が
表
現
し
て
い
る
の
が
詩
人
が
本
當
に
傳
え
た
い
こ
と
で
は
な
い
こ
と
、
し
か
し
詩
中
に
讀
者
が
そ
れ
に

氣
が
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
詩
人
の
隱
れ
た
本
當
の
思
い
が
明
ら
か
に
な
る
言
葉
を
詩
人
が
插
入
し
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
ら
に
は
嚴
粲
の

「
言
外
の
意
」
認
識
と
相
似
た
點
が
認
め
ら
れ
る
。

し
か
し
、
鍾
惺
に
は
「
猗あ

あ嗟
」
が
、
詩
人
が
讀
者
の
讀
解
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
い
う
方
法
意
識
に
よ
っ
て
仕
掛
け
た
言
葉
で
あ

る
と
い
う
、
嚴
粲
に
見
ら
れ
た
認
識
は
稀
薄
で
あ
る
。
む
し
ろ
彼
は
、
詩
人
の
抑
え
が
た
い
「
感
惜
」
の
情
が
「
猗あ

あ嗟
」
の
語
を
付
け
加
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33（354）　「言外の意」の遠近法

え
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
鍾
惺
に
は
詩
人
の
言
う
に
言
わ
れ
ぬ
混
沌
と
し
た
心
理
狀

態
そ
の
も
の
を
全
體
と
し
て
受
け
入
れ
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
表
現
を
味
わ
う
態
度
が
見
ら
れ
る
。
讀
者
に
對
す
る
効
果
を
狙
っ
て
仕
掛

け
た
措
辭
と
讀
み
取
ら
な
い
點
は
、『
正
義
』『
蘇
傳
』『
呂
記
』『
集
傳
』
に
近
い
。

明
末
淸
初
の
賀
貽
孫
の
詩
經
注
釋
書
『
詩
觸
』
は
、「
猗
嗟
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

本
詩
に
も
し
冒
頭
の
「
猗あ

あ嗟
」
の
二
字
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、「
君
子
偕
老
」
に
も
し
「
云
に
如
何
せ
ん
（
云
如
之
何
）」
の
四
字

が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
兩
詩
は
ど
ち
ら
も
全
篇
贊
嘆
の
言
葉
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
贊
嘆
の
勢
い
餘
っ
た
と

こ
ろ
は
、
こ
れ
す
な
わ
ち
不
足
を
感
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
魯
の
莊
公
の
威
儀
や
技
藝
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、
た
い
へ
ん
に
素
晴

ら
し
い
。
し
か
し
そ
の
贊
嘆
の
餘
り
餘
っ
た
と
こ
ろ
が
彼
に
足
り
な
い
と
こ
ろ
だ
と
い
う
の
は
、
心
に
了
解
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

「
展ま

こ
とに
我
が
甥
な
り
」
と
い
う
言
葉
は
、
確
か
に
「
微
詞
」
に
屬
す
る（
11
（

が
、
し
か
し
そ
れ
を
こ
と
さ
ら
に
穿
鑿
す
る
必
要
は
な
い
。

穿
鑿
し
た
な
ら
ば
、
う
す
ら
ぼ
ん
や
り
し
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。〔
卒
章
の
〕「
以
て
亂
を
禦ふ

せ

ぐ
」
と
い
う
句
に
つ
い
て
も
、
そ

の
「
言
外
の
意
」
は
な
に
か
と
說
明
す
る
必
要
は
な
い
。
お
よ
そ
詩
人
の
素
晴
ら
し
さ
と
い
う
の
は
說
明
不
能
な
所
に
こ
そ
あ
る
。

そ
れ
は
こ
う
い
う
こ
と
だ
と
說
明
で
き
る
も
の
は
、
す
べ
て
「
詩
」
で
は
な
い
（
此
詩
若
無
發
首
猗
嗟
二
字
、
偕
老
篇
若
無
云
如
之

何
四
字
、
竟
是
一
篇
贊
詞
。
然
贊
嘆
有
餘
處
、
卽
是
不
足
處
。
若
曰
威
儀
技
藝
則
旣
美
矣
。
言
其
有
餘
則
其
不
足
者
可
以
意
會
也
。

展
我
甥
兮
、
雖
屬
微
詞
、
然
不
必
鑿
破
。
鑿
則
呆
矣
。
以
禦
亂
兮
、
言
外
之
意
、
亦
不
必
說
出
。
大
凡
詩
人
妙
處
在
不
可
說
。
其
可

說
者
皆
非
詩
也
）
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「
猗
嗟
」
に
は
、
詩
句
に
表
現
さ
れ
た
贊
美
と
は
正
反
對
の
「
言
外
の
意
」
が
存
在
す
る
こ
と
、
ま
た
、「
君
子
偕
老
」
を
竝
列
し
て
論

じ
、
兩
詩
が
い
ず
れ
も
讀
者
に
違
和
感
を
與
え
る
「
猗あ

あ嗟
」「
云
に
如
何
せ
ん
」
と
い
う
語
を
持
ち
、
そ
れ
が
詩
人
の
本
當
の
思
い
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
の
鍵
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
說
明
し
て
い
る
の
は
、
嚴
粲
と
共
通
す
る
。
た
だ
、「
贊
嘆
餘
り
有
る
の
處
は
、
卽
ち
是

れ
足
ら
ざ
る
處
」
と
い
う
賀
貽
孫
の
言
葉
か
ら
は
、
鍵
と
な
る
言
葉
が
詩
人
の
作
爲
性
に
基
づ
く
意
識
的
な
修
辭
技
法
に
よ
っ
て
選
ば
れ

た
と
い
う
嚴
粲
の
よ
う
な
認
識
は
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
自
分
の
眞
意
を
覆
い
隱
そ
う
と
す
る
の
が
過
度
に
な
る
と
、
逆
に
そ
こ
か
ら

隱
さ
れ
た
眞
意
が
漏
れ
出
て
し
ま
う
と
い
う
說
明
に
は
、
鍾
惺
の
認
識
に
近
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。

賀
貽
孫
が
「
展ま

こ
とに
我
が
甥
な
り
」「
以
て
亂
を
禦
ぐ
」
と
い
う
語
に
「
言
外
の
意
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
し
か
し
そ
れ

を
穿
鑿
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
彼
が
「
言
外
の
意
」
の
内
實
を
解
析
す
る
こ
と
を
愼
む
態
度
を
持
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
嚴
粲
の
解
釋
態
度
と
は
ま
っ
た
く
正
反
對
の
も
の
で
、
そ
れ
に
對
す
る
眞
っ
向
か
ら
の
批
判
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
。

賀
貽
孫
は
な
ぜ
、「
言
外
の
意
」
を
穿
鑿
す
る
の
に
反
對
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
、「
鑿う

が

て
ば
則
ち
呆
」、
穿
鑿
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
詩
篇
が
平
凡
で
つ
ま
ら
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
と
言
う
。
さ
ら
に
、「
其
の
說
く
べ
き
者
は
皆
な
詩
に
非
ざ
る
な
り
」
と
も
言
う
。

明
々
白
々
に
で
き
る
も
の
の
中
に
は
、
詩
の
本
質
は
存
在
し
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
ポ
エ
ジ
ー
は
本
質
的
に
論
理
に
よ
っ
て

說
明
し
き
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
「
言
外
の
意
」
は
說
明
し
よ
う
と
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
彼
が
「
以
て
意
會
す
べ
し
」
と
い
う
の
も
、
意
圖
せ
ず
に
自
然
に
理
解
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
詩
人
と
讀
者
と
の
心
理
的
な

共
鳴
現
象
を
言
っ
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
翁
方
綱
は
詩
篇
の
「
渾
」
と
い
う
性
格
を
重
視
し
、
詩
篇
の
本
質
は
分
析
的
な
解
釋
に
よ
っ
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
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35（352）　「言外の意」の遠近法

と
考
え
、
理
屈
に
拘
る
解
釋
態
度
を
「
不
必
泥
」
と
戒
め
、
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
嚴
粲
の
「
言
外
の
意
」
認
識
に
基
づ
く
解
釋
が
「
泥
」

で
あ
る
と
言
っ
て
批
判
し
た
。
翁
方
綱
の
認
識
は
賀
貽
孫
の
說
と
極
め
て
似
て
お
り
、
共
通
の
解
釋
理
念
に
基
づ
い
て
い
る
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
。

と
同
時
に
、
賀
貽
孫
の
解
釋
に
は
嚴
粲
の
「
言
外
の
意
」
說
と
共
通
す
る
部
分
も
見
ら
れ
た
。
彼
に
先
立
つ
鍾
惺
の
解
釋
に
も
や
は
り

部
分
的
に
そ
れ
は
見
ら
れ
た
。
こ
の
點
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
ら
の
「
言
外
の
意
」
說
が
嚴
粲
と
結
び
つ
き
を
持
っ
て
い

る
こ
と
、
嚴
粲
の
影
響
を
受
け
つ
つ
も
獨
自
の
發
展
を
遂
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
と
す
れ

ば
、
賀
貽
孫
と
共
通
性
を
持
つ
翁
方
綱
の
「
渾
括
」
說
も
、
嚴
粲
の
「
言
外
の
意
」
說
を
批
判
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
元

を
正
せ
ば
そ
の
學
的
源
流
は
嚴
粲
の
言
外
の
說
に
遡
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

嚴
粲
の
「
言
外
の
意
」
說
を
繼
承
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
獨
自
の
認
識
に
基
づ
き
變
容
さ
せ
る
と
い
う
受
容
の
あ
り
方
は
、
明
末
淸
初
を

待
つ
ま
で
も
な
く
、
よ
り
早
く
か
ら
見
ら
れ
る
。
朱
熹
の
『
詩
集
傳
』
を
遵
奉
す
る
學
者
が
多
數
を
占
め
た
元
代
の
詩
經
學
の
代
表
的
學

者
で
あ
る
劉
瑾
の
『
詩
傳
通
釋
』
を
例
に
擧
げ
よ
う
。
彼
は
、
鄘
風
「
君
子
偕
老
」
題
下
注
に
お
い
て
、「
嚴
氏
曰
」
と
し
て
、
本
詩
首

章
の
「
子
之
不
淑
」
の
句
が
、
詩
人
の
「
言
外
の
意
」
を
解
き
示
す
鍵
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
說
を
引
用
し
た
後
で
次
の
よ
う
に
言
う
。

私
が
考
え
る
に
、
本
詩
三
章
は
み
な
宣
姜
の
服
飾
と
容
貌
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
華
や
か
に
美
し
い
こ
と
を
言
葉
を
盡
く
し
て
歌
っ

て
い
る
。
そ
の
言
葉
を
玩
味
し
、
歌
わ
れ
て
い
る
人
を
想
像
し
て
み
る
と
、
も
し
彼
女
が
そ
れ
に
叶
う
德
を
具
え
て
い
る
な
ら
ば
、

も
ち
ろ
ん
尊
い
樣
子
を
し
て（

11
（

、
安
樂
榮
華
を
樂
し
む
に
ふ
さ
わ
し
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
か
り
に
そ
れ
に
叶
う
德
を
具
え

て
い
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、〔
彼
女
を
こ
う
ま
で
贊
美
す
る
の
は
〕
淫
ら
な
こ
と
を
敎
え
勸
め
る
と
さ
え
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
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う
か
。
た
だ
詩
人
は
寬
大
で
思
い
や
り
深
い
心
を
持
ち
、
そ
の
思
い
は
言
葉
に
出
さ
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
、
だ
か
ら
そ
の
表
現

は
本
詩
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。
思
う
に
「
猗
嗟
」
の
詩
と
同
樣
の
こ
と
で
あ
る
（
愚
按
、
三
章
皆
極
言
宣
姜
服
飾
容
貌

之
盛
如
此
。
玩
其
詞
、
想
其
人
、
有
德
以
稱
之
．
固
足
以
尊
其
瞻
視
、
享
其
安
榮
。
苟
無
其
德
、
不
几
於
誨
淫
者
乎
。
惟
詩
人
寬
厚
、

意
在
言
外
、
故
其
立
言
如
此
。
蓋
與
猗
嗟
之
詩
同
意
）

右
の
引
用
で
、「
蓋
し
『
猗
嗟
』
の
詩
と
同
意
な
り
」
と
言
う
。「
猗
嗟
」
の
題
下
注
で
も
劉
瑾
は
や
は
り
『
詩
緝
』
の
說
を
引
用
し
て

