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�

な
ぜ
過
去
の
君
主
を
刺
っ
た
詩
と
解
釋
し
て
は
な
ら
な
い
か
？

―

宋
代
詩
經
學
者
の
追
刺
說
批
判―

種
村
和
史

Ⅰ　

は
じ
め
に

　

筆
者
は
前
稿）

�
（

に
お
い
て
、『
毛
詩
正
義）

（
（

』（
以
下
、
誤
解
の
恐
れ
が
な
い
場
合
は
『
正
義
』
と
略
稱
す
る
）
中
に
見
ら
れ
る
「
追
刺
」

と
い
う
解
釋
概
念
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
。
追
刺
と
は
、
過
去
の
人
物―

多
く
の
場
合
は
過
去
の
君
主―

の
惡
行
に
對
し
て
後

世
の
詩
人
が
批
判
を
加
え
る
こ
と
で
あ
り
、『
詩
經
』
の
詩
篇
が
そ
の
よ
う
な
意
圖
か
ら
作
ら
れ
た
と
考
え
解
釋
し
た
例
が
、『
正
義
』

に
存
在
す
る
。
追
刺
は
、
漢
唐
の
詩
經
解
釋
の
中
心
概
念
で
あ
る
美
刺
の
う
ち
の
「
刺
」
の
一
つ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
位
置
づ
け

ら
れ
る
が
、
刺
詩
が
批
判
す
る
對
象
の
道
德
的
覺
醒
を
促
す
と
い
う
目
的
を
も
っ
て
い
る
の
に
對
し
、
追
刺
に
お
い
て
は
批
判
の
對
象

が
す
で
に
世
を
去
っ
て
い
て
改
心
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
現
實
的
な
效
用
を
伴
わ
な
い
、
批
判
の
た
め
の
批
判
と
な
っ
て
し

ま
う
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
倫
理
的
な
問
題
を
含
む
概
念
を
疏
家
が
あ
え
て
解
釋
に
用
い
て
い
る
理
由
を
考
察
し
た
結
果
、



（

疏
家
は
作
者
が
ど
の
よ
う
な
思
い
を
詩
に
込
め
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
は
な
く
、
當
該
の
詩
が
『
詩
經
』
の
中
の
特
定
の

位
置
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
說
明
す
る
た
め
に
、
す
な
わ
ち
作
者
の
意
で
は
な
く
編
者
の
意
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
追
刺

と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
考
察
の
過
程
で
、
疏
家
に
は
歐
陽
脩
が
『
詩
本
義
』「
本
末
論
」
に
お
い
て
唱

え
た
「
詩
人
の
意
、
大
師
の
職
、
聖
人
の
志
、
經
師
の
業
」
と
い
う
『
詩
經
』
の
意
味
的
多
層
性
に
つ
い
て
の
認
識
の
萌
芽
と
も
言
う

べ
き
發
想
が
す
で
に
見
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
疏
家
は
、
美
刺
の
觀
念
を
詩
經
解
釋
の
根
本
と
し
て
重
視
し
て
い
る
も
の
の
、
實
際
に
は

「
刺
」
に
つ
い
て
か
な
り
愼
重
な
姿
勢
を
と
っ
て
い
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
き
た
。

　

本
稿
で
は
、
前
稿
を
承
け
て
、
宋
代
以
降
の
詩
經
學
者
が
「
追
刺
」
に
對
し
て
ど
の
よ
う
な
議
論
を
行
っ
た
か
を
見
て
い
き
た
い
。

そ
れ
を
通
じ
て
、
彼
ら
が
詩
篇
に
お
け
る
批
判
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
、『
詩
經
』
を
い
か
な
る
存
在
と
捉
え
て
い
た
か
を
考

察
し
た
い
。

　

前
稿
で
は
、『
正
義
』
の
中
で
追
刺
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
も
っ
と
も
詳
細
な
說
明
が
行
わ
れ
て
い
る
大
雅
「
抑
」
を
主
と
し
て
分

析
し
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
問
題
に
つ
い
て
、
關
係
す
る
他
の
詩
の
『
正
義
』
に
も
目
を
配
り
な
が
ら
考
察
を
行
っ
た
。

本
稿
に
お
い
て
も
、
前
稿
の
手
順
を
受
け
繼
ぎ
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。

Ⅱ　
『
正
義
』
の
「
抑
」
追
刺
說
に
對
す
る
異
論

　

概
觀
す
れ
ば
、
宋
代
の
詩
經
學
に
お
い
て
は
「
抑
」
を
追
刺
と
し
て
解
釋
す
る
こ
と
に
批
判
的
な
意
見
が
多
か
っ
た）

（
（

。
け
れ
ど
も
、

同
じ
く
「
抑
」
を
追
刺
詩
と
考
え
る
こ
と
に
反
對
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
理
由
は
、
大
き
く
言
っ
て
二
つ
の
局
面
に
分
か
れ
る
。

　

彼
ら
の
反
對
の
第
一
の
理
由
は
、「
抑
」
の
詩
句
自
體
が
、
こ
の
詩
が
追
刺
の
た
め
に
作
ら
れ
た
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
か
ら
、
と



（

なぜ過去の君主を刺った詩と解釋してはならないか？

い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
南
宋
・
呂
祖
謙
『
呂
氏
家
塾
讀
詩
記
』
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
『
史
記
』
に
、
武
公
は
宣
王
三
十
六
年
（
十
六
年
の
誤
り―

筆
者
補
記）

（
（

）
の
年
に
即
位
し
た
と
い
う
記
載
が
あ
る
。『
國
語
』

も
ま
た
、
武
公
が
九
十
五
歳
に
し
て
「
懿
」
を
作
っ
て
自
ら
を
戒
め
た
と
言
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
、〔『
國
語
』
の
注
を
撰
し
た
〕

呉
・
韋
昭
は
、「
懿
」
と
は
す
な
わ
ち
「
抑
」
の
こ
と
で
あ
る
と
言
う
。
か
く
し
て
「
抑
」
を
解
釋
し
た
者
は
と
う
と
う
こ
の
詩

は
厲
王
を
追
刺
し
た
も
の
だ
と
考
え
た
。
今
、「
抑
」
の
詩
句
を
考
察
す
る
と
、「
今
に
在
り
て
、
興お
こ

り
て
政
ま
つ
り
ご
と

を
迷め
い
ら
ん亂
し
」「
手

　

之
を
攜ひ

く
の
み
に
匪あ
ら

ず
、
言こ
こ

に
之
に
事
を
示
す
。
面　

之
を
命
ず
る
の
み
に
匪
ず
、
言こ
こ

に
其
の
耳
を
提つ

む
」「
我
が
謀
を
聽
用

せ
ば
、
庶
こ
ひ
ね
が
は

く
は
大た
い
か
い悔
無
か
ら
ん
」
な
ど
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
ど
う
し
て
追
刺
の
言
葉
と
言
え
よ
う
か
。『
史
記
』

や
『
國
語
』
の
記
載
は
根
據
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ひ
た
す
ら
詩
そ
れ
自
體
を
正
し
い
も
の
と
し
て
信
ず
れ
ば
よ
い
の
で
あ

る
（
史
記
載
武
公
以
宣
王
三
十
六
年
即
位
、
國
語
亦
稱
武
公
年
九
十
五
作
懿
以
自
儆
。
韋
昭
謂
懿
即
抑
也
。
說
者
遂
以
爲
此
詩
乃

追
刺
厲
王
。
今
考
其
文
、
如
曰
、
在
於
今
、
興
迷
亂
于
政
、
曰
匪
手
攜
之
、
言
示
之
事
、
匪
面
命
之
、
言
提
其
耳
、
曰
聽
用
我
謀
、

庶
無
大
悔
。
夫
豈
追
刺
之
語
乎
。
史
記
國
語
殆
未
可
據
。
一
以
詩
爲
正
可
也）

（
（

）

　

呂
祖
謙
が
「
抑
」
を
追
刺
詩
と
考
え
る
こ
と
に
反
對
す
る
の
は
、
詩
句
が
現
在
の
こ
と
を
詠
う
口
振
り
に
な
っ
て
い
て
、
過
去
の
こ

と
を
回
想
す
る
表
現
に
な
っ
て
い
な
い
の
が
、
詩
人
が
事
態
の
渦
中
に
身
を
置
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る）

（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
態
度
に
よ
っ
て
「
抑
」
を
解
釋
し
た
嚆
矢
は
、
北
宋
・
歐
陽
脩
で
あ
る
。

　

詩
の
内
容
か
ら
考
え
る
と
、
武
公
は
厲
王
の
朝
廷
で
卿
士
の
身
分
に
あ
っ
た
者
で
あ
り
、
厲
王
が
無
道
な
振
舞
い
を
す
る
の
を



（

見
、
そ
こ
で
詩
を
作
っ
て
王
が
自
ら
の
行
動
を
愼
ま
ず
に
、
過
失
や
罪
惡
に
陷
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
刺
っ
て
い
る
…
…
〔
大
雅

「
蕩
」
の
作
者
で
あ
る
〕
召
穆
公
と
〔
本
詩
の
作
者
〕
衞
の
武
公
と
は
、
厲
王
の
時
代
の
人
で
あ
る
（
考
詩
之
意
、
武
公
爲
厲
王

卿
士
、
見
王
爲
無
道
、
乃
作
詩
刺
王
不
自
修
飾
而
陷
於
過
惡
…
…
召
穆
衞
武
厲
王
時
人）

（
（

）

　

歐
陽
脩
は
、
詩
句
に
厲
王
の
無
道
な
振
舞
い
が
詠
わ
れ
、
ま
た
そ
れ
を
諫
め
る
言
葉
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
詩
の
作
者
武
公
は
厲
王

朝
で
卿
士
の
身
分
に
あ
っ
た
と
結
論
す
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
詩
は
追
刺
詩
で
は
な
く
、
作
者
が
自
分
が
現
に

仕
え
る
君
主
を
敎
え
戒
め
た
典
型
的
な
刺
詩
と
解
釋
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

南
宋
・
范
處
義
は
、
こ
の
よ
う
な
態
度
を
解
釋
の
原
則
的
理
念
と
し
て
捉
え
る
。
す
な
わ
ち
、
詩
句
の
表
現
に
即
し
て
解
釋
を
行
う

正
當
性
の
根
據
を
、『
詩
經
』
の
至
高
の
地
位
に
由
來
す
る
、
他
の
文
獻
に
對
す
る
價
値
的
優
越
性
に
求
め
る
の
で
あ
る
。

　
「
抑
」
の
詩
は
厲
王
を
刺
り
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
を
警
め
た
詩
で
あ
る
…
…
武
公
は
宣
王
三
十
六
年
（
十
六
年
の
誤
り

―

筆
者
補
記）

（
（

）
に
な
っ
て
よ
う
や
く
即
位
し
、
幽
王
の
時
代
に
な
っ
て
は
じ
め
て
周
の
朝
廷
に
入
っ
て
卿
と
な
っ
た
…
…
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
厲
王
の
時
代
に
は
武
公
は
衞
の
公
子
の
身
分
に
す
ぎ
な
か
っ
た
…
…
學
者
は
こ
の
こ
と
を
う
ま
く
說
明
す
る
こ

と
が
で
き
ず
に
、
と
う
と
う
本
詩
は
幽
王
を
刺
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
な
ど
と
疑
っ
た
。
經
典
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
を
捨
て
て

後
世
の
注
釋
を
信
ず
る
の
は
、
道
理
か
ら
言
っ
て
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
突
き
詰
め
て
說
明
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
詩
は
武
公

が
公
子
の
時
代
に
作
っ
て
厲
王
を
刺
り
、
年
老
い
て
な
お
こ
れ
を
口
に
出
し
て
歌
っ
た
と
考
え
て
、
ど
う
し
て
惡
い
こ
と
が
あ
ろ

う
か
…
…
〔『
國
語
』
の
、
武
公
が
齡
九
十
五
に
な
っ
て
〕「
懿
」
を
作
っ
た
と
い
う
說
を
無
視
し
さ
え
す
れ
ば
、『
詩
經
』
が
武