い
る
。
こ
こ
か
ら
、
劉
瑾
の
「
言
外
の
意
」
認
識
は
、
嚴
粲
に
依
據
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
、
嚴
粲

の
「
言
外
の
意
」
說
か
ら
出
發
し
な
が
ら
も
、
展
開
す
る
に
つ
れ
嚴
粲
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
く
。
彼
の
論
に
は
、
詩
人
が
眞
意
を
意

圖
的
に
隱
蔽
し
つ
つ
も
、「
言
外
の
意
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
讀
者
に
暗
示
す
る
鍵
を
埋
め
込
ん
で
い
る
と
い
う
、
嚴
粲
の
說
の
重
要
な

要
素
が
見
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
劉
瑾
は
諷
刺
と
い
う
觀
點
か
ら
「
言
外
の
意
」
を
捉
え
る
立
場
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
。

劉
瑾
は
本
詩
が
「
言
外
の
意
」
を
持
つ
所
以
を
、
詩
人
の
「
寬
厚
」
と
い
う
性
格
に
求
め
て
い
る

―
詩
人
は
、
歌
う
對
象
の
不
道
德

を
批
判
す
る
氣
持
ち
は
心
の
内
に
持
っ
て
い
る
も
の
け
れ
ど
も
、
寬
厚
な
心
を
持
つ
が
故
に
そ
れ
を
あ
か
ら
さ
ま
に
表
現
す
る
こ
と
を
善

し
と
せ
ず
、
對
象
の
美
點
に
も
っ
ぱ
ら
目
を
付
け
て
歌
う
。
詩
人
は
對
象
の
罪
惡
を
讀
者
に
知
ら
し
め
よ
う
と
い
う
意
圖
を
持
っ
て
詩
を

作
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
詩
人
は
「
淫
を
誨お

し

ふ
」
と
誤
解
さ
れ
る
危
險
を
冒
し
て
も
、
對
象
の
罪
惡
よ
り
も
美
點
を
心
を
込
め
て
歌
う
の

で
あ
る
。
讀
者
が
「
言
外
の
意
」
を
知
る
の
は
詩
人
の
仕
組
ん
だ
結
果
で
は
な
く
、
む
し
ろ
詩
人
が
祕
め
隱
そ
う
と
し
た
意
思
を
裏
切
っ

て
、
思
い
が
溢
れ
出
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
讀
者
に
感
得
さ
れ
る
の
で
あ
る

―
こ
の
よ
う
に
劉
瑾
は
言
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
「
寛
厚
」
と
は
、
嚴
粲
の
言
う
「
優
柔
委
曲
」
に
近
く
、
詩
人
の
意
圖
し
た
修
辭
技
法
と
し
て
の
「
言
外
の
意
」
と
は
異
な
る
「
言
外
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の
意
」
に
變
質
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
劉
瑾
の
「
言
外
の
意
」
に
對
す
る
認
識
は
相
異
な
る
も
の
が
混
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
嚴
粲
と
は
異
な
る
「
言

外
の
意
」
理
解
は
、
後
の
學
者
の
說
を
導
き
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『
批
點
詩
經
』
は
「
君
子
偕
老
」
に
對
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

［
二
章
］
神
女
賦

［
卒
章
］
本
詩
第
二
章
と
卒
章
は
、
た
だ
繰
り
返
し
彼
女
の
美
し
さ
を
讃
歎
し
な
が
ら
詠
じ
て
い
る
だ
け
で
、
一
切
そ
の
「
淑
か
ら

ざ
る
」
點
を
補
い
表
現
し
て
は
い
な
い
。
古
人
の
文
章
は
含
蓄
が
豐
か
で
心
境
の
複
雜
さ
が
相
照
り
映
え
て
素
晴
ら
し
い
（
後
二
章
、

只
及
覆
歎
咏
其
美
、
更
不
補
出
不
淑
。
古
人
文
章
含
蓄
映
帶
之
妙
）

鍾
惺
は
、
本
詩
全
體
に
贊
美
の
詩
句
が
連
ね
ら
れ
て
い
る
中
で
、
首
章
の
「
子
が
淑
か
ら
ざ
る
」
だ
け
が
批
判
の
氣
持
ち
を
表
し
、
こ

の
一
句
が
存
在
す
る
た
め
に
、
本
詩
に
は
贊
美
の
中
に
そ
の
不
道
德
さ
を
惜
し
み
歎
く
思
い
が
融
け
込
む
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
言
う
。

詩
篇
全
體
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
と
は
逆
の
作
者
の
思
い
が
、
異
質
の
語
句
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
る
、
こ
れ
は
、
嚴
粲
の
認
識
と
同
じ

で
あ
る
。

し
か
し
、
鍾
惺
は
そ
れ
を
「
含
蓄
」
や
「
映
帶
」
と
い
う
雰
圍
氣
に
關
す
る
語
に
よ
っ
て
捉
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
子
が
淑
か
ら
ざ
る
」

の
句
に
よ
っ
て
、
詩
全
體
の
明
る
い
色
調
に
微
妙
な
陰
影
を
與
え
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
、
心
理
の
彩
と
い
う
側
面
か
ら
說
明
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
嚴
粲
の
、
作
者
が
故
意
に
か
ら
く
り
を
仕
込
み
、
隱
蔽
し
た
眞
意
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
工
夫
し
た
と
い
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う
說
明
に
は
な
い
、
詩
の
情
趣
の
側
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
見
ら
れ
る
。

賀
貽
孫
『
詩
觸
』
が
本
詩
に
つ
い
て
、

本
詩
全
體
が
一
篇
の
「
美
人
賦
」
で
あ
る
（
全
詩
是
一
篇
美
人
賦
）

と
言
う
の
は
、
鍾
惺
の
「
神
女
賦
」
と
い
う
眉
批
を
受
け
繼
い
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
續
け
て
、

た
だ
「
子
之
不
淑
」
の
四
文
字
に
、
や
や
詩
人
の
刺
る
思
い
が
露
わ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
猗
嗟
」
が
全
篇
讃
歎
の
言
葉

で
あ
る
の
に
、
た
だ
「
展
我
甥
兮
」
の
四
文
字
だ
け
に
諷
刺
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
と
同
樣
で
あ
る
（
只
子
之
不
淑
四
字
、
稍
露
刺

意
耳
。
與
猗
嗟
篇
全
首
讚
嘆
、
只
展
我
甥
兮
四
字
寄
諷
同
意
）

と
言
う
の
は
、
嚴
粲
の
說
と
共
通
す
る
。
た
だ
、
彼
に
は
嚴
粲
の
言
う
よ
う
な
、
仕
掛
け
と
し
て
の
修
辭
と
い
う
理
解
は
薄
い
と
思
わ
れ

る
。

首
章
の
「
君
子
偕
老
」
の
句
に
は
詩
人
の
批
判
的
な
思
い
が
祕
め
隱
さ
れ
た
語
が
あ
る
。
し
か
し
、
一
種
の
感
傷
哀
惜
の
意
も
あ

り
、
そ
れ
は
「
云
如
之
何
」
の
四
文
字
に
詠
歎
の
う
ち
に
表
さ
れ
て
い
る
（
首
章
君
子
偕
老
一
句
便
有
微
詞
、
而
一
種
感
傷
哀
惜
之

意
、
則
以
云
如
之
何
四
字
咏
嘆
出
之
）
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賀
貽
孫
の
注
釋
中
に
見
え
る
「
微
詞
」
と
い
う
語
は
、
朱
熹
が
「
猗
嗟
」『
集
傳
』
で
「
展
に
我
が
甥
な
り
」
の
句
に
對
し
て
用
い
た

も
の
で
、
詩
語
の
表
面
上
の
意
味
の
裏
に
詩
人
の
批
判
的
な
氣
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
言
う
語
で
あ
る（

11
（

。
こ
の
語
を
使
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
賀
貽
孫
も
「
君
子
は
〔
淑
や
か
な
夫
人
と
〕
共
白
髮
に
な
る
ま
で
暮
ら
す
」
と
い
う
詩
句
の
裏
に
、
宣
姜
が
そ
れ
に
ふ
さ
わ

し
か
ら
ぬ
不
道
德
な
行
爲
を
し
て
い
る
と
い
う
行
爲
を
し
た
こ
と
へ
の
批
判
を
込
め
て
い
る
と
と
っ
て
お
り
、
朱
熹
か
ら
受
け
繼
い
だ
解

釋
の
し
か
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
、「
云
に
如
何
せ
ん
」
の
句
に
「
感
傷
哀
惜
の
意
」
を
見
出
す
の
は
、
朱
熹
と
異
な
っ
て
い
る
。『
集
傳
』
で
は
、

夫
人
は
夫
と
人
生
を
共
に
送
る
べ
き
存
在
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
服
飾
は
こ
の
よ
う
に
豪
華
な
の
で
あ
り
、
ゆ
っ
た
り
と
し
て

滿
ち
足
り
、
安
ら
か
で
重
々
し
く
廣
や
か
な
心
を
持
ち
、
さ
ら
に
ま
た
彼
女
の
着
る
象
服
に
ふ
さ
わ
し
い
身
分
な
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
今
、
宣
姜
は
善
良
な
ら
ざ
る
こ
と
何
と
こ
れ
ほ
ど
ま
で
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
服
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
い
っ
た
い
そ
れ

が
何
に
な
ろ
う
か
と
言
う
。
そ
の
身
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
言
夫
人
當
與
君
子
偕
老
、
故
其
服
飾
之
盛
如

此
、
而
雍
容
自
得
。
安
重
寬
廣
、
又
有
以
宜
其
象
服
。
今
宣
姜
之
不
善
乃
如
此
。
雖
有
是
服
、
亦
將
如
之
何
哉
。
言
不
稱
也
）

と
言
い
、「
云
に
如
何
せ
ん
」
を
「
こ
れ
が
い
っ
た
い
何
に
な
ろ
う
か
」
と
、
宣
姜
は
お
話
に
な
ら
な
い
と
見
放
し
批
判
す
る
意
味
で
解

釋
し
て
い
る
。
そ
れ
に
對
し
て
、
賀
貽
孫
は
こ
の
句
を
批
判
で
は
な
く
、「
こ
れ
を
い
っ
た
い
な
ん
と
し
よ
う
」
と
、
詩
人
の
詠
歎
が
表

現
さ
れ
た
も
の
と
し
て
讀
み
取
る
。
宣
姜
の
淑
德
な
ら
ざ
る
行
爲
を
歎
く
と
と
も
に
、
そ
の
美
し
さ
を
惜
し
む
と
い
う
詩
人
の
感
情
の
起

伏
が
現
れ
た
語
と
と
る
點
は
、
む
し
ろ
『
批
點
詩
經
』
の
解
釋
に
近
い
。
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こ
の
よ
う
に
、
彼
の
解
釋
の
中
に
は
、
朱
熹
・
嚴
粲
・
鍾
惺
三
者
の
異
質
な
認
識
が
混
合
さ
れ
て
い
る
。「
言
外
の
意
」
に
批
判
の
修

辭
を
讀
み
取
る
だ
け
で
は
滿
足
せ
ず
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
詩
人
の
感
情
を
汲
み
取
る
こ
と
に
解
釋
の
觀
點
が
シ
フ
ト
し
て
い
る
。「
言

外
の
意
」
に
、
修
辭
技
法
の
面
か
ら
で
は
な
く
、
感
情
吐
露
の
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

以
上
の
例
は
、
嚴
粲
の
「
言
外
の
意
」
說
が
、
そ
の
後
の
詩
經
學
者
に
よ
っ
て
、
他
の
學
者
の
說
と
融
合
さ
れ
受
容
さ
れ
變
容
さ
れ
な

が
ら
發
展
し
た
樣
子
を
表
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
過
程
を
經
て
淸
代
に
至
り
、
戴
震
は
嚴
粲
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
說
を
受
け
入
れ
、
一
方
、

翁
方
綱
は
嚴
粲
の
說
が
歷
史
的
に
變
容
し
た
も
の
を
吸
收
し
、
自
分
の
詩
經
學
を
作
っ
て
い
っ
た
と
い
う
經
路
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
翁
方
綱
「
渾
括
」
說
に
は
、
元
明
の
變
容
を
經
た
嚴
粲
の
「
言
外
の
意
」
を
繼
承
す
る
部
分
が

あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
翁
方
綱
は
、
變
容
し
た
嚴
粲
「
言
外
の
意
」
說
を
も
っ
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
嚴
粲
「
言
外
の
意
」

說
を
批
判
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

6
　
斷
章
取
義
と
し
て
の
「
言
外
の
意
」

朱
熹
は
『
集
傳
』
の
中
で
、「
言
外
」
と
い
う
語
を
ほ
と
ん
ど
用
い
な
か
っ
た（
11
（

。
こ
れ
は
、
彼
が
「
詩
を
以
て
詩
を
解
す
」

―
詩
句

に
表
現
さ
れ
た
も
の
か
ら
詩
篇
の
意
味
を
解
釋
す
る

―
と
い
う
學
問
姿
勢
を
持
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
當
然
と
言
え
る
。
と
こ
ろ

が
、
視
野
を
擴
げ
て
彼
の
著
述
全
體
を
見
る
と
、「
言
外
」
の
用
例
は
十
三
例
檢
出
で
き
、
そ
の
數
は
相
當
多
い（

11
（

。
も
ち
ろ
ん
そ
の
中
に
は
、

「
言
外
の
意
」
認
識
を
用
い
た
經
說
を
批
判
す
る
用
例
も
見
ら
れ
る（

1（
（

が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
詩
經
注
釋
以
外
の
分
野
で
は
決
し
て
「
言
外
の

意
」
に
對
し
て
無
關
心
で
あ
っ
た
わ
け
で
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
朱
熹
「
詩
傳
綱
領
」
に
、『
論
語
』「
學
而
」
の
、
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子し

貢こ
う

曰
く
、「
貧
な
れ
ど
も
諂へ
つ
らふ
こ
と
無
く
、
富
め
ど
も
驕お
ご

る
こ
と
無
き
は
何
如
」
と
。
子
曰
く
、「
可
な
り
。
未
だ
貧
に
し
て
學

び
、
富
み
て
禮
を
好
む
者
に
若
か
ざ
る
な
り
」
と
。
子
貢
曰
く
、「『
詩
』
に
云
ふ
、『
切
る
が
如
く
磋す

る
が
如
く
、
琢う

つ
が
如
く
磨み
が

く
が
如
し
』
と
は
、
其
れ
斯
れ
を
謂
ふ
か
」
と
。
子
曰
く
、「
賜
や
、
始
め
て
與と
も

に
詩
を
言
ふ
べ
き
の
み
。
諸こ
れ

に
往
を
告
げ
て
來
を

知
る
者
な
り
（
子
貢
曰
、
貧
而
無
諂
、
富
而
無
驕
、
何
如
。
子
曰
、
可
也
。
未
若
貧
而
學
、
富
而
好
禮
者
也
。
子
貢
曰
、
詩
云
、
如

切
如
磋
、
如
琢
如
磨
、
其
斯
之
謂
與
。
子
曰
、
賜
也
、
始
可
與
言
詩
已
矣
。
告
諸
往
而
知
來
者
）

お
よ
び
、「
八
佾
」
の
、

子
夏
曰
く
、「
巧こ

う

笑し
よ
う

倩せ
ん

た
り
、
美び

目も
く

盼は
ん

た
り
、
以
て
絢あ
や

を
爲
す
」
と
は
、
何
の
謂
ひ
ぞ
や
」
と
。
子
曰
く
、「
繪
の
事
は
素
よ
り

後
に
す
」
と
。
曰
く
、「
禮
は
後
か
」
と
。
子
曰
く
、「
予
を
起
こ
す
者
は
商
な
り
、
始
め
て
與と

も

に
詩
を
言
ふ
べ
き
の
み
」
と
（
子
夏

曰
、
巧
笑
倩
兮
、
美
目
盼
兮
、
素
以
爲
絢
兮
、
何
謂
也
。
子
曰
、
繪
事
後
素
、
曰
、
禮
後
乎
。
子
曰
、
起
予
者
商
也
、
始
可
與
言
詩

已
矣
）

の
二
條
が
引
か
れ
る
が
、
こ
れ
に
對
し
て
朱
熹
の
弟
子
の
輔
廣
は
そ
の
『
詩
童
子
問
』「
卷
首
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
注
す
る
。

こ
の
二
節
は
、
ま
た
、
孔
門
の
弟
子
た
ち
が
、
詩
を
學
ぶ
の
に
優
れ
、
章
句
に
拘
る
こ
と
な
く
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
そ
の
「
言

外
の
意
」
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
此
下
二
節
又
見
孔
門
弟
子
善
於
學
詩
、
不
泥
章
句
而
又
能
得
其
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言
外
之
意
如
此
）

右
の
文
中
に
「
言
外
の
意
」
の
語
が
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。『
論
語
』
の
こ
の
二
條
は
、
詩
經
の
詩
句
の
斷
章
取
義
的
利
用
の
代
表

例
で
あ
る
。
斷
章
取
義
と
は
通
常
、
後
世
の
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
狀
況
に
お
い
て
、
自
ら
の
考
え
や
主
張
を
補
強
す
る
た
め
詩
經
の
詩
句
を

引
用
し
、
原
義
に
拘
ら
ず
に
恣
意
的
に
意
味
を
付
與
す
る
行
爲
と
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
そ
の
よ
う
な
、
詩
人
の
意
圖
に
は
顧
慮
し
な
い
讀
解
を

輔
廣
は
「
言
外
の
意
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

輔
廣
は
朱
熹
の
高
弟
で
あ
り（

11
（

、『
詩
童
子
問
』
も
彼
が
親
し
く
耳
に
し
た
朱
熹
の
詩
經
に
關
す
る
敎
え
を
ま
と
め
た
書
物
で
あ
る（
11
（

。
と

言
う
こ
と
は
、
斷
章
取
義
を
「
言
外
の
意
」
と
す
る
認
識
も
、
朱
熹
か
ら
學
ん
だ
可
能
性
が
高
い
。
こ
れ
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

『
晦
庵
先
生
朱
文
公
文
集
』
卷
五
二
「
答
都
昌
縣
學
諸
生（

11
（

」
に
、『
論
語
』「
八
佾
」
の
子
夏
に
よ
る
斷
章
取
義
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
關
す

る
問
答
が
載
る
。
都
昌
縣
の
縣
學
の
學
生
が
、
朱
熹
に
次
の
よ
う
に
尋
ね
た
。

孔
子
の
「
予
を
起
こ
す
者
は
商
な
り
」
に
つ
い
て
、
諸
先
生
の
說
を
詳
し
く
見
て
み
ま
し
た
が
、
み
な
禮
は
ほ
ん
と
う
に
後
回
し

に
し
て
よ
い
と
考
え
て
お
り
ま
し
た
。
私
が
ひ
そ
か
に
考
え
ま
す
に
、〔
子
夏
の
「
禮
は
後
乎か

」
の
〕「
乎か

」
は
疑
い
の
氣
持
ち
を
表

す
助
辭
で
す
。
で
す
か
ら
、「
禮
は
後
か
」
は
〔
反
語
表
現
で
あ
っ
て
〕「
禮
は
後
に
す
べ
か
ら
ず
」
と
言
う
の
と
同
じ
こ
と
で
す
。

で
す
か
ら
孔
子
は
「
予
を
起
こ
す
」
と
言
っ
た
の
で
す
。
も
し
、
子
夏
が
孔
子
の
考
え
に
忠
實
に
從
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
ら
、
孔
子

も
「
予
を
起
こ
す
」
と
言
う
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
解
釋
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
（
起
予
者
商
也
、
詳
觀
諸
先
生
說
、
皆

以
謂
禮
果
可
後
。
愚
竊
謂
乎
者
疑
辭
也
。
禮
後
乎
、
猶
言
禮
不
可
後
也
。
故
夫
子
曰
起
予
。
若
使
子
夏
順
從
夫
子
之
意
、
則
不
可
謂
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43（344）　「言外の意」の遠近法

之
起
予
。
未
知
是
否
）

こ
れ
に
對
し
て
、
朱
熹
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
。

『
論
語
』
の
こ
の
章
に
つ
い
て
は
、
楊
時
（
一
〇
五
三
～
一
一
三
五
。
二
程
の
高
弟
）
の
解
釋
が
的
を
得
て
い
る
。「
禮
は
後
に
す

べ
か
ら
ず
」
と
解
釋
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
孔
子
が
た
だ
繪
を
描
く
こ
と
に
つ
い
て
、「
素
よ
り
後
に
す
」、

す
な
わ
ち
絹
の
上
に
ま
ず
胡
粉
を
塗
っ
て
下
地
を
作
っ
て
か
ら
五
色
の
繪
の
具
で
繪
を
描
く
と
言
っ
た（

11
（

の
に
、
子
夏
が
そ
の
言
外
に

「
禮
は
後
」
と
い
う
意
味
を
導
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。〔
子
夏
は
君
が
言
う
よ
う
に
孔
子
の
考
え
に
〕
た
だ
忠
實
に
從
っ
た
わ
け
で

は
な
い
（
此
章
之
說
、
楊
氏
得
之
。
禮
不
可
後
者
非
是
。
夫
子
方
言
繪
事
後
素
、
而
子
夏
於
其
言
外
發
明
禮
後
之
意
。
非
但
順
從
而

已
也
）

こ
の
對
話
で
も
朱
熹
は
、
子
夏
の
斷
章
取
義
を
「
言
外
の
意
」
と
捉
え
て
い
る
。
彼
が
善
し
と
す
る
楊
時
の
解
釋
は
『
論
語
集
注
』
本

條
に
引
か
れ
る（

11
（

が
、
そ
こ
に
、

孔
子
が
「
繪
の
事
は
素
よ
り
後
に
す
」
と
お
っ
し
ゃ
る
と
、
子
夏
は
「
禮
は
後
か
」
と
言
っ
た
の
は
、
孔
子
の
お
考
え
を
受
け
繼

ぐ
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
言
え
る
。
言
語
に
表
現
さ
れ
た
も
の
の
外
か
ら
摑
み
取
れ
る
者
で
な
け
れ
ば
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
よ

う
か
。
子
夏
と
子
貢
が
「
與と

も

に
詩
を
言
う
べ
き
」
者
で
あ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
も
し
章
句
の
末
節
に
ば
か
り
心
を
徘
徊
さ
せ
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て
い
た
な
ら
ば
、
そ
う
し
て
な
っ
た
詩
篇
の
解
釋
は
「
頭
の
固
い
」
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
（
孔
子
曰
繪
事
後
素
、
而
子
夏
曰
禮
後

乎
、
可
謂
能
繼
其
志
矣
。
非
得
之
言
意
之
表
者
能
之
乎
。
商
賜
可
與
言
詩
者
以
此
。
若
夫
玩
心
於
章
句
之
末
、
則
其
爲
詩
也
固
而
已

矣
）

と
言
う
。「
言
意
の
表
」
と
い
う
の
は
「
言
外
の
意
」
と
同
義
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
か
ら
、『
詩
童
子
問
』
の
例
も
朱
熹
か
ら
受
け
繼
い
だ
も

の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
朱
熹
は
ま
た
楊
時
の
說
を
繼
承
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

楊
時
―
朱
熹
―
輔
廣
の
こ
の
用
法
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
「
言
外
の
意
」
と
は
次
元
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た

「
言
外
の
意
」
は
理
解
の
偏
差
こ
そ
あ
れ
、
い
ず
れ
も
詩
句
に
表
現
さ
れ
て
い
な
い
詩
人
の
思
い
や
考
え
を
指
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
楊

時
―
朱
熹
―
輔
廣
は
、
作
者
と
は
無
關
係
な
、
後
人
の
自
由
な
讀
解
行
爲
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
意
味
を
指
し
て
、「
言
外
の
意
」
と

稱
し
て
い
る
。
は
た
し
て
、
こ
の
「
言
外
の
意
」
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
「
言
外
の
意
」
と
ま
っ
た
く
無
關
係
な
の
だ
ろ
う
か
。

楊
時
―
朱
熹
―
輔
廣
の
擧
げ
た
斷
章
取
義
の
例
は
い
ず
れ
も
、
詩
篇
か
ら
道
德
的
敎
訓
を
導
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
（
本
節
で
議
論
す

る
「
斷
章
取
義
」
は
、
と
り
あ
え
ず
楊
時
―
朱
熹
―
輔
廣
が
擧
げ
た
『
論
語
』
の
二
條
に
限
定
す
る
こ
と
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
詩
篇
か

ら
そ
の
原
義
に
拘
泥
せ
ず
何
か
し
ら
の
道
德
的
敎
訓
を
導
き
出
す
行
爲
で
あ
る
）。
と
こ
ろ
で
、
黃
忠
愼
氏
が
嚴
粲
に
つ
い
て
指
摘
し
た