公
が
「
抑
」
を
作
っ
て
ま
た
自
ら
を
警
め
た
と
言
っ
て
い
る
の
も
、
信
じ
ら
れ
る
。
經
は
聖
人
が
編
纂
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
方
、



（

なぜ過去の君主を刺った詩と解釋してはならないか？

『
史
記
』『
國
語
』
の
記
事
は
出
所
が
雜
駁
で
あ
る
。
學
者
た
る
者
、
何
を
捨
て
何
を
取
る
べ
き
か
わ
き
ま
え
ず
に
い
て
よ
い
も
の

だ
ろ
う
か
。
ま
し
て
や
、「
抑
」
と
い
う
篇
名
は
本
文
の
「
抑
抑
た
る
威
儀
」
に
基
づ
い
て
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

「
懿
」
に
作
っ
て
よ
い
は
ず
が
な
い
（
是
詩
刺
厲
王
亦
以
自
警
…
…
武
公
以
宣
王
三
十
六
年
始
即
位
、
至
幽
王
時
始
入
爲
卿
…
…

然
則
厲
王
之
時
武
公
特
衞
之
公
子
耳
。
學
者
求
其
說
而
不
得
、
遂
疑
是
詩
爲
刺
幽
王
。
舍
經
而
信
傳
、
理
所
不
可
。
究
而
言
之
、

武
公
爲
公
子
則
作
是
詩
以
刺
厲
王
、
至
老
猶
誦
之
以
自
警
、
何
爲
不
可
哉
…
…
去
其
作
懿
之
說
則
經
抑
以
自
警
爲
可
信
。
經
聖
人

所
刪
、
史
記
國
語
其
事
雜
出
、
諸
家
學
者
可
不
知
所
去
取
哉
。
況
抑
之
名
篇
以
抑
抑
威
儀
爲
主
、
不
當
爲
懿
也）

（
（

）

　

范
處
義
は
、
經
典
が
聖
人
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
眞
な
る
存
在
で
あ
り
、
そ
の
眞
實
性
は
外
在
的
な
根
據
に
よ
っ
て
證
明
さ
れ
る
必

要
の
な
い
自
明
の
こ
と
で
あ
る
、
と
考
え
る
。
ま
た
彼
は
、
詩
序
は
孔
子
の
敎
え
を
眞
正
に
傳
え
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
詩
篇
を
解

釋
す
る
た
め
の
根
本
的
な
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
尊
崇
し
た
。
し
た
が
っ
て
彼
は
、
詩
の
意
味
は
詩
序
お
よ
び
經
文
が
表
す
内
容
を
第
一

義
と
す
べ
き
だ
と
考
え
る）

（（
（

。
經
の
外
部
の
存
在
に
す
ぎ
な
い
史
書
の
記
録
が
『
詩
經
』
の
詩
句
お
よ
び
詩
序
の
指
し
示
す
「
史
實
」
と

齟
齬
す
る
場
合
、
檢
討
す
る
ま
で
も
な
く
史
書
の
記
事
が
誤
っ
て
い
る
と
し
て
、『
國
語
』
の
記
事
お
よ
び
韋
昭
注
に
基
づ
い
て
本
詩

を
追
刺
詩
と
す
る
說
を
斥
け
る
。
詩
篇
解
釋
に
お
い
て
、『
詩
經
』
の
外
部
に
存
在
す
る
史
料
と
の
整
合
性
を
重
視
す
る
解
釋
方
法
を

否
定
す
る
范
處
義
の
態
度
は
、
次
の
言
葉
に
明
快
に
表
明
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。

　

衞
の
武
公
の
事
蹟
に
つ
い
て
は
、『
詩
經
』
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
信
賴
す
べ
き
で
あ
る
。『
史
記
』『
國
語
』
な
ど
に
詩
經

と
齟
齬
す
る
記
事
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
根
據
と
す
る
に
足
ら
な
い
（
衞
武
公
之
事
當
以
經
爲
信
、
史
傳
異
同
不
足
證

也）
（（
（

）
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た
だ
し
、
范
處
義
は
歐
陽
脩
と
は
異
な
り
『
史
記
』
に
示
さ
れ
る
武
公
の
年
齡
に
つ
い
て
の
記
録
に
は
從
う
。
そ
の
上
で
、
本
詩
が

武
公
が
厲
王
を
刺
っ
た
詩
だ
と
い
う
小
序
を
合
理
化
す
る
た
め
に
、
武
公
が
若
年
の
頃
に
作
っ
た
も
の
と
い
う
說
を
立
て
る）

（（
（

。

　

以
上
三
者
の
說
は
、
詩
句
お
よ
び
詩
序
と
い
う
『
詩
經
』
の
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
に
從
う
の
が
解
釋
の
本
道
だ
と
い
う
認
識
か
ら
、

『
國
語
』
韋
昭
注
に
從
っ
て
「
抑
」
を
厲
王
に
對
す
る
追
刺
詩
と
し
た
『
正
義
』
說
を
斥
け
る
點
が
共
通
し
て
い
る
。
詩
篇
を
解
釋
す

る
際
に
外
在
的
な
歴
史
記
録
に
齟
齬
し
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
の
で
は
な
く
、
詩
句
そ
の
も
の
を
尊
重
し
、
そ
の
表
現
に
即
し
て
詩
を

讀
み
解
こ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
漢
唐
の
詩
經
學
の
特
徴
で
あ
る
「
史
を
以
て
詩
に
附
す
」
と
い
う
態
度
か
ら
脱
却
し
て
、

新
た
な
解
釋
姿
勢
を
模
索
し
た
態
度
と
し
て
重
視
す
べ
き
で
あ
る）

（（
（

。

　

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
態
度
に
よ
る
解
釋
は
前
稿
で
指
摘
し
た
と
お
り
、『
正
義
』
に
も
見
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、「
小
大
雅
賦
」
の

『
正
義
』
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
「
抑
」
に
つ
い
て
の
異
說
は
、
厲
王
が
快
樂
に
耽
っ
て
荒
ん
だ
生
活
を
し
て
い
る
あ
り
さ
ま
が
詩
中
に

具
體
的
に
詠
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
追
刺
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
た
の
で
あ
る）

（（
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
宋
代
の
三

者
の
說
の
淵
源
は
『
正
義
』
に
す
で
に
あ
り
、
そ
こ
で
は
不
十
分
な
形
で
存
在
し
て
い
た
も
の
を
、
彼
ら
は
解
釋
の
基
本
的
理
念
に
昇

華
さ
せ
展
開
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る）

（（
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
歐
陽
脩
・
范
處
義
・
呂
祖
謙
の
說
は
、
詩
經
解
釋
學
史
の
流
れ
の
中
に
置
い
て
考
え
た
場
合
、
充
分
な
說
得
力
を
持
っ

て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
彼
ら
が
『
正
義
』
の
說
を
知
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る）

（（
（

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
の

說
に
は
、『
正
義
』
が
「
抑
」
を
追
刺
詩
と
し
て
解
釋
す
る
に
至
っ
た
論
據
に
對
す
る
有
效
な
反
證
が
示
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
歐
陽
脩
の
說
で
は
、『
史
記
』『
國
語
』
に
見
え
る
衞
の
武
公
の
年
齡
お
よ
び
活
動
時
期
に
關
す
る
記
事
が
ま
っ
た
く
無
視
さ

れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
な
ぜ
無
視
す
る
か
と
い
う
こ
と
も
說
明
さ
れ
て
い
な
い
。『
詩
本
義
』
を
通
觀
す
る
と
、『
春
秋
左
氏
傳
』『
國

語
』『
史
記
』
な
ど
の
史
書
の
記
載
を
根
據
に
し
て
、
序
・
傳
・
箋
・
正
義
の
解
釋
を
批
判
す
る
こ
と
が
多
い）

（（
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え



（

なぜ過去の君主を刺った詩と解釋してはならないか？

る
と
、
彼
の
「
抑
」
說
は
、
彼
の
詩
經
解
釋
の
基
本
的
方
法
論
に
反
し
て
お
り
、
全
體
的
な
體
系
と
一
貫
性
を
持
た
な
い
孤
立
的
な
論

で
あ
る
。

　

范
處
義
が
言
う
、
本
詩
を
武
公
の
公
子
時
代
の
作
と
す
る
說
に
つ
い
て
は
、『
正
義
』
が
す
で
に
そ
の
可
能
性
を
檢
討
し
て
い
る
。

　
『
史
記
』「
衞
世
家
」
に
據
れ
ば
、
武
公
は
僖
侯
の
子
で
、
共
伯
の
弟
で
あ
る
。
宣
王
十
六
年
に
即
位
し
て
衞
國
の
君
主
と
な
っ

た
、
と
す
れ
ば
、
厲
王
の
時
代
に
は
、
武
公
は
諸
侯
の
庶
子
の
身
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
い
ま
だ
國
君
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
朝
廷
で

の
職
務
も
な
く
、
國
政
の
善
惡
は
身
に
關
わ
り
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
詩
を
作
っ
て
王
を
刺
る
は
ず
が
な
い
（
案
史
記
衞

世
家
、
武
公
者
僖
侯
之
子
、
共
伯
之
弟
。
以
宣
王
十
六
年
即
位
、
則
厲
王
之
世
、
武
公
時
爲
諸
侯
之
庶
子
耳
。
未
爲
國
君
、
未
有

職
事
、
善
惡
無
豫
於
物
、
不
應
作
詩
刺
王）

（（
（

）

　
『
正
義
』
は
こ
の
よ
う
に
本
詩
が
武
公
公
子
時
代
の
作
と
い
う
可
能
性
を
想
定
し
た
上
で
、
朝
廷
に
位
を
持
た
ず
厲
王
の
振
舞
い
を

親
し
く
見
聞
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
身
で
、
武
公
を
批
判
す
る
詩
を
作
っ
た
は
ず
が
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
そ
の
可
能
性
を
斥
け
て

い
る
。
疏
家
の
反
對
の
理
由
の
中
に
は
、
君
主
を
批
判
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
身
分
か
否
か
と
い
う
、
作
者
の
社
會
的
地
位
の
側
面
か
ら

の
顧
慮
と
と
も
に
、
詩
と
は
人
閒
の
抑
え
き
れ
な
い
感
情
が
流
露
し
て
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
事
件
の
渦
中
に
身
を
置
か
な
い

人
閒
が
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
だ
と
い
う
、
作
詩
行
爲
に
對
す
る
本
質
的
な
認
識
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う）

（（
（

。
范
處
義
の
說
は
、『
正

義
』
の
指
摘
す
る
難
點
を
解
決
し
た
上
で
な
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
充
分
な
說
得
力
を
缺
い
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
呂
祖
謙
も
「『
史
記
』『
國
語
』
は
殆
ん
ど
未
だ
據
と
す
べ
か
ら
ず
」
と
言
っ
て
そ
の
信
憑
性
を
否
定
し
て
い
る
が
、
そ
の

彼
も
本
詩
の
作
者
を
衞
の
武
公
と
し
て
い
る
こ
と
は
疏
家
と
變
わ
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
武
公
が
い
つ
ど
の
よ
う
な
シ
チ
ュ
エ



（

ー
シ
ョ
ン
で
本
詩
を
作
っ
た
の
か
に
つ
い
て
彼
自
身
の
見
解
を
說
明
し
な
け
れ
ば
、『
史
記
』『
國
語
』
批
判
と
し
て
は
や
は
り
不
充
分

で
あ
る
が
そ
れ
が
な
さ
れ
て
い
な
い）

（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
三
者
は
、『
正
義
』
の
議
論
を
無
視
し
、
論
證
と
し
て
は
不
充
分
な
說
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
彼
ら
の
說
が
純

粹
に
詩
句
の
表
現
の
樣
相
を
虛
心
に
見
つ
め
た
結
果
得
ら
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、『
正
義
』
の
追
刺
說
を
回
避
し
よ
う

と
い
う
意
圖
が
先
行
し
て
、
そ
の
た
め
に
編
み
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
せ
る
。
事
實
、
追
刺
と
い
う
行
爲
自
體
に
對
し
て

批
判
を
展
開
す
る
言
說
が
宋
代
の
「
抑
」
解
釋
に
は
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
次
章
で
檢
討
し
た
い
。