よ
う
に
、
ま
た
第
二
節
で
漢
唐
詩
經
學
か
ら
宋
代
詩
經
學
に
至
る
ま
で
に
つ
い
て
確
認
し
た
よ
う
に
、
詩
經
解
釋
史
に
お
け
る
「
言
外
の

意
」
は
、
基
本
的
に
小
序
と
詩
篇
の
内
容
と
の
懸
隔
に
架
橋
す
る
た
め
の
說
明
槪
念
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
そ
し
て
小
序
の
大
き
な
機
能

と
は
、
詩
篇
の
道
德
的
意
義
を
說
明
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
「
言
外
の
意
」
も
「
斷
章
取
義
」

も
詩
篇
か
ら
道
德
的
意
義
を
引
き
出
す
た
め
の
行
爲
で
あ
る
と
い
う
點
で
共
通
す
る
。
異
な
る
の
は
、
漢
唐
詩
經
學
に
と
っ
て
小
序
が
す

人文35_縦.indb   44 2020/06/09   15:43:45



45（342）　「言外の意」の遠近法

な
わ
ち
詩
人
の
意
と
し
て
の
道
德
的
敎
訓
を
說
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
に
對
し
、
楊
時
―
朱
熹
―
輔
廣
の
「
斷
章
取
義
」
は
詩
人
の
意
で

は
な
く
、
後
世
詩
篇
を
利
用
し
た
人
閒
に
よ
っ
て
恣
意
的
に
付
與
さ
れ
た
道
德
的
敎
訓
で
あ
る
と
い
う
點
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
作
詩
の
意

で
あ
る
か
、
用
詩
の
意
で
あ
る
か
と
い
う
點
で
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
朱
熹
は
、
小
序
＝
詩
人
の
意
と
は
認
め
ず
、
小
序
の
說
の
多
く
を
後
人
が
恣
意
的
に
付
し
た
說
と
見
な
し
た
。
で
あ
れ
ば
、

朱
熹
に
と
っ
て
、
小
序
と
「
斷
章
取
義
」
と
は
何
ら
違
い
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
小
序
を
尊
重
す
る
學
者
た
ち
が
小
序
と

詩
篇
の
懸
隔
に
架
橋
す
る
た
め
の
說
明
槪
念
と
し
て
「
言
外
の
意
」
を
用
い
た
よ
う
に
、
朱
熹
―
輔
廣
が
「
斷
章
取
義
」
と
詩
篇
と
の
懸

隔
を
架
橋
す
る
說
明
槪
念
と
し
て
、「
言
外
の
意
」
を
用
い
た
の
は
、
自
然
な
こ
と
と
言
え
る（

11
（

。

こ
の
用
法
に
示
さ
れ
た
視
點
は
、「
言
外
の
意
」
の
地
平
を
大
き
く
擴
大
し
、
そ
れ
を
詩
經
解
釋
學
史
に
位
置
付
け
る
た
め
に
重
要
な

示
唆
を
與
え
る
も
の
で
あ
る
。「
言
外
の
意
」
に
は
、
通
常
考
え
ら
れ
て
い
る
作
詩
の
意
と
は
別
に
、
後
代
の
人
閒
が
詩
篇
か
ら
自
分
な

り
に
抽
出
し
た
意
味
、
す
な
わ
ち
用
詩
者
の
意
も
含
み
得
、
し
か
も
兩
者
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
次
元
に
斷
絶
的
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
連
續
し
た
空
閒
上
に
分
布
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
を
敎
え
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
視
點
か
ら
「
言
外

の
意
」
を
考
え
れ
ば
、
尊
序
と
反
序
と
の
關
係
を
對
立
項
と
し
て
で
は
な
く
、
共
通
の
地
盤
の
上
に
連
續
性
を
有
し
て
存
在
す
る
、
偏
差

の
槪
念
で
捉
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

筆
者
は
以
前
、
漢
唐
詩
經
學
に
お
け
る
重
要
な
解
釋
槪
念
で
あ
る
「
陳
古
刺
今
」（
あ
る
い
は
「
思
古
傷
今
」
と
も
稱
す
る
）
と
朱
熹

の
淫
詩
說
と
を
、
そ
の
類
似
點
と
相
違
點
に
着
目
し
て
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る（

11
（

。
そ
の
槪
要
を
ま
と
め
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

陳
古
刺
今
說
は
、
小
序
に
刺
詩
と
規
定
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
詩
篇
が
理
想
的
狀
況
を
贊
美
す
る
内
容
を
持
つ
詩
篇
に
つ
い
て
、

そ
の
懸
隔
を
解
消
す
る
の
を
大
き
な
目
的
と
し
て
な
さ
れ
る
。
陳
古
刺
今
に
よ
る
解
釋
は
、
漢
唐
詩
經
學
で
盛
ん
に
行
わ
れ
、
北
宋
の
歐
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陽
脩
・
王
安
石
な
ど
も
そ
れ
を
繼
承
し
た
。
こ
れ
に
對
し
て
、
南
宋
の
朱
熹
は
、「
詩
を
以
て
詩
を
解
す
」

―
詩
篇
に
表
現
さ
れ
た
内

容
を
素
直
に
讀
み
取
っ
て
解
釋
す
る
こ
と

―
を
主
張
し
、
陳
古
刺
今
說
を
批
判
し
た（
11
（

。

一
方
、
朱
熹
が
唱
え
た
淫
詩
說
は
、
男
女
の
戀
愛
感
情
を
謳
歌
す
る
内
容
を
持
つ
詩
篇
に
つ
い
て
、
孔
子
が
そ
の
よ
う
な
詩
篇
を
詩
經

に
編
入
し
た
の
は
、
讀
者
が
こ
れ
ら
の
詩
を
讀
み
不
道
德
な
行
爲
に
對
し
て
嫌
惡
感
を
抱
き
、
自
ら
道
德
的
な
生
活
を
目
指
す
の
を
期
待

し
て
の
こ
と
で
あ
る
と
說
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

小
序
が
詩
篇
の
道
德
的
な
意
義
を
說
明
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
點
に
着
目
す
る
と
、
陳
古
刺
今
說
と
淫
詩
說
は
、
い
ず
れ
も
詩
句
表

現
と
そ
こ
か
ら
讀
み
取
る
べ
き
道
德
的
内
容
と
の
閒
に
存
在
す
る
齟
齬
を
解
消
す
る
た
め
の
解
釋
方
法
で
あ
る
と
い
う
點
で
共
通
す
る
。

異
な
る
の
は
、
陳
古
刺
今
說
で
は
小
序
が
詩
篇
か
ら
讀
み
取
る
べ
き
道
德
的
敎
訓
を
讀
者
に
一
律
に
指
示
し
て
い
る
の
に
對
し
、
淫
詩
說

で
は
不
道
德
な
内
容
に
對
し
て
讀
者
が
一
律
に
嫌
惡
感
を
起
こ
す
と
想
定
さ
れ
て
い
る
點
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
別
の
見
方
を
す
れ
ば
、「
淫

詩
で
あ
る
」
と
い
う
朱
熹
の
注
釋
が
、
讀
者
の
起
こ
す
べ
き
反
應
（
詩
篇
の
内
容
に
對
す
る
嫌
惡
感
）
を
一
律
に
指
示
し
て
い
る
こ
と
に

な
り
、
朱
熹
の
注
釋
が
陳
古
刺
今
說
に
お
け
る
小
序
の
役
割
を
擔
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
陳
古
刺
今
說
に
お
い
て
は
道
德
的
敎
訓
が
詩

人
に
よ
っ
て
詩
篇
に
込
め
ら
れ
た
も
の
（
作
詩
の
意
）
で
あ
る
の
に
對
し
、
淫
詩
說
に
お
け
る
そ
れ
は
詩
人
の
意
圖
し
た
も
の
で
は
な
く
、

讀
者
が
詩
篇
を
ど
の
よ
う
に
役
立
て
る
か
（
用
詩
の
意
）
で
あ
る
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
詩
經
か
ら
道
德
的
敎
訓
を
導
き
出
す
た
め
の

解
釋
槪
念
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
共
通
の
地
盤
の
上
に
立
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
え
る
と
、
陳
古
刺
今
說
と
淫
詩
說
は
ち
ょ
う
ど
、
作
詩
の
意
と
し
て
の
「
言
外
の
意
」
と
用
詩
の
意
と
し
て
の
「
言
外

の
意
」（
す
な
わ
ち
斷
章
取
義
）
の
兩
者
の
關
係
と
同
構
造
で
あ
る
。

さ
ら
に
筆
者
は
、
作
詩
の
意
と
用
詩
の
意
と
は
地
續
き
で
、
兩
者
を
區
切
る
境
界
線
は
そ
れ
ぞ
れ
の
學
者
に
よ
っ
て
任
意
に
移
動
可
能
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47（340）　「言外の意」の遠近法

で
あ
る
こ
と
を
以
前
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る（
1（
（

。
こ
れ
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、「
言
外
の
意
」
を
詩
に
内
在
す
る
も
の
と
す
る
か
、「
斷

章
取
義
」
と
同
一
視
し
、
外
部
か
ら
任
意
に
附
加
さ
れ
る
も
の
と
す
る
か
も
、
解
釋
者
の
自
由
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ

の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
作
詩
の
意
と
し
て
の
「
言
外
の
意
」
と
用
詩
の
意
と
し
て
の
「
言
外
の
意
」
＝
斷
章
取
義
と
の
關
係
、
陳
古
刺
今

說
と
淫
詩
說
と
の
關
係
、
こ
の
兩
者
が
同
構
造
で
あ
る
の
も
、
儒
學
の
一
分
野
と
し
て
の
詩
經
解
釋
學
の
基
本
的
性
格
か
ら
必
然
的
に
導

き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る（

11
（

。

7
　
ま
と
め

以
上
の
考
察
に
よ
り
、
詩
經
解
釋
學
に
お
け
る
「
言
外
の
意
」
と
い
う
槪
念
は
、
そ
の
性
格
の
相
違
か
ら
い
く
つ
か
の
種
類
に
分
け
ら

れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
大
ま
か
に
言
え
ば
、
次
の
三
ケ
ー
ス
に
分
け
ら
れ
る
。

ア　

詩
人
が
意
識
的
に
用
い
た
修
辭
技
法
と
し
て
の
「
言
外
の
意
」

イ　

詩
人
が
無
意
識
、
無
自
覺
に
込
め
た
も
の
と
し
て
の
「
言
外
の
意
」、
あ
る
い
は
詞
句
に
表
現
し
き
れ
な
い
餘
蘊
と
し
て
の
「
言

外
の
意
」

ウ　

後
世
の
人
閒
が
、
詩
篇
か
ら
そ
の
原
義
に
か
か
わ
ら
な
い
道
德
的
意
義
を
任
意
に
讀
み
取
っ
た
も
の
と
し
て
の
「
言
外
の
意
」、

す
な
わ
ち
「
斷
章
取
義
」

こ
の
う
ち
、
ア
と
イ
は
、
表
現
さ
れ
て
な
い
詩
人
の
眞
意
を
指
す
も
の
で
、
言
わ
ば
「
詩
人
の
意
（
作
詩
の
意
）」
と
し
て
の
「
言
外
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の
意
」
で
あ
る
。
一
方
、
ウ
は
詩
人
の
意
と
は
無
關
係
で
あ
り
、
後
世
の
者
が
詩
篇
か
ら
任
意
に
引
き
出
し
た
も
の
で
、「
用
詩
の
意
」

で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
三
者
は
そ
れ
ぞ
れ
無
關
係
に
獨
立
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
連
續
性
を
も
っ
た
偏
差
あ
る
い
は
歷
史
的
變
容

の
相
で
捉
え
ら
れ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
嚴
粲
の
「
言
外
の
意
」
と
そ
れ
を
「
泥
」
と
批
判
し
た
翁

方
綱
の
詩
經
觀
も
、
ま
っ
た
く
の
對
立
項
で
は
な
く
、
一
續
き
の
流
れ
の
中
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
で
は
、
視
點
を
變
え
て
本
稿
で
考
察
し
た
「
言
外
の
意
」
は
、
詩
經
解
釋
學
の
修
辭
槪
念
全
體
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
だ
ろ
う
か
。