Ⅲ　
「
追
刺
」
に
對
す
る
倫
理
的
疑
念

　
「
抑
」
を
追
刺
詩
と
し
て
解
釋
す
る
こ
と
に
反
對
す
る
第
二
の
理
由
と
し
て
、
追
刺
と
い
う
行
爲
に
對
す
る
違
和
感
が
擧
げ
ら
れ
る
。

宋
代
の
詩
經
學
者
の
「
抑
」
解
釋
の
中
に
は
、
追
刺
に
對
し
て
倫
理
的
な
抵
抗
を
示
し
た
も
の
が
あ
る
。
そ
の
典
型
的
な
例
と
し
て
、

南
宋
・
朱
熹
の
說
が
擧
げ
ら
れ
る
。

　

例
え
ば
、「
抑
」
の
詩
の
小
序
に
、「
衞
の
武
公　

厲
王
を
刺
り
、
亦
た
以
っ
て
自
ら
警
む
る
な
り
」
と
言
う
。
後
の
世
に
な
っ

て
さ
ら
に
、
武
公
の
時
代
に
厲
王
は
す
で
に
死
去
し
て
い
た
こ
と
を
問
題
に
し
、
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
こ
の
詩
は
追
刺
の
詩

だ
、
と
言
っ
た
。
お
よ
そ
詩
が
「
美
め
」
た
り
「
惡
ん
」
だ
り
す
る
の
は
、
そ
の
當
人
に
知
ら
せ
る
た
め
で
あ
る
。
ど
う
し
て
追

刺
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
よ
う
か
。
私
な
り
に
作
者
の
思
い
を
推
測
す
る）

（（
（

に
、
こ
の
詩
は
た
だ
自
ら
警
め
て
い
る
だ
け
で
あ

る
（
如
抑
之
詩
、
序
謂
衞
武
公
刺
厲
王
、
亦
以
自
警
也
。
後
來
又
考
見
武
公
時
厲
王
已
死
、
又
爲
之
說
是
追
刺
。
凡
詩
是
說
美
惡
、



（

なぜ過去の君主を刺った詩と解釋してはならないか？

是
要
那
人
知
、
如
何
追
刺
。
以
意
度
之
、
只
是
自
警）

（（
（

）

　

朱
熹
は
こ
の
發
言
通
り
、『
詩
集
傳
』
の
中
で
「
抑
」
の
詩
を
武
公
が
自
ら
を
警
め
た
詩
と
し
て
の
み
解
釋
し
、
詩
句
か
ら
厲
王
に

對
す
る
批
判
を
讀
み
取
ろ
う
と
し
な
か
っ
た）

（（
（

。「
お
よ
そ
詩
が
…
…
」
と
言
う
よ
う
に
、
朱
熹
の
發
言
の
射
程
は
ひ
と
り
「
抑
」
を
追

刺
詩
と
し
て
解
釋
す
る
こ
と
に
對
す
る
批
判
に
止
ま
ら
ず
、
追
刺
と
い
う
行
爲
そ
の
も
の
を
問
題
と
し
て
い
る
。
朱
熹
に
據
れ
ば
、

「
刺
」
と
い
う
行
爲
は
、
詩
人
が
特
定
の
人
物
の
過
誤
を
詩
に
詠
っ
て
本
人
に
聞
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
が
覺
醒
し
正
道
に
立
ち

戻
る
こ
と
を
期
待
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
批
判
さ
れ
て
い
る
當
人
が
す
で
に
こ
の
世
に
お
ら
ず
そ
の
道
德
的
覺
醒
が
望
め
な
い

以
上
、
追
刺
と
い
う
行
爲
は
無
意
味
な
も
の
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
朱
熹
は
、
美
刺
の
效
用
を
同
時
代
性
の
觀
點
か
ら
考
え
、
追
刺
の

無
效
性
を
主
張
す
る
。
こ
こ
に
は
、
詩
と
い
う
も
の
が
特
定
の
相
手
に
對
す
る
具
體
的
で
現
實
的
な
訴
え
か
け
の
た
め
に
作
ら
れ
た
も

の
で
あ
り
、
作
者
と
相
手
と
の
一
對
一
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
見
ら
れ
る
。

　

朱
熹
が
明
確
に
は
述
べ
て
い
な
い
追
刺
の
不
道
德
性
に
つ
い
て
は
、
歐
陽
脩
の
說
が
參
考
に
な
る
。
前
章
で
紹
介
し
た
歐
陽
脩
の

「
抑
」
解
釋
に
お
い
て
は
、
追
刺
と
い
う
行
爲
に
對
す
る
倫
理
的
な
抵
抗
感
は
明
示
的
に
は
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
彼
も

や
は
り
朱
熹
と
同
樣
の
價
値
觀
に
立
っ
て
解
釋
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、『
詩
本
義
』
の
別
の
箇
所
に
追
刺
に
對
し

て
倫
理
的
な
側
面
か
ら
批
判
を
加
え
た
說
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
小
雅
「
信
南
山
」
に
對
す
る
議
論
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

思
う
に
、
刺
と
い
う
の
は
、
相
手
が
過
ち
を
改
め
る
の
を
期
待
し
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
主
君
の
惡
事
を
後
世
の
人
々
に
暴

露
し
よ
う
と
し
て
の
行
動
で
は
な
い
。
前
の
時
代
の
王
を
追
刺
す
る
と
い
う
こ
と
な
ど
は
、
過
ち
を
改
め
さ
せ
よ
う
に
も
閒
に
合

わ
な
い
し
、
王
の
惡
事
を
後
の
世
に
な
っ
て
か
ら
暴
き
立
て
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
古
人
が
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
故
に
〔「
信
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南
山
」
の
詩
が
〕
平
王
の
時
代
に
幽
王
を
刺
る
た
め
に
作
ら
れ
た
と
い
う
說
は
成
り
立
た
な
い
（
蓋
刺
者
欲
其
改
過
、
非
欲
暴
君

惡
於
後
世
也
。
若
追
刺
前
王
、
則
改
過
無
及
、
而
追
暴
其
惡
、
此
古
人
之
不
爲
也
。
故
言
平
王
時
作
詩
刺
幽
王
者
不
通
也
）

　

相
手
に
對
す
る
現
實
的
な
效
果
が
望
め
な
い
以
上
、
追
刺
と
は
い
た
ず
ら
に
死
者
を
鞭
打
つ
冒
瀆
行
爲
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か

と
い
う
倫
理
的
な
疑
念
が
殘
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
論
理
は
、
そ
の
ま
ま
「
抑
」
に
も
適
用
で
き
る
。
こ
の
よ

う
に
、
追
刺
を
不
道
德
な
行
爲
と
す
る
考
え
方
は
、
後
世
に
至
る
ま
で
殘
っ
た
。『
正
義
』
が
「
抑
」
を
追
刺
詩
と
す
る
根
據
と
し
た

『
國
語
』「
楚
語
上
」
に
對
し
て
、『
國
語
正
義
』
を
著
し
た
淸
・
董
增
齡
が
行
っ
た
說
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
〔『
國
語
』
の
著
者
〕
左
丘
明
は
、
武
公
が
九
十
五
歳
に
な
っ
て
は
じ
め
て
「
懿
」
の
詩
（
韋
昭
の
『
國
語
注
』
に
據
れ
ば
、
す

な
わ
ち
「
抑
」
の
詩―

筆
者
補
記
）
を
作
っ
た
と
い
う
。
當
時
は
、
平
王
の
時
代
に
あ
た
る
。
か
り
に
こ
の
年
を
平
王
元
年
と

し
て
計
算
し
て
み
る
と
、
厲
王
が
彘
に
流
さ
れ
た
歳
か
ら
隔
た
る
こ
と
す
で
に
六
十
七
年
に
な
る
。
孔
穎
達
の
『
正
義
』
は
、
こ

の
詩
は
後
の
世
に
厲
王
を
追
刺
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
だ
と
言
う
。
武
公
は
周
の
卿
士
の
位
に
あ
っ
た
人
で
、
六
十
年
あ
ま

り
た
っ
た
後
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
、
先
の
時
代
の
王
の
過
失
や
惡
事
を
暴
き
あ
げ
つ
ら
う
は
ず
が
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る

と
、
小
序
や
『
正
義
』
の
說
は
根
據
と
す
る
に
足
り
な
い
（
左
史
言
武
公
九
十
五
始
作
懿
詩
、
當
在
平
王
之
世
。
即
以
平
王
元
年

計
之
、
上
距
厲
王
流
彘
之
歲
已
六
十
七
年
。
孔
疏
謂
後
世
乃
作
追
刺
之
耳
。
武
公
爲
周
卿
士
、
不
應
於
六
十
餘
年
之
後
暴
揚
先
王

之
過
惡
、
則
序
義
疏
義
未
足
據
也）

（（
（

）

　

董
增
齡
は
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
、
朱
熹
と
同
樣
に
「
抑
」
の
詩
は
追
刺
詩
で
は
な
く
、
武
公
が
自
ら
を
戒
め
た
詩
で
あ
る
と
考
え
る
。
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と
こ
ろ
で
、
歐
陽
脩
と
朱
熹
と
同
樣
の
議
論
は
、
す
で
に
『
正
義
』
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
追
刺
說
に
對
し
て
次

の
よ
う
な
反
論
が
あ
り
得
る
こ
と
が
、
疏
家
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
想
定
さ
れ
て
い
た
。

　

詩
の
作
者
は
、
詩
を
作
っ
て
前
の
時
代
の
惡
行
を
批
判
し
戒
め
よ
う
と
し
て
も
、
批
判
さ
れ
た
當
人
が
す
で
に
こ
の
世
を
去
っ

て
い
て
は
、
忠
義
を
盡
く
そ
う
と
し
て
も
何
の
役
に
も
立
た
な
い
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
後
世
に
な
っ
て
追
刺
す
る
こ
と
に
い
っ
た

い
何
の
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
（
詩
之
作
者
、
欲
以
規
諫
前
代
之
惡
、
其
人
已
往
、
雖
欲
盡
忠
、
無
所
裨
益
、
後
世
追
刺
、
欲

何
爲
哉）

（（
（

）

　

そ
し
て
こ
れ
に
對
し
て
疏
家
は
、
詩
は
作
者
の
感
情
の
自
然
な
發
露
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
現
實
的
な
效

用
の
見
地
か
ら
の
み
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
い
、
ま
た
、
追
刺
詩
は
そ
れ
を
讀
ん
だ
後
世
の
人
々
に
道
德
的
反
省
を
促
す
た
め

作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
も
言
っ
て
、「
抑
」
を
追
刺
詩
と
し
て
解
釋
す
る
こ
と
の
正
當
性
を
主
張
し
た）

（（
（

。
こ
れ
か
ら
見
れ
ば
、
追
刺

と
い
う
行
爲
に
對
す
る
疑
念
は
、
宋
代
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
歐
陽
脩
・
朱
熹
ら
の
說
は
、
そ
の
よ
う
に

詩
經
解
釋
の
底
流
に
流
れ
て
い
た
倫
理
的
疑
念
を
、
正
面
か
ら
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
道
德
性
の
見
地
か
ら
論
斷
し
た
も
の
と
位
置
づ
け

る
こ
と
が
で
き
る
。

Ⅳ　
「
此
れ
何
人
ぞ
や
」
を
め
ぐ
っ
て

　

詩
篇
を
過
去
の
君
主
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て
解
釋
す
る
こ
と
は
、
宋
代
以
降
忌
避
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
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を
表
す
も
う
一
つ
の
例
と
し
て
、
王
風
「
黍
離
」
の
解
釋
の
變
化
を
擧
げ
た
い
。
王
風
「
黍
離
」
は
、
暗
愚
な
幽
王
が
美
姫
褒
姒
の
色

香
に
溺
れ
國
政
を
お
ろ
そ
か
に
し
た
た
め
に
、
異
民
族
の
犬
戎
に
隙
を
衝
か
れ
攻
め
滅
ぼ
さ
れ
た
後
、
衞
の
武
公
を
は
じ
め
と
す
る
諸

侯
の
盡
力
に
よ
り
、
幽
王
の
嫡
子
宜
臼
が
王
位
に
就
き
、
都
を
遷
し
て
辛
く
も
周
王
朝
の
命
運
を
繋
い
だ
と
い
う
事
件
の
後
、
使
者
と