前
節
で
見
た
よ
う
に
、
陳
古
刺
今
說
は
詩
句
表
現
と
作
者
の
意
圖
と
の
閒
の
懸
隔
に
橋
渡
し
す
る
た
め
に
生
ま
れ
た
解
釋
槪
念
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
本
稿
で
問
題
に
し
た
「
言
外
の
意
」
と
共
通
す
る
性
格
を
有
す
る
。「
言
外
の
意
」
を
廣
義
に
設
定
し
た
な
ら
ば
、
陳
古
刺

今
も
そ
の
下
位
に
屬
す
る
修
辭
的
槪
念
の
一
種
と
し
て
、
本
稿
で
問
題
に
し
た
「
言
外
の
意
」
と
竝
列
し
得
る
。

嚴
粲
は
、
小
雅
「
頍
弁
」『
詩
緝
』
で
「
言
外
の
意
」
に
つ
い
て
議
論
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

國
風
、
小
雅
は
思
い
を
言
外
に
寓
す
る
こ
と
が
多
い
。
思
い
は
確
か
に
表
現
の
内
に
表
れ
て
い
る
が
、
優
柔
で
紆
餘
曲
折
し
て
讀

者
が
氣
付
か
な
い
も
の
が
あ
る
。
古
に
つ
い
て
の
敍
述
は
あ
る
が
當
代
の
こ
と
は
な
い
、
し
か
し
思
い
は
當
代
を
刺
る
と
こ
ろ
に
あ

る
も
の
が
あ
る
《
雙
行
注
。
以
下
同
じ
―
小
雅
「
甫
田
」「
采
菽
」
の
類
》。
乙
の
こ
と
を
述
べ
て
甲
に
つ
い
て
は
言
わ
な
い
、
し
か

し
思
い
は
甲
を
刺
る
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
が
あ
る
《
鄭
風
「
叔
于
田
」
は
、
す
べ
て
叔
段
の
事
を
述
べ
る
が
、
實
は
鄭
の
莊
公
を
刺

っ
て
い
る
。
唐
風
「
椒
聊
」
は
す
べ
て
沃
の
盛
強
な
こ
と
を
述
べ
る
が
、
實
は
晉
の
昭
公
を
刺
る
》。
首
章
に
思
い
を
表
し
他
の
章
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は
韻
を
變
え
て
歌
に
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
《
こ
の
類
は
非
常
に
多
い
》。
前
の
數
章
は
み
な
思
い
を
隱
し
、
卒
章
で
は
じ
め
て
思

い
を
表
す
も
の
が
あ
る
《
齊
風
「
載
驅
」
の
類
》。
首
尾
ま
っ
た
く
本
當
の
思
い
を
表
す
こ
と
が
な
い
が
、
中
間
に
思
い
が
け
な
い

一
二
語
を
差
し
挾
み
、
人
に
言
わ
ず
語
ら
ず
の
う
ち
に
理
解
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
《「
碩
人
」「
猗
嗟
」
の
類
》。
表
現
は
輕
い
が
思

い
は
重
い
も
の
が
あ
る
《
邶
風
「
凱
風
」
で
、
母
が
苦
勞
し
て
い
る
こ
と
を
言
い
、
他
家
に
嫁
ぎ
た
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
は
言
わ

な
い
な
ど
》。
ま
ず
輕
い
と
こ
ろ
か
ら
歌
い
始
め
、
だ
ん
だ
ん
と
表
現
が
重
く
な
っ
て
い
く
も
の
が
あ
る
《
小
雅
「
四
月
」
は
世
が

亂
れ
て
い
る
こ
と
を
憂
え
て
、
ま
ず
征
役
の
苦
勞
を
歎
く
。
小
雅
「
頍
弁
」
は
危
亡
を
刺
る
の
に
、
ま
ず
同
姓
と
宴
樂
し
な
い
こ
と

を
言
う
》。
詩
經
を
讀
む
と
い
う
の
は
他
の
書
物
と
は
異
な
る
。
た
だ
詩
篇
の
中
に
ど
っ
ぷ
り
と
浸
っ
て
、
自
由
に
泳
ぎ
回
っ
て
こ

そ
は
じ
め
て
會
得
で
き
る
の
だ
（
國
風
小
雅
多
寓
意
於
言
外
。
或
意
雖
形
於
言
、
而
優
柔
紆
餘
、
讀
者
不
覺
也
。
有
言
古
不
言
時
、

而
意
在
刺
時
者
《
如
甫
田
、
采
菽
之
類
》。
有
言
乙
不
言
甲
、
而
意
在
刺
甲
者
《
如
叔
于
田
、
全
述
叔
段
之
事
而
實
刺
鄭
莊
、
椒
聊

全
述
沃
之
盛
強
而
實
刺
晉
昭
》、
有
首
章
便
見
意
、
餘
章
變
韻
成
歌
者
《
此
類
甚
多
》、
有
前
數
章
皆
含
蓄
而
末
章
乃
見
意
者
《
如
載

驅
之
類
》、
有
首
尾
全
不
露
本
意
、
但
中
閒
冷
下
一
二
語
、
使
人
默
會
者
《
如
碩
人
、
猗
嗟
之
類
》、
有
言
輕
而
意
重
者
《
如
凱
風
、

言
母
氏
勞
苦
而
不
言
欲
嫁
》、
有
先
從
輕
處
說
起
、
漸
漸
說
得
重
者
《
如
四
月
憂
世
亂
而
先
歎
征
役
之
勞
、
頍
弁
刺
危
亡
而
先
說
不

宴
樂
同
姓
》。
讀
詩
與
他
書
別
、
唯
涵
泳
浸
漬
乃
得
之
）

「
言
外
の
意
」
と
し
て
多
種
多
樣
の
修
辭
的
技
法
が
列
擧
さ
れ
、
我
々
の
感
覺
で
は
「
言
外
の
意
」
に
含
め
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
「
疊
詠
」
も
入
っ
て
い
る
。
陳
古
刺
今
も
ま
た
「
言
外
の
意
」
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
嚴
粲
が
「
言
外
の
意
」
を
廣
汎
で
多
種
多
樣

な
修
辭
表
現
を
包
括
す
る
槪
念
と
し
て
構
想
し
て
い
る
こ
と
は
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
嚴
粲
が
か
く
も
多
樣
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な
「
言
外
の
意
」
を
擧
げ
る
時
、
彼
の
脳
裏
に
は
、「
言
外
の
意
」
が
小
序
と
詩
篇
と
の
懸
隔
を
架
橋
す
る
た
め
に
あ
る
と
い
う
意
識
が

必
ず
し
も
常
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
疊
詠
」
を
「
言
外
の
意
」
に
含
め
て
い
る

こ
と
か
ら
推
測
で
き
る
。

と
同
時
に
、『
詩
緝
』
の
個
別
の
詩
篇
注
釋
に
お
け
る
「
言
外
の
意
」
の
用
法
を
見
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
多
樣
性
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、『
詩
緝
』
の
詩
篇
の
注
釋
の
中
で
「
言
外
の
意
」
の
術
語
を
用
い
て
陳
古
刺

今
を
說
明
し
て
い
る
例
は
見
當
た
ら
な
い
。
ま
し
て
や
、「
言
外
の
意
」
に
よ
っ
て
「
疊
詠
」
を
說
明
し
た
例
は
な
い
。
こ
れ
を
見
る
と
、

彼
の
意
識
の
中
で
は
、
廣
義
の
「
言
外
の
意
」
と
狹
義
の
「
言
外
の
意
」
と
が
倂
存
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
現
象

が
現
れ
て
い
る
か
は
今
後
の
課
題
で
あ
る

こ
れ
は
、
嚴
粲
だ
け
に
見
ら
れ
る
現
象
で
は
な
い
。
こ
こ
で
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
本
稿
冒
頭
で
紹
介
し
た
司
馬
光
の
發
言
で
あ
る
。「
意

は
言
外
に
在
り
」
の
例
と
し
て
小
雅
「
苕
之
華
」
の
「
三
星　

罶り
う

に
在
り
」
を
擧
げ
、「
久
し
く
す
べ
か
ら
ざ
る
」
こ
と
を
言
わ
ん
と
し

て
い
る
と
し
た
。
し
か
し
「
苕
之
華
」
の
當
該
詩
句
を
「
言
外
の
意
」
と
い
う
術
語
を
使
っ
て
解
說
し
た
例
は
、
本
書
で
取
り
上
げ
た
詩

經
注
釋
書
の
中
に
は
見
當
た
ら
な
い
。
水
面
に
映
っ
た
星
の
光
の
消
失
に
よ
っ
て
「
久
し
く
す
べ
か
ら
ざ
る
」
こ
と
を
言
い
、
周
王
朝
が

閒
も
な
く
滅
亡
す
る
こ
と
を
言
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
通
常
は
「
比
喩
」
の
例
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
事
實
、
鄭
箋
は
「『
久
し
く
す

べ
か
ら
ざ
る
は
、
周
の
將
に
亡
び
ん
と
す
る
を
喩0

ふ
」
と
言
い
、『
正
義
』
も
そ
れ
に
從
い
「
喩
」
と
い
う
語
を
用
い
て
說
明
し
て
い
る
。

こ
れ
を
見
る
と
、
司
馬
光
の
認
識
で
は
比
喩
も
ま
た
「
言
外
の
意
」
の
範
疇
に
入
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

本
句
に
は
實
は
別
の
解
釋
の
仕
方
も
あ
る
。『
集
傳
』『
詩
緝
』
は
、
本
句
は
比
喩
で
は
な
く
詩
人
が
目
に
し
た
實
景
を
直
敍
し
た
も
の

だ
と
捉
え
る
。
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梁
の
中
に
魚
が
い
な
い
の
で
水
は
靜
か
で
あ
る
。
た
だ
三
星
の
光
だ
け
が
映
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
ば
か
り
で
あ
る
○
饑
饉
の
餘

波
で
、
す
べ
て
の
物
が
こ
の
よ
う
に
衰
え
廢
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
罶
中
無
魚
而
水
靜
。
但
見
三
星
之
光
而
已
○
言
饑
饉
之
餘
、
百

物
彫
耗
如
此
）�

（『
集
傳
』）

梁
の
中
に
魚
が
い
れ
ば
、
水
が
動
い
て
水
面
に
星
が
見
え
る
こ
と
は
な
い
。
今
、
心
宿
の
三
星
が
梁
の
中
に
映
っ
て
見
え
て
い
る

と
い
う
の
は
、
梁
を
仕
掛
け
て
も
魚
を
捕
ま
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
國
家
が
混
亂
滅
亡
に
瀕
す
る
時
代
は
、
地
は
そ
の

寶
を
こ
の
世
に
生
み
出
す
の
を
惜
し
む
の
で
、
物
産
は
乏
し
く
、
氣
象
は
蕭
條
た
る
樣
に
な
る
の
で
あ
る
（
笱
中
有
魚
則
水
動
而
不

見
星
。
今
心
之
三
星
見
於
魚
笱
之
中
、
是
設
笱
而
不
得
魚
也
。
亂
亡
之
代
、
地
愛
其
寶
、
物
産
凋
耗
、
氣
象
蕭
條
）�

（『
詩
緝
』）

朱
熹
や
嚴
粲
は
、
簗
に
堰
き
止
め
ら
れ
た
水
面
が
動
か
な
い
の
は
魚
が
泳
い
で
い
な
い
か
ら
で
、
こ
れ
は
寡
婦
が
生
活
の
糧
を
得
ら
れ

な
い
こ
と
を
意
味
す
る
、
こ
こ
か
ら
周
王
朝
が
滅
亡
の
淵
に
立
た
さ
れ
た
現
在
、
物
資
も
缺
乏
し
、
人
々
が
饑
え
に
瀕
し
て
い
る
こ
と
を

暗
示
す
る
と
と
る
の
で
あ
る
。
南
宋
以
後
は
こ
の
解
釋
を
と
る
も
の
が
多
い
。
作
者
は
周
王
朝
が
滅
亡
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
こ
と
を
傳

え
よ
う
と
し
て
本
句
を
詠
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
「
言
外
の
意
」
と
い
う
範
疇
で
論
じ
る
こ
と
は
充
分
可
能
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
彼
ら
は
こ
の
語
を
使
っ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、「
言
外
の
意
」
お
よ
び
そ
の
類
語
は
、
一
般
的
に
は
極
め
て
廣
範
な
修
辭
槪
念
と
考
え
ら
れ
る
一
方
、
具
體
的

な
詩
篇
の
解
釋
の
場
面
に
お
い
て
は
、
か
な
り
限
定
さ
れ
た
内
容
を
持
つ
術
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
い
う
二
面
性
を
有
し
て
い
た
可
能