し
て
遣
わ
さ
れ
た
大
夫
が
舊
都
を
訪
れ
、
そ
の
荒
廢
を
目
の
當
た
り
に
し
て
作
っ
た
と
言
わ
れ
る
詩
で
あ
る）

（（
（

。
各
章
の
後
半
に
、

知
我
者　
　
　

我
を
知
る
者
は

謂
我
心
憂　
　

我
を
心
の
憂
あ
り
と
謂
ふ

不
知
我
者　
　

我
を
知
ら
ざ
る
者
は

謂
我
何
求　
　

我
を
何
を
か
求
む
る
と
謂
ふ

悠
悠
蒼
天　
　

悠
悠
た
る
蒼
天

此
何
人
哉　
　

此
れ
何な
ん
び
と人

ぞ
や）

（（
（

と
い
う
悲
痛
な
言
葉
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
こ
の
「
此
れ
何
人
ぞ
や
」
に
つ
い
て
、
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
鄭
箋
と
『
正
義
』
は
、「
こ

の
亡
國
の
君
は
い
っ
た
い
い
か
な
る
人
で
あ
る
か
（
此
亡
國
之
君
何
等
人
哉
）」
と
解
釋
し
、
作
者
は
憎
惡
の
あ
ま
り
幽
王
の
名
を
呼

ぶ
こ
と
さ
え
潔
し
と
せ
ず
、
本
來
問
う
ま
で
も
な
い
疑
問
文
の
形
で
幽
王
を
指
し
示
し
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る）

（（
（

。
こ
こ
に
は
、
詩

篇
の
中
に
作
者
の
幽
王
に
對
す
る
激
し
い
憎
惡
の
念
が
あ
か
ら
さ
ま
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
が
見
ら
れ
る
。
鄭
玄
や
疏
家
は
、

前
代
の
王
に
對
し
て
感
情
を
露
骨
に
表
す
こ
と
を
タ
ブ
ー
と
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
句
の
解
釋
に
對
し
て
は
南
宋
期
に
至
っ
て
異
論
が
百
出
す
る
。
ま
ず
、
南
宋
・
李
樗
の
「
黍
離
」
注
釋
の
中
に
は
、
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程
頤
の
弟
子
、
楊
時
の
解
釋
と
そ
れ
に
對
す
る
李
樗
の
批
判
と
い
う
ふ
た
つ
の
說
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

楊
時
、
號
は
龜
山
は
次
の
よ
う
に
言
う
、「
周
が
洛
陽
に
遷
都
し
て
以
後
、
政
治
も
ま
た
衰
え
た
。〔
本
來
で
あ
れ
ば
天
子
に
つ

い
て
の
詩
と
し
て
雅
に
編
入
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
〕「
黍
離
」
は
降
格
さ
れ
て
〔
諸
侯
國
の
詩
を
收
め
た
〕
國
風
に
編
入
さ
れ
た
。

周
王
室
は
衰
亡
し
て
す
で
に
久
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
狀
況
は
思
う
に
幽
王
の
時
代
か
ら
釀
成
さ
れ
て
と
う
と
う
こ

こ
ま
で
至
っ
た
の
で
あ
る
。『
黍
離
』
の
詩
に
『
此
れ
何
人
ぞ
や
』
と
言
う
の
は
、
罪
科
を
歸
す
べ
き
相
手
が
い
な
い
の
で
あ

る
」
と
。
ま
た
こ
の
よ
う
に
解
釋
す
る
必
要
は
な
か
ろ
う
。
詩
に
「
此
れ
何
人
ぞ
や
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
曖
昧
で
婉
曲
な
表

現
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
。「
罪
科
を
歸
す
べ
き
相
手
が
い
な
い
」
と
解
釋
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
れ
は
思
う
に
、
周
の
大
夫
が
、

こ
の
人
だ
と
名
指
し
し
て
〔
刺
る
の
を
〕
は
ば
か
っ
た
の
で
あ
る
（
楊
龜
山
曰
、
周
自
東
遷
而
後
政
亦
衰
敗
。
黍
離
降
而
爲
國
風
、

則
宗
周
之
亡
久
矣
。
蓋
自
幽
王
馴
致
至
此
。
其
詩
曰
、
此
何
人
哉
、
無
所
歸
咎
也
。
亦
不
必
如
此
。
詩
言
此
何
人
哉
。
蓋
言
含
蓄

之
辭
。
亦
不
必
謂
之
無
所
歸
咎
。
此
蓋
周
大
夫
不
欲
指
斥
其
人
也）

（（
（

）

　

李
樗
が
引
用
す
る
楊
時
は
、
詩
人
が
「
此
れ
何
人
ぞ
や
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、「
咎
を
歸
す
所
無
き
」
が
た
め
で
あ
る
と
考
え
る）

（（
（

。

特
定
の
人
物
に
對
す
る
批
判
で
は
な
く
、
幽
王
以
來
、
詩
人
の
生
き
る
現
在
に
至
る
頽
勢
に
對
す
る
や
り
場
の
な
い
嘆
き
が
詠
わ
れ
て

い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
の
流
れ
の
開
い
た
元
凶
と
し
て
幽
王
は
意
識
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
個
人
に
對
す
る
憎
惡
の
念

を
際
だ
た
せ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
い
か
ん
と
も
し
難
い
歴
史
の
非
情
な
流
れ
の
中
に
彼
に
對
す
る
憎
惡
の
念
を
稀
釋
さ
せ
よ
う
と

す
る
と
こ
ろ
に
楊
時
の
說
の
特
色
は
あ
る
。

　

一
方
、
李
樗
の
說
は
、「
此
れ
何
人
ぞ
や
」
が
幽
王
を
指
し
て
い
る
と
考
え
る
點
で
は
鄭
箋
・『
正
義
』
と
異
な
ら
な
い
も
の
の
、
詩
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人
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
表
現
を
用
い
た
の
か
と
い
う
理
由
に
つ
い
て
別
の
解
釋
を
す
る
。
鄭
箋
・『
正
義
』
は
、
幽
王
を
名
指
し
し
な

い
の
は
そ
の
名
を
口
に
出
す
の
も
潔
し
と
し
な
い
ほ
ど
憎
ん
で
い
た
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
る
が
、
李
氏
は
、
幽
王
の
惡
事
を
あ
か
ら

さ
ま
に
批
判
す
る
の
を
憚
っ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
る
。
鄭
箋
・『
正
義
』
と
は
逆
に
、
李
氏
は
詩
人
の
先
代
の
君
主
に
對
す
る
配
慮

を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

李
樗
は
楊
時
に
異
論
を
唱
え
て
い
る
け
れ
ど
も
、『
正
義
』
に
對
置
し
た
場
合
、
詩
人
の
憎
惡
・
批
判
の
對
象
を
曖
昧
な
も
の
に
し

て
い
る
と
い
う
點
で
兩
者
の
說
に
は
共
通
點
が
あ
る
。
つ
ま
り
、『
正
義
』
に
見
ら
れ
た
詩
人
の
幽
王
に
對
す
る
露
骨
な
憎
惡
の
感
情

が
、
解
釋
か
ら
消
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

興
味
深
い
こ
と
に
、
李
樗
は
右
に
紹
介
し
た
說
の
他
に
も
う
一
つ
の
解
釋
を
擧
げ
て
い
る
。

　
「
我
を
知
る
者
は
、
我
を
心
の
憂
ひ
あ
り
と
謂
ふ
。
我
を
知
ら
ざ
る
者
は
我
を
何
を
か
求
む
る
と
謂
ふ
」
と
は
、
周
の
王
室
が

か
く
の
ご
と
く
に
覆
っ
て
し
ま
っ
た
今
、
私
を
理
解
し
な
い
者
は
、
私
が
い
っ
た
い
何
を
求
め
て
い
る
の
か
、
こ
の
場
所
に
長
く

立
ち
止
ま
っ
て
い
る
の
は
い
っ
た
い
何
者
な
の
か
、
と
言
う
（
知
我
者
謂
我
心
憂
、
不
知
我
者
謂
我
何
求
、
周
室
之
顛
覆
如
此
、

不
知
我
者
謂
何
求
、
久
留
於
此
者
何
人
也）

（（
（

）

　

こ
れ
ま
で
擧
げ
た
說
が
、
い
ず
れ
も
「
何
人
ぞ
や
」
が―
具
體
的
で
あ
る
か
曖
昧
で
あ
る
か
と
い
う
違
い
は
あ
る
が―

詩
人
が

批
判
し
て
い
る
對
象
を
指
す
と
解
釋
し
て
い
る
の
に
對
し
て
、
李
樗
の
こ
の
說
で
は
、
詩
人
が
自
分
自
身
を
指
し
て
言
っ
た
も
の
と
解

釋
す
る
。
つ
ま
り
李
樗
は
、
こ
の
「
此
れ
何な
ん
び
と人
ぞ
や
」
の
句
は
前
の
「
我
を
知
ら
ざ
る
者
は
、
我
を
何
を
か
求
む
る
と
謂
ふ
」
を
承
け

て
、
自
分
の
姿
を
も
し
他
人
が
見
た
ら
さ
ぞ
か
し
「
こ
の
男
は
い
っ
た
い
何
者
な
の
だ
ろ
う
」
と
言
う
こ
と
だ
ろ
う
と
假
想
し
て
言
っ
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た
も
の
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る）

（（
（

。

　

南
宋
・
范
處
義
は
、「
此
れ
何
人
ぞ
や
」
を
、「
我
を
何
を
か
求
む
る
と
謂
」
う
「
我
を
知
ら
ざ
る
者
」
に
向
け
ら
れ
た
と
考
え
る
。

　

あ
の
知
ら
ざ
る
も
の
は
い
っ
た
い
何
者
で
あ
ろ
う
か
。
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
は
、
宗
周
が
轉
覆
し
た
と
い
う
の
に
、〔
も
と

宮
殿
が
あ
っ
た
廢
墟
で
あ
る
〕
こ
の
場
所
に
や
っ
て
き
て
も
憂
え
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
と
い
う
の
は
、
ま
た
人
と
し
て
當
然
持
っ
て

い
る
べ
き
情
を
滿
足
に
持
っ
て
い
な
い
人
閒
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
彼
不
知
者
亦
何
人
哉
。
意
謂
宗
周
顛
覆
、
至
此
而

不
知
憂
、
亦
不
近
於
人
情
矣）

（（
（

）

　

范
處
義
の
解
釋
で
は
、
詩
人
が
批
判
を
向
け
て
い
る
の
は
周
を
衰
亡
に
追
い
込
ん
だ
者
で
は
な
く
、
周
の
衰
亡
を
見
て
も
憂
え
る
こ

と
の
な
い
人
物
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
君
主
で
は
な
く
詩
人
の
同
輩
に
對
す
る
批
判
と
解
釋
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
詩
は
臣
下
た
る

も
の
の
持
つ
べ
き
義
を
訴
え
か
け
た
も
の―
す
な
わ
ち
、
現
今
の
世
情
に
對
す
る
異
議
申
し
立
て―

と
考
え
る
の
で
あ
る）

（（
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
南
宋
の
諸
家
に
よ
る
「
此
れ
何
人
ぞ
や
」
の
解
釋
は
多
種
多
樣
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
說
も
こ
の
句
を
幽

王
に
對
す
る
批
判
と
と
ら
な
い
點
で
は
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
正
義
』
と
比
べ
る
と
き
わ
め
て
對
照
的
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
解
釋
の
傾
向
は
、
い
つ
か
ら
起
こ
り
、
ど
の
よ
う
に
普
及
し
て
い
っ
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
北
宋
の
詩
經
學
者
の
う

ち
、
歐
陽
脩
『
詩
本
義
』
と
程
頤
『
詩
說
』
に
は
「
黍
離
」
の
解
釋
は
な
い
。
王
安
石
『
詩
經
新
義
』
で
は
、「
此
れ
何
人
ぞ
や
」
に

對
す
る
解
釋
は
現
存
し
な
い
。
蘇
轍
『
詩
集
傳
』
は
、

　