性
が
あ
る
。
こ
れ
は
あ
る
い
は
、「
言
外
の
意
」
と
い
う
太
陽
系
を
構
成
す
る
星
々
の
一
つ
と
し
て
、「
言
外
の
意
」
と
い
う
星
が
存
在
し
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て
い
る
と
表
現
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
時
、「
言
外
の
意
」
と
い
う
星
が
、「
言
外
の
意
」
太
陽
系
の
惑
星
な
の
か
衛
星
な
の
か
、
あ
る

い
は
恒
星
な
の
か
、
こ
れ
は
今
後
明
ら
か
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
今
後
、「
言
外
の
意
」
の
有
す
る
こ
の
二
面

性
を
常
に
意
識
し
つ
つ
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、「
言
外
の
意
」
の
本
格
的
な
使
用
者
と
し
て
、
南
宋
の
嚴
粲
に
ス
ポ
ッ
ト
を
當
て
た
が
、
彼
が
影
響
を
受
け
た
詩
經
學
者
、

言
い
換
え
れ
ば
、
嚴
粲
に
先
立
っ
て
「
言
外
の
意
」
槪
念
に
よ
る
詩
篇
解
釋
を
本
格
的
に
志
向
し
た
の
が
ど
の
よ
う
な
學
者
で
あ
っ
た
の

か
は
、
當
然
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
本
稿
の
中
で
、
あ
る
い
は
嚴
粲
の
先
蹤
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
說
が
『
呂

記
』
に
複
數
見
出
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
呂
祖
謙
が
「
言
外
の
意
」
說
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

稿
を
改
め
て
考
察
し
た
い
。

本
稿
で
は
、
詩
經
解
釋
學
史
に
お
け
る
「
言
外
の
意
」
に
考
察
の
視
點
を
限
定
し
て
論
じ
た
が
、
當
然
な
が
ら
「
言
外
の
意
」
は
文
學

一
般
、
あ
る
い
は
言
語
表
現
一
般
に
普
遍
的
に
存
在
す
る
現
象
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
廣
い
視
野
に
立
っ
た
研
究
も
多
く
の
蓄
積
が
あ
る（

11
（

。

筆
者
は
現
段
階
で
そ
れ
ら
を
參
照
す
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
本
稿
の
考
察
の
妥
當
性
を
檢
證
す
る
上
で
積
み
殘
さ
れ

た
課
題
と
し
て
銘
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

注（（
）　

司
馬
光
『
溫
公
續
詩
話
』
の
譯
注
と
し
て
は
、
許
山
秀
樹
・
松
尾
肇
子
・
三
野
豐
浩
・
矢
田
博
士
「『
溫
公
續
詩
話
』
譯
注
稿
」（
愛
知
大
學
語

學
敎
育
研
究
室
『
言
語
と
文
化
』
第
九
號
、
二
〇
〇
三
）
が
あ
る
。
本
文
で
は
こ
の
譯
注
を
參
考
に
し
つ
つ
、
筆
者
の
意
を
も
っ
て
翻
譯
し
た
。

（
（
）　

小
雅
「
苕
之
華
」
序
に
、「
大
夫
閔
時
也
。
幽
王
之
時
、
西
戎
東
夷
交
侵
中
國
、
師
旅
竝
起
、
因
之
以
饑
饉
。
君
子
閔
周
室
之
將
亡
、
傷
己
逢

之
、
故
作
是
詩
也
」
と
言
う
。

（
（
）　

鄭
箋
に
、「
不
可
久
者
、
喩
周
將
亡
、
如
心
星
之
光
耀
、
見
於
魚
笱
之
中
、
其
去
須
臾
也
」
と
言
う
。
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（
（
）　

毛
傳
に
、「
罶
、
曲
梁
也
。
寡
婦
之
笱
也
」
と
あ
る
。

（
（
）　
『
正
義
』
に
、「
三
星
之
光
耀
在
於
魚
罶
之
中
、
其
去
斯
須
、
不
可
久
也
。
以
喩
周
室
之
亡
期
將
至
、
欲
望
其
存
、
亦
不
可
久
也
」
と
言
う
。

（
（
）　

詩
經
の
詩
篇
が
も
と
歌
謠
と
し
て
歌
わ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
詩
篇
を
受
容
す
る
も
の
と
し
て
は
讀
者
の
他
に
聞
き
手
も
含
ま

れ
る
。
た
だ
し
、
本
稿
で
は
煩
雜
を
避
け
、
こ
れ
以
後
は
「
讀
者
」
の
語
で
受
容
者
を
代
表
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
（
）　
「
簒
奪
者
に
獻
げ
る
讚
歌

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

―
」（
慶
應
義
塾
大
學
日
吉
紀
要
『
中
國
硏
究
』、

第
十
二
號
、
二
〇
一
九
年
三
月
）
六
三
頁
參
照
。
な
お
、「
類
淫
詩
說
」
は
筆
者
の
造
語
で
あ
る
が
、
そ
の
定
義
に
つ
い
て
も
上
記
拙
論
を
參
照

さ
れ
た
い
。

（
（
）　

同
右
。

（
（
）　

黃
忠
愼
『
嚴
粲
詩
緝
新
探
』（
臺
灣
・
文
史
哲
出
版
社
、
二
〇
〇
八
）、
特
に
第
二
章
（
三
）
（
「
美
刺
說
與
言
外
之
意
的
關
聨
」
お
よ
び
第
四

章
、
六
、「
結
語
」。
同
「
方
玉
潤
『
詩
經
原
始
』
論
詩
的
言
外
之
意
」（『
詩
經
研
究
叢
刊
』
第
十
九
輯
、
二
〇
一
一
）。

（
（0
）　

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

―
』（
二
〇
一
七
、
研
文
出
版
）
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

―
」、「
詩
人
の
ま
な
ざ
し
、
詩
人
へ
の
ま
な
ざ
し

―
詩
經
に

お
け
る
詩
中
の
關
係
に
つ
い
て
の
認
識
の
變
化

―
」、
第
十
六
章
「
作
者
の
意
圖
か
ら
國
史
と
孔
子
の
解
說
へ

―
嚴
粲
詩
經
解
釋
に
お
け
る

尊
序
尊
重
の
意
義

―
」、
前
掲
拙
論
二
〇
一
九
年
三
月
。

（
（（
）　

黃
忠
愼
氏
前
掲
書
三
〇
頁
。

（
（（
）　

同
右
三
一
頁
。

（
（（
）　

同
右
三
一
頁
。

（
（（
）　

同
右
二
九
頁
。

（
（（
）　
『
詩
緝
』
に
お
け
る
「
言
外
」
の
用
例
は
以
下
の
通
り
。

①
林
希
逸
撰
「
詩
緝
原
序
」�

二
例

②
自
序�

一
例

③
毛
詩
大
序�

一
例

④
周
南
「
葛
覃
」
首
章�

一
例

⑤
周
南
「
螽
斯
」
首
章�

一
例

⑥
召
南
「
鵲
巢
」
首
章�

二
例
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⑦
鄘
風
「
君
子
偕
老
」
卒
章�

一
例

⑧
鄘
風
「
桑
中
」
序�

一
例
（『
呂
記
』
か
ら
の
引
用
）

⑨
衞
風
「
河
廣
」
卒
章�

一
例

⑩
齊
風
「
鷄
鳴
」
序�

一
例

⑪
齊
風
「
猗
嗟
」
卒
章�

一
例

⑫
唐
風
「
山
有
樞
」
首
章�

一
例

⑬
曹
風
「
蜉
蝣
」
第
二
章�

一
例
（『
范
補
傳
』
か
ら
の
引
用
）

⑭
小
雅
「
頍
弁
」
序�

一
例

⑮
大
雅
「
蕩
」
卒
章�

一
例

（
（（
）　

齊
風
「
南
山
」
序
の
鄭
箋
に
、「
襄
公
之
妹
、
魯
桓
公
夫
人
文
姜
也
。
襄
公
素
與
淫
通
…
…
莊
公
即
位
後
乃
來
、
猶
復
會
齊
侯
于
禚
、
于
祝
丘
、

又
如
齊
師
」
と
言
う
。

（
（（
）　
『
春
秋
左
傳
』「
莊
公
十
一
年
」
に
載
る
、
魯
が
宋
と
乘
丘
の
地
に
戰
っ
た
時
、
莊
公
が
金
僕
姑
の
矢
を
放
ち
、
宋
の
大
夫
の
南
宮
長
萬
を
射
た

故
事
。

（
（（
）　

朱
熹
『
集
傳
』
は
呂
祖
謙
の
こ
の
說
を
引
用
し
、「
章
外
」
を
「
言
外
」
に
作
る
。
こ
こ
か
ら
も
「
章
外
」
が
「
言
外
」
と
同
義
で
あ
る
こ
と

が
裏
付
け
ら
れ
る
。

（
（（
）　

呂
祖
謙
が
蘇
轍
の
說
を
「
言
外
の
意
」
を
用
い
た
解
釋
と
し
て
不
徹
底
で
あ
る
と
批
判
し
た
の
は
、
彼
が
「
言
外
の
意
」
を
重
視
し
た
解
釋
を

前
進
さ
せ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
し
、『
呂
記
』
に
は
「
言
外
」「
章
外
」
の
術
語
を
用
い
た
例
は
少
な
い
（
合
わ
せ
て

二
例
の
み
）。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
「
言
外
の
意
」
解
釋
に
對
す
る
貢
獻
は
、
稿
を
改
め
て
愼
重
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
（0
）　

齊
風
「
南
山
」
序
に
、「
刺
襄
公
也
。
鳥
獸
之
行
、
淫
乎
其
妹
。
大
夫
遇
是
惡
、
作
詩
而
去
之
」
と
言
う
。「
敝
笱
」
序
に
、「
刺
文
姜
也
。
齊

人
惡
魯
桓
公
微
弱
、
不
能
防
閑
文
姜
、
使
至
淫
亂
、
爲
二
國
患
焉
」
と
言
う
。
兩
詩
の
内
容
は
い
ず
れ
も
歌
う
對
象
を
贊
美
す
る
も
の
で
な
い
。

こ
の
點
、「
猗
嗟
」
と
は
異
な
る
の
で
、
兩
詩
の
持
つ
懸
隔
の
構
造
は
「
猗
嗟
」
よ
り
單
純
で
、
な
ぜ
魯
の
君
主
を
刺
っ
た
詩
が
齊
風
に
編
入
さ

れ
て
い
る
か
と
い
う
一
點
で
あ
る
。

（
（（
）　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
揭
拙
論
二
〇
一
九
年
三
月
で
す
で
に
考
察
し
た
が
、
本
稿
の
論
旨
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
の
で
再
度
說
明

す
る
。

（
（（
）　
『
正
義
』
に
「
猗
是
心
内
不
平
、
嗟
是
口
之
喑
啞
、
皆
傷
歎
之
聲
、
故
爲
歎
辭
」
と
言
う
。
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55（332）　「言外の意」の遠近法

（
（（
）　

鄭
箋
に
「
人
君
、
小
君
也
。
或
者
『
小
』
字
誤
作
『
人
』
耳
」
と
言
う
。「
小
君
」
は
、
諸
侯
の
夫
人
の
こ
と
。

（
（（
）　

前
節
で
檢
討
し
た
「
君
子
偕
老
」『
詩
緝
』
の
中
で
、「
君
子
偕
老
」「
猗
嗟
」
と
と
も
に
「
言
外
の
意
」
の
代
表
例
と
し
て
擧
げ
ら
れ
て
い
た

衞
風
「
碩
人
」
は
よ
い
例
に
な
る
。
小
序
に
、

「
碩
人
」
は
、
莊
姜
を
憐
れ
ん
だ
詩
で
あ
る
。
莊
公
は
お
氣
に
入
り
の
側
室
に
惑
わ
さ
れ
、
驕
り
昂
ぶ
っ
て
身
の
程
知
ら
ず
な
振
る
舞
い

を
さ
せ
た
。
莊
姜
は
賢
か
っ
た
が
、
然
る
べ
き
待
遇
で
も
て
な
さ
れ
ず
、
と
う
と
う
子
供
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
。
國
人
は
彼
女
を
憐
れ
み
憂

え
た
（
碩
人
、
閔
莊
姜
也
。
莊
公
惑
於
嬖
妾
、
使
驕
上
僭
。
莊
姜
賢
而
不
答
、
終
以
無
子
、
國
人
閔
而
憂
之
）