平
王
が
東
遷
し
て
宗
周
は
廢
墟
と
な
り
、
宗
廟
や
宮
室
は
こ
と
ご
と
く
禾
黍
の
畑
と
な
っ
た
。
通
り
か
か
っ
た
も
の
は
悲
し
み
、
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彷
徨
し
て
立
ち
去
る
に
忍
び
ず
、
こ
の
詩
を
作
っ
た
（
平
王
東
遷
而
宗
周
爲
墟
。
宗
廟
宮
室
盡
爲
禾
黍
。
過
者
閔
之
、
彷
徨
不
忍

去
而
作
是
詩
）

と
、
詩
の
大
意
を
漠
然
と
說
明
す
る
に
止
ま
る
。
我
々
の
前
に
は
、
鄭
箋
・『
正
義
』
と
解
釋
の
方
向
性
が
一
擧
に
變
わ
っ
た
南
宋
の

狀
況
し
か
殘
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
右
に
擧
げ
た
南
宋
の
諸
家
の
著
作
に
は
い
ず
れ
も
、
な
ぜ
『
正
義
』
の
解
釋
に

從
わ
ず
獨
自
の
說
を
立
て
る
の
か
と
い
う
理
由
は
說
明
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
此
れ
何
人
ぞ
や
」
の
解
釋
の
變
化
の
過
程

と
そ
の
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
歐
陽
脩
・
朱
熹
に
よ
る
追
刺
に
對
す
る
倫
理
的
側
面
か
ら
の
疑
義
を
照
ら
し
合
わ
せ

て
み
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
も
南
宋
期
ま
で
に
過
去
の
君
主
に
對
し
て
直
接
的
な
批
判
を
忌
避
す
る
風
潮
が
遍
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
す

例
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

Ⅴ　
「
刺
」
に
對
す
る
疑
念

　

以
上
論
じ
て
き
た
こ
と
を
、
も
う
少
し
視
野
を
廣
げ
て
考
え
て
み
よ
う
。
Ⅲ
で
引
用
し
た
言
葉
の
中
で
、
朱
熹
は
「
抑
」
が
追
刺
詩

で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
理
由
と
し
て
、「
お
よ
そ
詩
が
『
美
め
』
た
り
『
惡
ん
』
だ
り
す
る
の
は
、
相
手
に
知
ら
せ
る
た
め
で
あ

る
」
こ
と
を
擧
げ
て
い
た
。
こ
れ
を
見
る
限
り
朱
熹
は
、
特
定
の
相
手
を
道
德
的
に
覺
醒
さ
せ
る
た
め
に
刺
詩
を
作
る
の
が
『
詩
經
』

の
一
般
的
な
あ
り
方
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
朱
熹
に
は
、
追
刺
の
み
な
ら
ず
「
刺
」
と
い
う
行
爲
自
體
に

つ
い
て
も
そ
れ
が
作
詩
行
爲
と
し
て
一
般
性
を
持
つ
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
表
す
發
言
が
複
數
存
在
す
る
。
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なぜ過去の君主を刺った詩と解釋してはならないか？

①　

温
柔
敦
厚
と
い
う
の
が
、
詩
の
敎
え
で
あ
る
。
も
し
詩
篇
が
す
べ
て
人
を
刺
っ
た
も
の
だ
と
し
た
ら
、
ど
う
し
て
温
柔
敦
厚

と
言
え
よ
う
か
（
溫
柔
敦
厚
、
詩
之
敎
也
。
使
篇
篇
皆
是
譏
刺
人
、
安
得
溫
柔
敦
厚）

（（
（

）　

②　
『
詩
經
』
の
小
序
は
、
す
べ
て
信
ず
る
に
足
ら
な
い
。
い
っ
た
い
詩
篇
が
特
定
の
人
閒
を
美ほ

め
た
り
刺
っ
た
り
し
た
も
の
だ

と
必
ず
わ
か
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
詩
人
に
は
ま
た
、
ふ
と
偶
然
に
思
い
立
っ
て
詩
を
作
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
（
詩
小
序
全
不

可
信
。
如
何
定
知
是
美
刺
那
人
。
詩
人
亦
有
意
思
偶
然
而
作
者）

（（
（

）

③　

お
お
よ
そ
古
人
が
詩
を
作
る
の
は
、
今
の
人
閒
が
詩
を
作
る
の
と
同
樣
で
、
ま
た
、
自
ず
か
ら
物
に
感
じ
て
情
を
述
べ
、
そ

の
思
い
を
吟
詠
し
て
詩
を
作
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
。
こ
と
ご
と
く
他
人
を
刺
る
た
め
に
作
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
い

っ
た
い
い
つ
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
、
小
序
を
作
っ
た
者
が
原
則
を
立
て
て
、
詩
篇
こ
と
ご
と
く
に
つ
い
て
美
刺
の
觀
點

か
ら
解
釋
を
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
詩
人
の
作
詩
の
意
圖
が
牽
強
付
會
の
解
釋
を
さ
れ
て
目
茶
苦
茶
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の

だ
。
そ
れ
に
、
も
し
今
の
人
が
他
人
が
何
か
を
し
た
の
を
見
た
途
端
に
、
す
ぐ
詩
一
篇
を
作
っ
て
そ
れ
を
美
め
た
り
、
あ
る
い

は
そ
れ
を
刺
っ
た
り
す
る
と
い
う
な
ら
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
道
理
に
合
わ
な
い
こ
と
だ
。
そ
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
ま

た
世
閒
の
無
知
な
人
閒
が
、
で
た
ら
め
に
人
を
褒
め
稱
え
て
こ
び
へ
つ
ら
っ
た
り
、
人
を
ひ
っ
つ
か
ま
え
て
嫌
が
ら
せ
を
す
る）

（（
（

よ
う
な
も
の
で
、
そ
こ
に
ど
う
し
て
先
王
の
恩
澤
を
見
出
せ
よ
う
か
。
ど
う
し
て
情
性
の
正
し
き
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ

う
か
（
大
率
古
人
作
詩
、
與
今
人
作
詩
一
般
、
其
閒
亦
自
有
感
物
道
情
、
吟
詠
情
性
。
幾
時
盡
是
譏
刺
他
人
。
只
緣
序
者
立
例
、

篇
篇
要
作
美
刺
說
、
將
詩
人
意
思
盡
穿
鑿
壞
了
。
且
如
今
人
見
人
纔
做
事
、
便
作
一
詩
歌
美
之
、
或
譏
刺
之
、
是
甚
麼
道
理
。

如
此
、
亦
似
里
巷
無
知
之
人
、
胡
亂
稱
頌
諛
說
、
把
持
放
鵰
、
何
以
見
先
王
之
澤
、
何
以
爲
情
性
之
正）

（（
（

）
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朱
熹
は
、
小
序
が
美
刺
の
體
系
に
固
執
し
て
作
詩
の
意
圖
を
捉
え
よ
う
と
し
た
た
め
に
牽
強
付
會
な
解
釋
に
陷
っ
て
し
ま
い
、
そ
の

結
果
、
詩
の
敎
え
で
あ
る
温
柔
敦
厚
の
精
神
に
そ
む
く
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
批
判
す
る
。
以
上
の
事
柄
に
關
し
て
は
、
朱
熹
の

詩
經
學
を
考
察
し
た
諸
家
が
一
樣
に
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る）

（（
（

。
こ
こ
で
は
、「
刺
」
は
温
柔
敦
厚
に
相
反
す
る
危
險
性
を
内
包
す
る

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
朱
熹
は
、
大
序
以
來
『
詩
經
』
の
根
本
義
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
て
き
た
美
刺
と
温
柔
敦
厚
と
を

二
律
背
反
的
に
捉
え
、
し
か
も
温
柔
敦
厚
を
優
越
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
詩
の
讀
解
に
反
映
さ
れ
て
い
る
例
を
擧

げ
る
。④　

寬
厚
温
柔
が
詩
の
敎
え
で
あ
る
。
今
の
學
者
の
よ
う
に
豳
風
「
九
罭
」
の
詩
を
そ
の
主
君
を
責
め
た
言
葉
で
あ
る
と
解
釋
す

る
な
ら
ば
、
い
っ
た
い
ど
こ
に
寬
厚
温
柔
の
意
味
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
（
寬
厚
温
柔
、
詩
敎
也
。

若
如
今
人
說
九
罭
之
詩
乃
責
其
君
之
辭
、
何
處
討
寬
厚
溫
柔
之
意）

（（
（

）

　
『
集
傳
』
で
は
、
こ
の
言
葉
通
り
、

　

こ
の
詩
も
周
公
が
東
都
洛
邑
に
滯
在
し
て
い
た
と
き
、
洛
邑
の
人
々
が
周
公
に
ま
み
え
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
喜
ん
で
詠
っ

た
も
の
で
あ
る
（
此
亦
周
公
居
東
之
時
、
東
人
喜
得
見
之
而
言
）

と
言
い
、「
九
罭
」
を
美
詩
と
し
て
解
釋
し
、
成
王
に
對
す
る
批
判
を
讀
み
取
ら
な
い
。
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⑤　

こ
の
衛
風
「
考
槃
」
は
、
賢
者
が
逼
塞
し
て
暮
ら
す
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
を
樂
し
み
と
觀
じ
て
安
ん

じ
て
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
美
め
た
詩
で
、
詩
句
の
意
味
は
き
わ
め
て
わ
か
り
や
す
い
。
し
か
し
、
詩
文
に
は
主
君
に

棄
て
ら
れ
た
と
い
う
意
味
を
表
す
も
の
は
な
い
か
ら
、
ま
た
、
莊
公
を
刺
っ
た
詩
と
解
釋
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
詩
序
は
お

そ
ら
く
誤
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
で
も
道
義
を
害
す
る
要
素
は
な
い
。
鄭
玄
に
至
っ
て
と
う
と
う
、「
主
君
の

惡
を
忘
れ
ま
い
」「
主
君
の
朝
廷
に
足
を
踏
み
入
れ
る
ま
い
」「
主
君
に
善
な
る
事
柄
を
敎
え
ま
い
と
誓
う
」
と
解
釋
し
た
が
、

こ
れ
は
道
義
を
害
す
る
こ
と
甚
だ
し
い
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
程
頤
は
、
語
句
の
解
釋
を
變
え
、「
主
君
を
忘
れ
ら
れ
な
い
」

「
主
君
に
善
を
敎
え
ら
れ
な
い
」
と
作
者
の
思
い
を
述
べ
て
い
る
と
解
釋
し
た
。
こ
の
よ
う
に
解
釋
す
れ
ば
、
た
し
か
に
忠
義

と
ま
ご
こ
ろ
の
あ
る
穩
や
か
な
言
葉
と
解
釋
で
き
る
。
し
か
し
、
程
頤
に
し
て
も
、
鄭
玄
の
過
ち
が
小
序
の
誤
り
か
ら
發
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
氣
づ
か
な
か
っ
た
。
も
し
直
接
詩
の
言
葉
に
據
れ
ば
、
も
と
も
と
主
君
と
關
係
な
ど
あ
り
は
し
な
い
（
此

爲
美
賢
者
窮
處
而
能
安
其
樂
之
詩
、
文
義
甚
明
。
然
詩
文
未
有
見
棄
於
君
之
意
、
則
亦
不
得
爲
刺
莊
公
矣
。
序
蓋
失
之
、
而
未

有
害
於
義
也
。
至
於
鄭
氏
、
遂
有
誓
不
忘
君
之
惡
、
誓
不
過
君
之
朝
、
誓
不
告
君
以
善
之
說
、
則
其
害
義
又
有
甚
焉
。
於
是
程

子
易
其
訓
詁
、
以
爲
陳
其
不
能
忘
君
之
意
、
陳
其
不
得
告
君
以
善
、
則
其
意
忠
厚
而
和
平
矣
。
然
未
知
鄭
氏
之
失
生
於
序
文
之

誤
、
若
但
直
據
詩
詞
、
則
與
其
君
初
不
相
涉
也）

（（
（

）

　

⑤
の
例
は
、
示
唆
的
で
あ
る
。
朱
熹
は
詩
中
に
そ
れ
を
示
す
語
句
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
根
據
に
し
て
、
詩
序
お
よ
び
鄭
箋
が
「
考

槃
」
を
衞
の
莊
公
を
刺
っ
た
詩
と
解
釋
す
る
の
を
批
判
す
る
。
こ
れ
は
、
詩
篇
は
そ
の
表
現
自
體
に
從
っ
て
解
釋
す
べ
き
と
い
う
認
識

か
ら
、
本
詩
を
刺
詩
と
捉
え
る
こ
と
に
反
對
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
朱
熹
は
、
詩
序
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
鄭
玄

の
解
釋
に
據
っ
た
場
合
、「
其
の
義
を
害
す
る
こ
と
又
た
甚
し
き
も
の
有
り
」、
す
な
わ
ち
、
詩
の
内
容
が
臣
下
の
義
に
背
く
も
の
と
な
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っ
て
し
ま
う
こ
と
を
問
題
に
す
る
。
こ
れ
は
、
詩
が
道
德
に
悖
る
も
の
に
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
か
否
か
と
い
う
觀
點
か
ら
、
先
人
の
解

釋
の
當
否
を
判
斷
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
が
程
頤
の
說
を
引
用
し
て
、「
是
に
於
い
て
程
子
其
の
訓
詁
を
易
へ
…
…
則

ち
其
の
意
は
忠
厚
に
し
て
和
平
な
り
」
と
評
價
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
よ
く
現
れ
て
い
る
。
程
頤
は
、
詩
の
表
現
を
先
入
觀
な
く
虛
心

に
讀
み
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
義
を
探
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
道
德
に
適
う
意
味
を
導
き
出
し
た
い
と
い
う
意
圖
を
先
行
さ

せ
、
そ
れ
を
實
現
す
る
た
め
に
解
釋
行
爲
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
解
釋
姿
勢
を
評
價
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
朱
熹
が
「
刺
」

と
い
う
行
爲
そ
の
も
の
に
對
し
て
懷
疑
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

朱
熹
が
程
頤
の
說
を
引
用
し
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、「
刺
」
に
對
す
る
疑
念
は
、
朱
熹
の
み
が
抱
い
て
い
た
わ
け
で
は
な

く
、
宋
代
詩
經
學
の
諸
家
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
詩
經
解
釋
に
お
い
て
、
漢
唐
の
解
釋
で
は
盛
ん
に
用
い
ら
れ

て
い
た
「
刺
」
が
、
宋
代
の
解
釋
で
は
用
い
ら
れ
な
く
な
る
傾
向
が
ま
ま
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
小
雅
「
雨
無
正
」
に
次

の
よ
う
に
言
う
。

浩
浩
昊
天　
　

浩
浩
た
る
昊
天

不
駿
其
德　
　

其
の
德
を
駿な
が

く
せ
ず

降
喪
饑
饉　
　

喪
饑
饉
を
降
し

斬
伐
四
國　
　

四
國
を
斬
伐
す

［
鄭
箋
］
こ
れ
は
、
幽
王
が
大
い
な
る
天
の
德
を
受
け
繼
ぎ
伸
ば
そ
う
と
し
な
か
っ
た
た
め
、
遂
に
大
い
な
る
天
が
こ
の
よ
う
な

死
亡
や
饑
饉
の
災
害
を
下
し
給
い
、
天
下
の
諸
侯
が
そ
こ
で
互
い
に
侵
略
し
あ
う
よ
う
な
事
態
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
を
言

う
（
此
言
王
不
能
繼
長
昊
天
之
德
、
至
使
昊
天
下
此
死
喪
饑
饉
之
災
、
而
天
下
諸
侯
於
是
更
相
侵
伐
）
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［
正
義
］
詩
人
は
幽
王
に
告
げ
て
、「
廣
や
か
で
大
い
な
る
天
は
、
王
が
天
の
德
を
受
け
繼
ぎ
伸
ば
し
、
そ
れ
に
從
っ
て
行
動
す
る

こ
と
が
お
で
き
に
な
ら
な
か
っ
た
た
め
…
…
」
と
言
う
（
詩
人
告
幽
王
言
、
浩
浩
然
廣
大
之
昊
天
、
以
王
不
能
繼
長
其
德
、

承
順
行
之
…
…）

（（
（

）

　

鄭
箋
・『
正
義
』
は
、
詩
句
自
體
に
は
幽
王
を
暗
示
す
る
語
が
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
幽
王
を
行
爲
の
主
體
と
し
て
解
釋

に
登
場
さ
せ
る
。
解
釋
上
の
操
作
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
幽
王
と
い
う
暴
君
に
對
す
る
詩
人
の
批
判
を
前
面
に
押
し
出
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
對
し
て
、
蘇
轍
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

幽
王
の
亂
の
際
、
罪
無
く
し
て
災
い
に
あ
っ
た
民
は
、
罪
科
を
歸
す
べ
き
對
象
が
無
か
っ
た
の
で
、「
實
に
天
が
そ
う
な
さ
れ

た
」
と
言
っ
た
（
幽
王
之
亂
、
民
之
無
罪
而
被
禍
災
者
、
無
所
歸
咎
、
曰
、
天
實
爲
之）

（（
（

）

　

蘇
轍
は
右
の
詩
句
の
解
釋
に
、
あ
え
て
幽
王
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
は
し
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
幽
王
の
時
代
を
詠
っ
た
詩
と

言
い
な
が
ら
、
あ
え
て
「
咎
を
歸
す
る
所
無
し
」
と
敷
衍
す
る
。
災
難
に
苦
し
む
人
民
た
ち
の
、
幽
王
に
對
す
る
怒
り
、
恨
み
を
詩
句

か
ら
除
去
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
蘇
轍
の
こ
の
解
釋
は
、
Ⅳ
で
取
り
上
げ
た
李
樗
の
「
黍
離
」
の
「
此
れ
何
人
ぞ
や
」
の
解

釋
中
に
引
用
さ
れ
た
楊
時
の
說
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
楊
時
は
、「
黍
離
」
の
詩
を
幽
王
に
對
す
る
直
接
的
な
批
判
を
表
し
た
も
の
で
は

な
く
、
王
朝
の
衰
亡
を
悲
し
ん
だ
も
の
と
と
ら
え
、「
此
れ
何
人
ぞ
や
」
の
句
を
「
咎
を
歸
す
る
所
無
き
」
が
た
め
に
發
せ
ら
れ
た
も

の
だ
と
考
え
た
。
亂
世
に
遭
遇
し
た
詩
人
の
感
情
が
亂
世
を
導
き
出
し
た
一
人
の
王
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
は
考
え
ず
に
、
漠
然
と
し

た
悲
し
み
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
蘇
轍
と
楊
時
の
兩
者
に
共
通
し
て
い
る
。



（（

　

詩
序
を
尊
重
す
る
立
場
に
立
つ
南
宋
・
嚴
粲
も
、
邶
風
「
雄
雉
」
末
章
の
解
釋
の
中
で
、

　

國
君
を
名
指
し
す
る
の
を
避
け
て
、
自
分
の
夫
の
同
僚
に
告
げ
て
言
う
（
不
欲
斥
國
君
而
呼
其
夫
之
同
寮
告
之
言）

（（
（

）

と
、「
國
君
を
斥さ

す
を
欲
せ
ず
」
と
い
う
一
語
を
あ
え
て
解
釋
に
加
え
て
い
る
。
こ
れ
も
、
主
君
の
惡
事
を
あ
か
ら
さ
ま
に
し
な
か
っ

た
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
詩
人
の
道
德
的
性
格
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
蘇
轍
・
楊
時
・
嚴
粲
は
、

一
樣
に
詩
人
が
主
君
を
刺
る
こ
と
に
な
る
の
を
避
け
る
よ
う
配
慮
し
て
解
釋
を
行
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
前
述
の
朱
熹

の
例
に
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
漢
唐
の
詩
經
學
で
は
「
刺
」
の
概
念
を
用
い
た
詩
篇
解
釋
が
廣
範
に
行
わ
れ
て
い
る
の
に
對
し
、
宋
代

で
は
解
釋
に
「
刺
」
を
持
ち
込
む
こ
と
に
愼
重
に
な
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
詩
篇
解
釋
に
見
ら
れ
る
態
度
の
變
化
は
、
周
裕
鍇
氏
が
分
析
し
た
宋
代
の
思
想
狀
況
と
關
連
づ
け
て
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
氏
に
據
れ
ば
、
宋
代
に
お
い
て
は
、
詩
人
の
激
情
が
文
學
創
作
の
動
因
と
な
る
と
い
う
從
來
の
考
え
方
が
變
化
し
、
詩

人
は
平
靜
の
心
に
基
づ
い
て
文
學
創
作
を
行
う
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）

（（
（

。
さ
ら
に
、
宋
代
に
は
載
道
文
學
と
し
て
の
詩

歌
の
役
割
が
再
認
識
さ
れ
、
そ
の
前
期
に
は
多
く
の
詩
人
に
よ
っ
て
時
勢
を
批
判
し
た
「
諷
諌
」
の
詩
が
盛
ん
に
作
ら
れ
た
が
、
詩
が

政
治
的
な
機
能
と
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
一
般
化
す
る
に
つ
れ
、
逆
に
詩
に
諷
諌
の
意
味
を
込
め
る
こ
と
が
次
第
に

難
し
く
な
っ
て
い
く
と
い
う
皮
肉
な
狀
況
が
生
ま
れ
た）

（（
（

。
つ
ま
り
、
宋
代
、
詩
歌
の
も
つ
現
狀
批
判
の
役
割
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
で
、
か
え
っ
て
現
狀
批
判
は
適
切
な
限
度
・
仕
方
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
許
容
さ
れ
る
範
圍
を
超

え
た
批
判
は
冒
瀆
と
し
て
指
彈
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
作
者
が
社
會
狀
況
に
對
す
る
自
分
の
感
情
を
率
直
に
詩
歌
に

表
現
す
る
の
が
難
し
く
な
る
と
い
う
皮
肉
な
結
果
を
も
た
ら
す
に
至
っ
た
と
、
氏
は
指
摘
す
る
。



（（

なぜ過去の君主を刺った詩と解釋してはならないか？

　

統
治
者
が
、
詩
歌
と
は
政
治
鬪
爭
の
道
具
の
一
種
で
あ
る
と
意
識
し
た
時
、
諷
諌
と
い
う
行
爲
に
は
、
き
わ
め
て
愼
重
に
、
法

度
の
許
す
範
圍
内
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
…
…
詩
の
諷
諌
の
役
割
を
極
端
に
強
調
す
る
考
え
方
か
ら
、

時
事
的
な
事
柄
を
直
接
詠
う
こ
と
を
避
け
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
こ
れ
は
宋
人
が
は
じ
め
思
い
も
よ
ら
な
い
こ
と
だ
っ
た

（
當
統
治
者
意
識
到
詩
歌
是
一
種
政
治
鬥
爭
工
具
之
時
、
諷
諫
就
需
要
非
常
小
心
地
在
法
度
允
許
的
範
圍
内
進
行
。
…
…
由
極
端

強
調
詩
的
諷
諫
功
能
到
不
敢
直
寄
詠
時
事
、
這
是
宋
人
所
始
料
未
及
的）

（（
（

）

　

す
な
わ
ち
、
宋
代
に
は
刺
詩
が
作
ら
れ
に
く
い
環
境
が
徐
々
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
詩
經
解
釋
の

變
化
は
、
周
氏
の
言
う
詩
歌
を
媒
體
と
し
た
言
論
活
動
を
め
ぐ
る
環
境
の
變
化
と
符
合
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
從
來
詩
篇
の
重
要
な
機

能
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
刺
の
概
念
を
解
釋
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
宋
人
が
消
極
的
な
態
度
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
當
時

の
文
學
に
對
す
る
認
識
の
變
化
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
宋
人
が
自
ら
詩
を
作
る
際
に
持
っ
た
「
詩
は
こ
の
よ
う

に
作
ら
ね
ば
な
ら
な
い
＝
こ
の
よ
う
に
作
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
と
い
う
意
識
が
、『
詩
經
』
と
い
う
至
高
の
經
典
中
の
詩
篇
を
解