と
言
い
、
本
詩
は
詩
人
が
衞
の
莊
姜
を
憐
れ
ん
だ
詩
と
す
る
が
、
詩
篇
は
莊
姜
へ
の
贊
美
の
言
が
連
ね
ら
れ
て
い
て
、
小
序
と
詩
句
と
に
懸
隔
が

あ
る
。
本
詩
第
三
章
に
、

大
夫
夙
退　
　

大
夫　

夙は
や

く
退
け

無
使
君
勞　
　

君
を
し
て
勞
せ
使
む
る
こ
と
無
か
れ

と
い
う
句
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
對
し
て
嚴
粲
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

莊
姜
は
禮
に
從
っ
て
や
っ
て
來
て
嫁
い
だ
の
だ
か
ら
、
夫
に
應
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
べ
き
で
は
な
い
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
我
が
主
君

は
政
事
に
疲
れ
て
、
夫
人
と
相
親
し
む
餘
裕
が
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
も
ろ
も
ろ
の
大
夫
で
朝
廷
に
や
っ

て
く
る
者
た
ち
は
と
り
あ
え
ず
早
々
に
退
出
な
さ
り
、
我
が
主
君
が
政
の
裁
斷
を
下
す
の
に
お
疲
れ
に
な
ら
な
い
よ
う
に
な
さ
る
の
が
よ
ろ

し
い
○
君
主
が
莊
姜
に
お
應
え
に
な
ら
な
い
の
は
、
彼
の
お
氣
に
入
り
の
側
室
に
惑
わ
さ
れ
た
の
が
原
因
な
の
だ
が
、
本
詩
は
そ
れ
が
政
治

に
疲
れ
た
こ
と
が
招
い
た
こ
と
と
言
う
…
…
風
人
の
言
葉
と
い
う
の
は
微
妙
で
婉
曲
な
も
の
で
あ
る
（
莊
姜
以
禮
來
嫁
。
不
應
不
見
答
。
豈

吾
君
疲
於
政
事
而
未
暇
與
夫
人
相
親
耶
。
若
是
則
諸
大
夫
聽
朝
者
宜
且
早
退
。
無
使
吾
君
勞
於
聽
斷
可
也
○
君
之
不
答
莊
姜
以
惑
於
嬖
妾
之

故
、
而
此
詩
以
爲
勞
於
政
事
所
致
…
…
風
人
之
辭
微
婉
矣
）

「
風
人
」
の
表
現
が
婉
曲
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、「
言
外
の
意
」
と
結
び
つ
け
て
說
明
し
て
お
り
、
嚴
粲
が
、
國
風
の
詩
人
に
と
っ
て
意
を
言

外
に
込
め
る
こ
と
は
重
要
な
技
法
で
あ
っ
た
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
同
時
に
、
詩
人
は
鍵
に
な
る
言
葉
を
詩
中
に
忍
ば
せ
て
お
り
、

讀
者
（
聽
き
手
）
が
そ
れ
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
言
外
の
意
」
を
解
き
明
か
す
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
と
も
考
え
て
い
る
。

風
人
は
莊
姜
が
應
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
直
接
は
言
っ
て
い
な
い
。
た
だ
、
首
章
で
彼
女
の
親
族
に
つ
い
て
一
つ
一
つ
述
べ
、
こ
れ
を

讀
む
者
が
こ
の
よ
う
に
歌
う
の
は
、
莊
姜
は
然
る
べ
き
待
遇
を
受
け
な
か
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
を
わ
か
っ
て
も
ら
い
た

か
っ
た
の
で
あ
り
、
衞
國
の
人
々
は
自
然
と
そ
れ
が
わ
か
っ
た
の
で
あ
り
、
誰
に
も
わ
か
る
よ
う
に
言
う
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
風

人
不
直
言
莊
姜
不
見
答
之
事
。
但
首
章
歷
述
其
親
族
、
欲
讀
之
者
知
其
爲
莊
姜
則
不
見
答
之
事
、
國
人
自
知
之
、
不
待
察
察
言
之
矣
）
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�

（「
碩
人
」
首
章
『
詩
緝
』）

（
（（
）　

釋
大
典
『
文
語
解　

附
索
引
』（
汲
古
書
院
、
一
九
八
四
）
卷
之
二
「
設
」
に
、「
設
爲
」
に
つ
い
て
「
コ
レ
ハ
ワ
ザ
ト
ノ
義
ナ
リ
」
と
言
う
の

に
據
る
。

（
（（
）　
「
猗
嗟
」
卒
章
『
詩
緝
』
で
、
嚴
粲
は
「
言
外
の
意
」
を
明
ら
か
に
す
る
鍵
に
な
る
句
「
展
我
甥
兮
」
に
つ
い
て
「
詩
人
設0

爲
諱
護
之
辭
以
譏

之
」
と
言
い
、
本
例
と
同
じ
く
、「
設
爲
」
の
語
を
用
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
後
文
に
引
用
す
る
衞
風
「
河
廣
」
で
も
「
設
爲
」
の
語
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
も
、
嚴
粲
が
、「
言
外
の
意
」
が
詩
人
の
意
圖
的
な
修
辭
表
現
と
親
和
性
が
高
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

（
（（
）　

こ
れ
を
念
頭
に
置
け
ば
、
卒
章
『
詩
緝
』
に
、

こ
の
よ
う
な
人
で
あ
っ
て
こ
そ
、
國
を
代
表
す
る
美
女
で
あ
る
。
歎
き
惜
し
み
不
滿
に
思
う
氣
持
ち
が
言
外
に
現
れ
て
い
る
（
如
此
人
乃

邦
之
美
女
。
歎
惜
不
滿
之
意
、
見
於
言
外
矣
）

と
、「
歎
惜
不
滿
の
意
」
を
言
外
に
表
す
の
も
、
詩
人
が
相
手
無
く
漏
ら
し
た
歎
聲
で
は
な
く
、
宣
姜
と
向
き
合
っ
て
、
思
わ
ず
漏
ら
し
た
も
の

だ
と
嚴
粲
は
考
え
て
い
る
と
推
測
で
き
る
。

（
（（
）　

朱
熹
『
集
傳
』
で
も
、
本
詩
題
下
注
に
こ
の
『
呂
記
』
の
說
を
引
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
文
に
引
い
た
首
章
、
卒
章
『
集
傳
』
か
ら
窺
え

る
よ
う
に
、『
呂
記
』
の
說
か
ら
具
體
的
な
影
響
を
受
け
て
い
る
形
跡
は
見
當
た
ら
な
い
。

（
（（
）　

注
（
（（
）
で
示
し
た
『
詩
緝
』
に
お
け
る
「
言
外
」
の
用
例
を
見
る
と
、
十
七
例
中
十
一
例
（
十
首
）
が
、
國
風
の
詩
篇
の
注
釋
中
に
用
い
ら

れ
て
い
る
。

（
（0
）　

た
だ
し
、
嚴
粲
は
本
文
の
引
用
に
續
け
て
次
の
よ
う
に
も
言
う
。

明
白
で
正
大
、
事
柄
を
直
接
言
う
の
は
、
雅
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
雅
の
ス
タ
イ
ル
に
純
粹
に
作
ら
れ
た
の
が
、
雅
の
大
な
る
も
の
で
あ

り
、
風
の
ス
タ
イ
ル
を
ま
じ
え
た
も
の
が
雅
の
小
な
る
も
の
で
あ
る
（
明
白
正
大
、
直
言
其
事
者
、
雅
之
體
也
。
純
乎
雅
之
體
者
、
爲
雅
之

大
、
雜
乎
風
之
體
者
、
爲
雅
之
小
）

嚴
粲
は
、「
言
外
の
意
」
は
國
風
の
特
徵
的
ス
タ
イ
ル
で
は
あ
る
が
、
二
雅
の
う
ち
小
雅
は
國
風
と
親
近
性
が
あ
り
、
風
の
ス
タ
イ
ル
が
混
在

す
る
と
考
え
て
い
る
。

（
（（
）　
『
詩
緝
』
中
に
、
全
八
例
見
え
る
。
内
譯
は
次
の
通
り
。

①
周
南
「
螽
斯
」
首
章
、
②
召
南
「
鵲
巢
」
首
章
、
③
邶
風
「
燕
燕
」
首
章
、
④
衞
風
「
碩
人
」
序
、
⑤
同
首
章
、
⑥
同
第
三
章
、
⑦
同
「
竹

竿
」
首
章
、
⑧
唐
風
「
揚
之
水
」
卒
章
。

（
（（
）　

召
南
「
鵲
巢
」
首
章
『
詩
緝
』
も
、
や
は
り
意
識
的
な
修
辭
と
し
て
の
言
外
の
意
の
性
格
が
強
い
。
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57（330）　「言外の意」の遠近法

風
人
の
思
い
は
言
外
に
あ
る
。
お
よ
そ
人
が
賢
者
で
あ
る
こ
と
を
言
う
の
に
、
た
だ
、
彼
の
服
飾
の
美
し
さ
だ
け
を
美
め
稱
え
る
。
本
詩

は
、
夫
人
の
德
を
言
う
の
に
、
た
だ
完
成
さ
れ
た
王
業
を
彼
女
が
居
な
が
ら
に
し
て
享
受
し
て
い
る
と
言
う
。
こ
れ
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い

德
を
彼
女
が
具
え
て
い
る
こ
と
は
、
自
ず
か
ら
言
外
に
現
れ
る
の
で
あ
る
。
文
王
の
家
を
齊
え
る
德
化
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て

こ
の
よ
う
な
狀
況
が
も
た
ら
さ
れ
よ
う
か
（
風
人
意
在
言
外
。
凡
言
人
之
賢
、
但
稱
其
服
飾
之
美
。
此
言
夫
人
之
德
、
亦
但
稱
其
坐
享
成
業
。

是
其
有
德
以
稱
之
、
自
見
於
言
外
矣
。
非
文
王
齊
家
之
化
、
何
以
致
此
）

（
（（
）　

拙
論
「
同
情
と
配
慮
の
レ
ト
リ
ッ
ク

―
戴
震
『
毛
詩
補
傳
』
に
見
ら
れ
る
嚴
粲
詩
經
學
の
影
響

―
」（『
日
本
宋
代
文
學
學
會
報
』
第
三
號
、

二
〇
一
七
）
參
照
。

（
（（
）　

拙
論
二
〇
一
九
年
三
月
、
第
六
節
。『
詩
附
記
』
の
關
連
す
る
部
分
は
以
下
の
通
り
。

展
我
甥
兮
、
詩
人
之
詞
、
意
在
言
外
、
面
面
俱
到
。
序
之
末
句
不
必
泥
也
。
即
春
秋
書
子
同
生
、
亦
聖
人
化
工
之
筆
、
出
於
無
意
、
而
況

此
詩
乎
。
如
必
泥
展
字
、
則
展
也
大
成
又
當
作
何
解
。

（
（（
）　

拙
論
「
詩
の
わ
か
ら
な
さ
と
向
か
い
あ
っ
て

―
戴
震
と
の
比
較
か
ら
見
た
翁
方
綱
『
詩
附
記
』
の
特
徵

―
」（『
中
國

―
社
會
と
文
化
』

第
（（
號
、
二
〇
一
九
）
參
照
。

（
（（
）　
「
微
詞
」
の
語
は
、
朱
熹
の
用
語
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
本
詩
第
二
章
『
集
傳
』
に
、「
姊
妹
之
子
曰
甥
。
言
稱
其
爲
齊
之
甥
、
而
又
以
明
非

齊
侯
之
子
、
此
詩
人
之
微
詞
也
…
…
則
莊
公
誠
非
齊
侯
之
子
也
」
と
言
う
。
た
だ
し
、
朱
熹
は
「
微
詞
」
の
意
味
内
容
を
說
明
し
て
は
い
な
い
。

賀
貽
孫
が
批
判
す
る
「
微
詞
」
を
穿
鑿
し
た
學
者
と
し
て
想
定
す
る
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
嚴
粲
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
。

（
（（
）　
「
尊
其
瞻
視
」
は
、『
論
語
』「
堯
曰
」
に
「
君
子
正
其
衣
冠
、
尊
其
瞻
視
、
儼
然
人
望
而
畏
之
、
斯
不
亦
威
而
不
猛
乎
」
と
あ
る
。

（
（（
）　

朱
熹
は
、
こ
の
語
は
魯
の
莊
公
が
實
は
文
姜
と
齊
の
襄
公
と
の
不
義
の
子
だ
と
い
う
風
評
を
否
定
す
る
た
め
に
發
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、