釋
す
る
際
に
も
働
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
宋
代
の
學
者
に
は
、
詩
篇
は
「
こ
の
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
は
ず
だ

＝
こ
の
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
は
ず
が
な
い
」
と
い
う
意
識
が
ま
ず
土
臺
に
あ
っ
て
、
そ
れ
に
合
致
す
る
よ
う
に
解
釋
を
行
っ
た
結
果
、

詩
篇
の
解
釋
か
ら
刺
の
要
素
が
驅
逐
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
思
想
狀
況
の
變
化
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

追
刺
が
宋
人
に
よ
っ
て
忌
避
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
當
然
の
こ
と
と
言
え
よ
う
。

　

前
稿
で
見
た
よ
う
に
、
疏
家
も
「
追
刺
」
と
い
う
行
爲
は
倫
理
的
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
を
持
っ
て
い
た
。
こ

の
點
、
宋
代
の
學
者
と
同
樣
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
、
詩
が
作
者
の
自
然
な
感
情
が
流
露
し
て
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
過

去
の
君
主
を
刺
る
と
い
う
こ
と
も
道
德
的
に
は
疑
問
が
殘
る
行
爲
と
は
い
え
あ
り
得
る
こ
と
だ
と
判
斷
し
、
追
刺
說
に
よ
る
解
釋
を
行



（（

っ
た
。
そ
れ
に
對
し
て
、
宋
代
の
學
者
は
、
追
刺
は
臣
下
の
義
に
照
ら
し
て
許
さ
れ
る
行
爲
で
は
な
い
と
い
う
信
念
に
基
づ
き
、
そ
の

よ
う
な
詩
は
あ
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
て
追
刺
說
を
排
除
し
た
。
つ
ま
り
詩
經
解
釋
に
お
い
て
、
唐
代
の
「
あ
り
得
る
こ
と
」
と
容

認
す
る
姿
勢
か
ら
、
宋
代
の
「
あ
る
べ
き
で
な
い
」
と
拒
否
す
る
姿
勢
へ
の
變
化
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
宋
代
の
詩
經
學
に

お
い
て
道
德
的
嚴
格
性
が
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
樣
子
を
見
る
こ
と
が
で
き
る）

（（
（

。

Ⅵ　

詩
經
解
釋
に
お
け
る
倫
理
的
要
請
と
文
學
的
要
請

　

と
こ
ろ
で
、
前
章
に
擧
げ
た
「
刺
」
に
對
す
る
疑
念
を
表
明
し
た
朱
熹
の
發
言
を
見
る
と
、「
温
柔
敦
厚
」
の
精
神
に
反
す
る
故
に

刺
詩
は
「
あ
る
べ
き
で
な
い
」
と
い
う
理
由
と
竝
ん
で
、「
詩
人
に
は
ま
た
、
ふ
と
偶
然
に
思
い
立
っ
て
詩
を
作
る
と
い
う
こ
と
が
あ

る
」「
お
お
よ
そ
古
人
が
詩
を
作
る
の
は
、
…
…
自
ず
か
ら
物
に
感
じ
て
情
を
述
べ
、
そ
の
思
い
を
吟
詠
し
て
詩
を
作
る
と
い
う
こ
と

も
あ
っ
た
の
だ
」
と
い
う
よ
う
に
、
詩
人
は
自
ら
の
思
い
を
率
直
に
吐
露
し
て
詩
を
作
る
も
の
だ
か
ら
、
と
い
う
こ
と
が
擧
げ
ら
れ
て

い
た
。
す
べ
て
の
詩
が
道
德
的
感
化
を
目
的
と
し
て
作
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
、
故
に
詩
句
に
現
れ
て
い
な
い
刺
の
要
素
を
無
理
に
讀

み
取
る
の
は
誤
り
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。「
あ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
理
由
に
對
し
て
、
こ
ち
ら
は
「
讀
み
取
れ
な
い
」
と
い

う
理
由
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
朱
熹
の
「
詩
」
に
對
す
る
疑
念
に
は
、
性
格
を
異
に
す
る
二
つ
の
理
由
が
錯

綜
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、「
抑
」
追
刺
說
批
判
に
お
い
て
も
類
例
が
あ
っ
た
。
宋
代
の
學
者
が
「
抑
」
を
追
刺
詩
と
解
釋
す
る
こ
と
に
反
對
し
た
の

は
、
Ⅲ
で
見
た
追
刺
が
道
德
的
に
問
題
が
あ
る
と
い
う
理
由
と
竝
ん
で
、
Ⅱ
で
見
た
詩
句
の
表
現
す
る
内
容
に
即
し
て
詩
の
意
味
を
考

え
よ
う
と
い
う
態
度
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
、「
あ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
「
讀
み
取
れ
な
い
」
と
い
う
二
つ
の
性
格
が
共
存
し
て
い



（（

なぜ過去の君主を刺った詩と解釋してはならないか？

る
。
右
に
擧
げ
た
朱
熹
の
詩
經
解
釋
の
論
理
は
、
宋
代
の
學
者
に
普
遍
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
だ
け
で
は

な
い
。
追
刺
解
釋
に
對
す
る
右
の
二
つ
の
反
對
の
理
由
は
、
す
で
に
疏
家
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た）

（（
（

。
こ
れ
か
ら
考

え
れ
ば
、「
あ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
「
讀
み
取
れ
な
い
」
と
の
錯
綜
は
、
詩
經
解
釋
學
史
に
早
く
か
ら
存
在
す
る
現
象
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
讀
み
取
れ
な
い
」
と
い
う
態
度
、
す
な
わ
ち
、
詩
の
表
現
自
體
に
即
し
て
解
釋
を
行
う
と
い
う
態
度
は
、
朱
熹
の
詩
經
學
を
論
じ

た
諸
家
が
共
通
し
て
重
視
す
る
も
の
で
あ
る）

（（
（

。
す
な
わ
ち
こ
こ
に
、
朱
熹
が
漢
唐
の
詩
經
學
の
「
史
を
以
て
詩
に
附
す
」
と
い
う
歴
史

主
義
的
解
釋
か
ら
脱
却
し
、「
詩
を
以
て
詩
を
解
す
」
と
い
う
解
釋
に
轉
換
し
た
と
い
う
、
詩
經
解
釋
學
史
上
の
方
法
論
の
一
大
劃
期

を
見
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、「
あ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
態
度
は
、
儒
敎
の
徒
と
し
て
詩
經
を
解
釋
す
る
と
い
う
道
德
的
要
請
に
基
づ
く
も
の
で
あ

る
。
こ
の
態
度
も
諸
家
に
よ
っ
て
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
た
だ
し
、
こ
の
態
度
は
、
詩
經
解
釋
を
儒
敎
の
枠
組
み
に
封
じ
込
め
、
自

由
な
解
釋
の
發
展
を
阻
害
し
た
抑
制
要
因
と
し
て
捉
え
る
意
見
が
多
い
。
つ
ま
り
、「
讀
み
取
れ
な
い
」
と
「
あ
る
べ
き
で
は
な
い
」

と
は
、
互
い
に
相
反
す
る
解
釋
姿
勢
と
し
て
、
か
た
や
詩
經
學
の
進
展
を
も
た
ら
し
た
態
度
、
か
た
や
詩
經
解
釋
を
停
滯
さ
せ
た
態
度

と
し
て
捉
え
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。

　

し
か
し
、
兩
者
の
關
係
は
そ
れ
ほ
ど
單
純
な
も
の
で
は
な
い
。
本
稿
で
見
た
よ
う
に
、
追
刺
や
刺
を
用
い
た
解
釋
か
ら
脱
却
す
る
た

め
に
、
こ
の
二
つ
は
同
じ
よ
う
に
働
い
て
い
た
。
つ
ま
り
、
倫
理
道
德
意
識
が
變
化
し
た
こ
と
と
、
詩
經
を
文
學
と
し
て
解
釋
す
る
指

向
が
強
ま
っ
た
こ
と
と
の
雙
方
相
俟
っ
て
、
新
た
な
視
點
か
ら
詩
篇
を
解
釋
す
る
契
機
と
し
て
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
考
え
る
と
、
こ
の
二
つ
は
も
っ
と
微
妙
に
絡
み
合
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
か
ら
、
詩
經
解
釋
學
に
お
け
る
、
解
釋
の
方
法
論
の
構
築
・
發
展
と
儒
敎
倫
理
と
の
閒
の
微
妙
な
關
係
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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道
德
的
な
リ
ゴ
リ
ズ
ム
と
い
う
と
、
と
か
く
新
た
な
方
法
論
の
開
拓
に
對
す
る
抑
制
要
因
と
し
て
見
が
ち
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ

う
な
側
面
が
強
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
一
面
で
は
、
こ
こ
に
見
え
る
よ
う
に
、
道
德
的
な
要
請
が
新
た

な
詩
經
觀
の
發
展
の
契
機
に
な
っ
て
い
た
面
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。「
あ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
先
入
觀
に
よ
っ
て
舊
說
と
は
異

な
る
解
釋
を
模
索
す
る
中
で
、「
讀
み
取
れ
な
い
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
文
學
的
解
釋
の
方
法
を
編
み
出
し
て
い
っ
た
こ
と
も
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
筆
者
は
以
前
、
疏
家
が
序
傳
箋
を
疏
通
せ
ん
が
た
め
に
苦
し
紛
れ
に
編
み
出
し
た
解
釋
が
、
宋
代
詩
經
學
の
新
た
な

方
法
論
の
構
築
の
た
め
の
基
礎
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た）

（（
（

。
詩
經
解
釋
に
お
け
る
道
德
的
要
請
も
同
じ
よ
う
に
、
そ
こ
か
ら
苦
し
紛

れ
に
編
み
出
し
た
解
釋
が
文
學
的
解
釋
の
た
め
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
古
人
は
『
詩
經
』
を

文
學
的
存
在
と
し
て
と
同
時
に
道
德
的
な
存
在
と
し
て
接
し
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
解
釋
學
の
發
展
も
、
ふ
た
つ
の
側
面
が
絡

ま
り
合
い
相
互
に
作
用
し
合
い
な
が
ら
進
展
し
た
こ
と
は
當
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
詩
經
學
に
お
け
る
道
德

的
な
側
面
と
解
釋
學
的
問
題
と
を
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
我
々
が
、
詩
經
解
釋
學
の
實
相
に
觸
れ
る
た
め

に
は
、
こ
の
よ
う
な
異
質
の
性
格
の
い
ず
れ
か
に
目
を
閉
ざ
す
こ
と
な
く
、
そ
の
絡
み
合
い
を
直
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

Ⅶ　

以
上
述
べ
た
こ
と
の
但
し
書
き

　

本
稿
で
は
、
宋
代
の
詩
經
學
者
の
中
に
、
追
刺
說
を
回
避
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
し
か
し
、
本
稿
の
論
旨
に
背
く
說
が

あ
る
こ
と
も
事
實
で
あ
る
。
例
え
ば
、
Ⅳ
で
考
察
し
た
王
風
「
黍
離
」
に
つ
い
て
、
朱
熹
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

す
で
に
當
時
、
本
詩
の
作
者
で
あ
る
私
の
思
い
を
理
解
し
て
く
れ
る
人
が
な
い
こ
と
を
嘆
い
た
上
で
、
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
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事
態
を
引
き
起
こ
し
た
の
は
い
っ
た
い
誰
で
あ
ろ
う
か
と
悲
し
み
、
追
想
し
て
怨
む
こ
と
甚
だ
し
い
も
の
が
あ
る
（
既
歎
時
人
莫

識
己
意
、
又
傷
所
以
致
此
者
果
何
人
哉
、
追
怨
之
甚
也）

（（
（

）

ま
た
、
嚴
粲
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

亡
國
の
恨
み
で
、
目
に
映
る
も
の
す
べ
て
が
悽
愴
と
し
て
い
て
、
た
だ
悠
悠
た
る
蒼
天
に
呼
び
か
け
て
、「
こ
の
よ
う
に
天
下

が
覆
る
よ
う
な
事
態
に
至
ら
せ
た
の
は
い
っ
た
い
何
者
で
あ
ろ
う
か
」
と
訴
え
る
。
そ
れ
が
誰
か
名
指
し
し
な
い
で
、
追
想
し
て