同
時
に
そ
の
よ
う
な
風
評
を
起
こ
さ
せ
て
い
る
の
も
、
母
の
不
義
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
莊
公
の
ふ
が
い
な
さ
の
な
せ
る
業
だ
と
い
う
批
判

の
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（（
）　
『
集
傳
』
に
お
け
る
「
言
外
」
の
用
例
は
一
例
。
か
つ
そ
れ
は
朱
熹
自
身
の
經
說
で
は
な
く
、
他
人
の
說
の
引
用
中
に
現
れ
る
。「
猗
嗟
」
題
下

注
に
『
呂
記
』
の
說
を
引
き
、「
東
萊
呂
氏
曰
、
此
詩
三
章
譏
刺
之
意
皆
在
言
外
。
嗟
嘆
再
三
、
則
莊
公
所
大
闕
者
不
言
可
見
矣
」
と
言
う
。

（
◆
「
此
」、『
呂
記
』
作
「
是
」。
◆
「
三
章
」、『
呂
記
』
無
。
◆
「
言
外
」、『
呂
記
』
作
「
章
外
」。
◆
「
則
」、『
呂
記
』
作
「
而
」）。

（
（0
）　
『
文
淵
閣
四
庫
全
書
電
子
版
』
に
據
っ
て
調
査
し
た
。
十
三
例
は
、
南
宋
で
最
多
、
そ
の
次
は
樓
鑰
『
攻
媿
集
』
の
九
例
。

（
（（
）　

例
え
ば
、『
晦
庵
先
生
朱
文
公
文
集
』
卷
三
一
「
與
張
敬
夫
論
癸
巳
論
語
說
」
に
、『
論
語
』「
述
而
」
の
「
述
而
不
作
」
に
つ
い
て
の
張
栻
の

「
聖
人
所
以
自
居
者
平
易
如
此
（
雙
行
注
で
朱
熹
の
評
語
「
平
易
二
字
說
不
着
」
あ
り
）
老
彭
孔
子
事
同
而
情
性
功
用
則
異
」
と
い
う
說
を
引
き
、
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雙
行
注
に
こ
れ
に
對
す
る
評
語
を
述
べ
て
「
大
率
此
解
多
務
發
明
言
外
之
意
、
而
不
知
其
反
戾
於
本
文
之
指
。
爲
病
亦
不
細
也
」
と
言
う
（
四
部

叢
刊
正
編
（（
）。

（
（（
）　

拙
論
「
二
つ
の
斷
章
取
義

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

―
」（『
日
本
宋
代
文
學
學
會
報
』、
第
五
號
、

日
本
宋
代
文
學
學
會
、
二
〇
一
八
年
十
二
月
）、「
す
べ
て
本
義
の
た
め
に

―
翁
方
綱
の
斷
章
取
義
說
の
性
格
と
そ
の
詩
經
學
史
的
位
置
付
け

―
」（
慶
應
義
塾
大
學
日
吉
紀
要
『
中
國
硏
究
』、
第
十
三
號
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）。
參
照
。

（
（（
）　

田
中
謙
二
「
朱
門
弟
子
師
事
年
攷
」
二
十
「
輔
廣
」（『
田
中
謙
二
著
作
集
』
第
三
卷
、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
一
）
參
照

（
（（
）　
『
四
庫
提
要
』
經
部
、
詩
類
「
詩
童
子
問
十
卷
提
要
」
に
、「
是
編
大
旨
、
主
於
羽
翼
詩
集
傳
、
以
述
平
日
聞
於
朱
氏
之
說
、
故
曰
童
子
問
」
と

言
う
。

（
（（
）　

四
部
叢
刊
正
編
『
朱
文
公
文
集　

一
』（
臺
灣
商
務
印
書
館
）
卷
五
二
、
四
三
葉
表
。

（
（（
）　
『
論
語
集
注
』
本
條
に
、「
素
、
粉
地
、
畫
之
質
也
、
絢
、
彩
色
、
畫
之
飾
也
。
言
…
…
如
有
素
地
而
可
采
色
也
…
…
後
素
、
後
於
素
也
…
…
謂

先
以
粉
地
爲
質
、
而
後
施
五
采
」
と
言
う
。
筆
者
は
『
四
書
章
句
集
注
』（
新
編
諸
子
集
成
（
第
一
輯
）、
中
華
書
局
、
一
九
八
三
）
を
用
い
た
。

（
（（
）　

楊
時
の
說
は
、『
論
語
集
注
』
の
他
、『
論
語
精
義
』
卷
二
上
「
八
佾
」
に
も
や
や
詳
し
く
引
か
れ
る
（『
朱
子
全
書　

修
訂
本
』
第
七
册
、
上

海
古
籍
出
版
社
、
安
徽
敎
育
出
版
社
、
二
〇
一
〇
、
一
〇
九
頁
）。

（
（（
）　

楊
時
の
小
序
に
對
す
る
認
識
は
今
後
の
考
察
の
對
象
と
し
た
い
。
故
に
、
こ
こ
で
は
朱
熹
と
そ
の
後
繼
者
輔
廣
に
つ
い
て
の
み
言
う
。

（
（（
）　

前
揭
拙
著
第
十
四
章
參
照
。

（
（0
）　

檀
作
文
『
朱
熹
詩
經
學
研
究
』（
學
苑
出
版
社
、
二
〇
〇
三
）
第
一
章
第
二
節
參
照
。

（
（（
）　

前
揭
拙
著
第
十
五
章
參
照
。

（
（（
）　

本
節
の
考
察
に
關
聯
し
て
、
黃
忠
愼
前
揭
論
文
、
二
〇
一
一
が
、「
方
玉
潤
標
榜
追
尋
言
外
之
意
的
讀
『
詩
』
法
、
也
尊
重
早
期
斷
章
取
義
式

的
用
『
詩
』
習
慣
」（
四
一
七
頁
）
と
言
う
の
は
、
晩
淸
の
詩
經
學
者
方
玉
潤
が
「
言
外
の
意
」
と
「
斷
章
取
義
」
と
を
一
つ
の
視
野
の
も
と
で

捉
え
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
指
摘
で
あ
る
。
確
か
に
、『
詩
經
原
始
』
卷
首
下
「
詩
旨
」
に
、「
案
、
詩
多
言
外
意
、

有
會
心
者
卽
此
悟
彼
、
無
不
可
以
貫
通
。
然
唯
觀
詩
、
學
詩
、
引
詩
乃
可
、
若
執
此
以
釋
詩
、
則
又
誤
矣
。
蓋
觀
詩
、
學
詩
、
引
詩
、
皆
斷
章
以

取
義
、
而
釋
詩
則
務
探
詩
人
意
旨
也
。
豈
可
一
槪
論
哉
」（
中
華
書
局
排
印
本
、
一
九
八
六
、
上
册
、
五
一
頁
）
と
あ
り
、「
言
外
の
意
」
と
「
斷

章
取
義
」
と
を
關
聯
づ
け
て
論
じ
て
い
る
。
た
だ
し
、
本
稿
で
は
こ
の
問
題
を
詳
し
く
考
察
す
る
餘
裕
が
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
（（
）　

こ
の
こ
と
に
關
し
て
參
考
す
べ
き
も
の
に
、
例
え
ば
陳
麗
梅
『「
言
外
之
意
」
修
辭
現
象
研
究
』（
中
國
社
會
科
學
出
版
社
、
二
〇
一
六
）
が
あ

る
。
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テ
キ
ス
ト

●
唐
・
孔
穎
達
等
奉
勅
撰
『
毛
詩
正
義
』（
略
稱
『
正
義
』）

十
三
經
注
疏
附
挍
勘
記
（
嘉
慶
二
十
年
江
西
南
昌
府
學
刊
本
景
印
）
第
二
册
（
臺
灣
・
藝
文
印
書
館
）
に
據
り
つ
つ
、
十
三
經
注
疏
整
理
本
（
北

京
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
）
第
四
～
六
册
を
參
照
し
た
。

な
お
、
臺
灣
中
央
研
究
院
の
漢
籍
電
子
文
獻
（Scripta�Sinica

）
瀚
典
全
文
檢
索
系
統
（.0
版
（
史
語
所
漢
籍
全
文
資
料
庫
計
畫
制
作
）
所
收
の

『
十
三
經
注
疏
』
を
、
字
句
の
檢
索
に
活
用
し
た
。

●
北
宋
・
歐
陽
脩
撰
『
詩
本
義
』

四
部
叢
刊
廣
篇
、
據
呉
縣
潘
氏
滂
憙
齋
藏
宋
刊
本
影
印
本
。

●
北
宋
・
王
安
石
『
詩
經
新
義
』（
略
稱
『
新
義
』）

程
元
敏
輯
、『
三
經
新
義
輯
考
彙
評
（
二
）
─
詩
經
』（
中
華
叢
書
、
臺
灣
、
國
立
編
譯
館
、
一
九
八
六
）

●
北
宋
・
蘇
轍
『
詩
集
傳
』（
略
稱
『
蘇
傳
』）

續
修
四
庫
全
書
據
淳
熙
七
年
蘇
詡
筠
州
公
使
庫
刻
本
影
印
本
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
二
）

●
南
宋
・
范
處
義
『
詩
補
傳
』（
略
稱
『
范
補
傳
』）

文
淵
閣
四
庫
全
書
本

●
南
宋
・
呂
祖
謙
『
呂
氏
家
塾
讀
詩
記
』（
略
稱
『
呂
記
』）

四
部
叢
刊
廣
編
0（
、
據
常
熟
瞿
氏
鐵
琴
銅
劍
樓
藏
宋
刊
本
影
印
本

●
南
宋
・
朱
熹
『
詩
集
傳
』（
略
稱
『
集
傳
』）

四
部
叢
刊
廣
編
0（
、
據
靜
嘉
堂
文
庫
藏
宋
本
影
印
本

●
同
「
詩
序
辨
說
」�

『
朱
子
全
書　

修
訂
本
』
第
一
册
（
上
海
古
籍
出
版
社
・
安
徽
敎
育
出
版
社
、
二
〇
一
〇
）

●
同
『
朱
子
語
類
』（
略
稱
『
語
類
』）

王
星
賢
點
校
、
理
學
叢
書
（
中
華
書
局
、
一
九
八
六
）

●
南
宋
・
輔
廣
『
詩
童
子
問
』

詩
經
要
籍
集
成
（
學
苑
出
版
社
、
二
〇
〇
二
）

人文35_縦.indb   59 2020/06/09   15:43:45



（327）60

●
南
宋
・
嚴
粲
『
詩
緝
』

據
明
趙
府
味
經
堂
刊
本
影
印
本
（
臺
灣
・
廣
文
書
局
、
一
九
七
〇
）

●
元
・
劉
瑾
『
詩
傳
通
釋
』

元
代
古
籍
集
成
經
部
詩
類
（
北
京
師
範
大
學
出
版
社
、
二
〇
一
三
）

●
明
・
鍾
惺
『
批
點
詩
經
』

詩
經
要
籍
集
成
二
編
據
明
凌
氏
朱
墨
套
印
本
影
印
（
學
苑
出
版
社
、
二
〇
一
五
）

●
淸
・
賀
貽
孫
『
詩
觸
』

詩
經
要
籍
集
成
二
編
據
淸
刻
本
影
印
（
學
苑
出
版
社
、
二
〇
一
五
）

●
淸
・
戴
震
『
毛
詩
補
傳
』

安
徽
古
籍
叢
書
『
戴
震
全
書
（
修
訂
本
）』
第
一
册
（
黃
山
書
社
、
二
〇
一
〇
）

●
淸
・
翁
方
綱
『
詩
附
記
』

柏
克
萊
加
州
大
學
東
亞
圖
書
館
校
抄
校
本
叢
刊
、
翁
方
綱
經
學
手
稿
五
種
第
三
種
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
六
）

●
『
文
淵
閣
四
庫
全
書
電
子
版
─
─
原
文
及
全
文
檢
索
版
』

上
海
人
民
出
版
社
・
迪
志
文
化
出
版
有
限
公
司

○
本
稿
の
構
想
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
九
年
八
月
に
訪
問
學
者
と
し
て
慶
應
義
塾
大
學
に
滯
在
さ
れ
た
臺
灣
大
學
中
文
系
史
甄
陶
副
教
授
と
の
議
論
に

負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
氏
か
ら
は
ま
た
、
本
稿
で
用
い
た
文
獻
資
料
も
多
く
紹
介
し
て
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
。
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