恨
む
こ
と
深
い
も
の
が
あ
る
（
亡
國
之
恨
、
悽
然
滿
目
、
唯
呼
悠
遠
之
蒼
天
而
訴
之
曰
、
致
此
顛
覆
者
是
何
人
乎
。
不
斥
其
人
而

追
恨
之
深
矣）

（（
（

）

　

兩
者
の
解
釋
の
中
に
は
、「
追
怨
」「
追
恨
」
と
い
う
「
追
刺
」
と
よ
く
似
た
語
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
鄭
箋
・
正
義
と
同
樣
の
說
を

述
べ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
解
釋
の
文
脈
か
ら
考
え
る
と
、
そ
こ
に
は
鄭
箋
・
正
義
と
は
異
な
る
點
が
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
た
し
か
に
、「
此
を
致
す
所
以
の
者
は
果
し
て
何
人
ぞ
と
傷
む
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、
亡
國
の
事
態
を
引
き
起
こ
し
た
者
を
指

彈
す
る
た
め
に
本
詩
が
作
ら
れ
た
と
朱
熹
が
解
釋
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
言
葉
は
獨
立
し
て
出
て
い
る
の
で
は
な

く
、
上
の
「
既
に
時
人
の
己
の
意
を
識
る
莫
き
を
歎
き
」
の
句
を
承
け
、「
又
た
傷
む
」
と
い
う
形
で
累
加
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

上
下
二
句
が
一
體
と
な
っ
て
、「
追
怨
す
る
こ
と
の
甚
し
き
な
り
」
に
收
斂
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
考
え
れ
ば
、
作
者
の
「
追
怨
」

は
亡
國
の
君
主
と
い
う
特
定
の
個
人
に
對
す
る
批
判
で
は
な
く
、
彼
の
失
政
に
起
因
す
る
亡
國
の
悲
し
み
と
そ
の
悲
し
み
を
同
じ
く
し

な
い
人
閒
に
取
り
圍
ま
れ
て
狀
況
に
對
す
る
絶
望
が
な
い
交
ぜ
に
な
っ
た
感
情
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
追
刺
」
が
狀
況
か
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ら
距
離
を
置
い
て
狀
況
を
客
體
と
し
て
眺
め
批
判
す
る
行
爲
を
指
す
の
に
比
べ
、「
追
怨
」
の
方
は
、
過
去
か
ら
現
在
に
な
だ
れ
込
む

狀
況
に
身
を
浸
し
た
詩
人
の
心
の
内
か
ら
溢
れ
出
す
感
情
を
表
し
て
い
る
と
い
う
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
流
れ
て
い
る

感
情
は
、
鄭
箋
・『
正
義
』
の
「
黍
離
」
解
釋
に
見
ら
れ
る
激
し
い
憎
惡
で
は
な
く
、
作
者
を
取
り
卷
く
時
空
（
亡
國
の
餘
波
・
周
圍

の
無
理
解
）
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
怨
み
で
あ
る
點
で
、
よ
り
内
面
化
さ
れ
た
感
情
で
あ
る
と
い
う
點
で
も
異
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
は
嚴
粲
の
解
釋
に
見
ら
れ
る
「
追
恨
」
に
も
當
て
は
ま
る
。「
其
の
人
を
斥さ

さ
ず
し
て
追
恨
す
る
こ
と
の
深
き
な
り
」
と

い
う
言
葉
は
樣
々
に
解
釋
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
が
上
の
「
亡
國
の
恨
み
」
に
呼
應
し
て
い
る
點
に
注
目
す
れ
ば
、「
追
恨
」
は
亡

國
の
君
主
個
人
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
や
は
り
亡
國
と
い
う
事
態
そ
の
も
の
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、「
其
の
人
を
斥
さ
ず
し
て
」
と
い
う
の
も
、
Ⅳ
で
見
た
楊
時
の
解
釋―

「『
此
れ
何
人
ぞ
や
』
と
言
う
の
は
、

罪
科
を
歸
す
べ
き
相
手
が
い
な
い
の
で
あ
る
」―

と
同
樣
の
解
釋
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
の
考
察
か
ら
は
、「
追
怨
」「
追
恨
」
は
、「
追
刺
」
と
語
の
形
こ
そ
似
て
い
る
け
れ
ど
も
、
過
去
の
不
幸
な
出
來
事
を
追
想
し

て
發
し
た
作
者
の
感
情
の
昂
ぶ
り
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
點
で
、
先
人
を
批
判
す
る
行
爲
で
あ
る
が
故
に
倫
理
的
な
疑
念
を
注

が
れ
る
「
追
刺
」
と
は
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
果
た
し
て
確
か
に
そ
の
よ
う
に
言
え
る
の
か
は
、
今
後
他

の
用
例
に
つ
い
て
檢
證
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
、「
追
刺
」
と
似
た
語
と
し
て
「
追
咎
」
と
い
う
語
が
宋
代
以
後
の
詩
經
解
釋
の
書
物
に
し
ば
し
ば
現
れ
る
。
例
え
ば
、
范

處
義
の
「
雨
無
正
」
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

本
詩
に
は
「
既
伏
其
辜
、
周
宗
既
滅
」
と
い
う
詩
句
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
幽
王
の
後
の
時
代
に
作
ら
れ
、
前
の
時
代
の
過
失
を

追
咎
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
後
の
時
代
の
戒
め
と
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
（
是
詩
有
既
伏
其
辜
周
宗
既
滅
之
語
、
蓋
作
於
幽
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王
之
後
、
追
咎
前
日
之
失
、
以
爲
後
來
之
戒）

（（
（

）

　

こ
こ
で
は
、「
追
咎
」
は
幽
王
な
ど
過
去
の
特
定
の
人
物
を
批
判
し
、
後
世
の
人
々
を
敎
化
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
い
う
說
明
が
な

さ
れ
て
お
り
、「
追
刺
」
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
意
味
で
用
い
て
い
る
と
考
え
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
論
じ
た
、
追
刺
、

あ
る
い
は
過
去
の
君
主
を
憎
惡
す
る
と
い
う
行
爲
が
宋
代
以
降
詩
經
解
釋
か
ら
忌
避
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

全
面
的
な
現
象
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
強
ま
っ
た
と
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
こ
の
こ
と
は
Ⅵ
で
考
察
し
た
、
追
刺
、
あ
る
い
は
先
代
の
君
主
に
對
す
る
憎
惡
が
詩
經
解
釋
か
ら
消
え
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
と

し
て
考
え
ら
れ
る
、
倫
理
道
德
意
識
の
變
化
と
、
史
書
や
詩
序
な
ど
に
賴
る
姿
勢
か
ら
詩
句
の
表
現
自
體
を
重
視
す
る
姿
勢
へ
と
い
う

解
釋
意
識
の
變
化
の
二
つ
の
要
因
が
ど
の
よ
う
に
關
係
し
て
い
る
の
か―

筆
者
は
、
兩
者
が
有
機
的
に
相
互
作
用
を
し
て
詩
經
解
釋

學
の
變
化
發
展
が
實
現
し
た
と
結
論
し
た
の
で
あ
る
が―

、
さ
ら
に
愼
重
に
檢
討
す
べ
き
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
從
っ

て
、
本
稿
の
考
察
と
結
論
は
、
一
應
の
途
中
經
過
報
告
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

最
後
に
、「
抑
」
を
追
刺
詩
と
す
る
解
釋
が
淸
代
に
至
っ
て
再
び
表
舞
臺
に
登
っ
た
こ
と
を
附
言
す
る
。
淸
・
陳
奐
の
解
釋
が
そ
れ

で
あ
る
。

　
『
史
記
』
に
據
れ
ば
、
平
王
が
よ
う
や
く
武
公
を
公
に
任
命
し
た
の
で
あ
り
、
幽
王
の
時
代
に
武
公
は
諸
侯
で
こ
そ
あ
っ
た
が
、

周
の
卿
士
で
あ
っ
た
と
い
う
話
は
聞
か
な
い
。
そ
れ
か
ら
考
え
れ
ば
、
相
と
し
て
周
の
朝
廷
に
入
っ
た
の
は
平
王
の
時
代
で
あ
っ

た
こ
と
は
閒
違
い
な
い
。
彼
は
、
相
と
し
て
朝
廷
に
入
っ
て
「
賓
之
初
筵
」
の
詩
を
作
っ
た
が
、
そ
れ
は
幽
王
を
刺
っ
た
も
の
で

あ
っ
た
。「
抑
」
は
厲
王
を
刺
っ
た
詩
で
あ
る
。
兩
詩
は
い
ず
れ
も
平
王
の
時
代
に
作
ら
れ
た
。
そ
れ
な
の
に
（「
抑
」
の
）
小
序
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に
「
厲
王
を
刺
る
」
と
言
う
の
は
、
作
詩
の
意
圖
に
基
づ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
本
詩
は
、「
殷
鑑
遠
か
ら
ず
」
と
い
う
意

圖
で
作
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
、
そ
こ
で
「
蕩
」
の
詩
の
後
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。『
正
義
』
が
、
本
詩
を
厲
王
を
追
刺
し
た
も

の
と
言
う
の
は
正
し
い
（
據
史
記
、
平
王
始
命
武
公
爲
公
、
武
公
於
厲
王
時
未
爲
諸
侯
、
幽
王
時
雖
諸
侯
、
不
聞
爲
周
卿
士
、
則

入
相
於
周
、
斷
在
平
王
之
世
。
入
相
而
作
賓
之
初
筵
、
刺
幽
王
作
。
抑
刺
厲
王
。
兩
詩
皆
作
於
平
王
時
、
而
序
云
刺
厲
王
者
、
本

作
詩
之
意
而
言
、
取
殷
鑑
不
遠
之
意
、
因
遂
坿
於
蕩
篇
後
。
正
義
以
爲
追
刺
厲
王
是
也）

（（
（

）

　

陳
奐
は
、『
史
記
』
の
記
事
に
基
づ
い
て
、「
抑
」
を
追
刺
詩
と
す
る
ば
か
り
か
、『
正
義
』
も
追
刺
詩
と
は
し
て
い
な
い
「
賓
之
初

筵
」
を
も
追
刺
詩
と
し
た）

（（
（

。
こ
れ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
彼
に
は
宋
代
の
學
者
が
抱
い
た
よ
う
な
「
追
刺
」
の
概
念
に
對
す
る
疑
念
は

な
い
。

　

た
だ
し
、
右
の
陳
奐
の
說
か
ら
は
、
追
刺
に
つ
い
て
『
正
義
』
を
含
め
て
歴
代
の
詩
經
學
者
が
疑
念
を
共
有
し
、
そ
し
て
あ
る
も
の

は
そ
の
疑
念
を
拂
拭
す
る
た
め
の
論
理
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
、
ま
た
あ
る
も
の
は
そ
の
疑
念
に
基
づ
い
て
本
詩
に
對
し
て
新
た
な
解

釋
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
、
努
力
を
傾
注
し
續
け
て
き
た
そ
の
解
釋
の
歴
史
が
ま
っ
た
く
捨
象
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
營
爲
は
、
本

稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
現
實
世
界
の
中
に
生
き
る
解
釋
者
自
身
の
生
活
實
感
・
價
値
觀
を
『
詩
經
』
の
詩
篇
に
投
影
し
て
行
わ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
客
觀
性
を
缺
い
た
非
歴
史
的
な
解
釋
態
度
と
し
て
批
判
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
し
か
し
そ
こ
に
は
、

『
詩
經
』
と
い
う
古
代
の
文
獻
を
客
體
と
し
て
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
の
生
と
切
り
結
ぶ
生
き
生
き
と
し
た
存
在
と
し
て
捉
え
た
い
と

い
う
思
い
も
確
か
に
看
取
で
き
る
。
そ
の
點
か
ら
言
え
ば
、
陳
奐
の
解
釋
態
度
は
、
古
典
を
古
典
と
し
て
、
純
粹
に
論
理
的
考
察
の
對

象
と
し
て
冷
靜
に
捉
え
よ
う
と
す
る
近
代
的
な
學
問
姿
勢
と
評
價
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
逆
に
、
そ
れ
は
『
詩
經
』
が
自
分
た
ち
を

い
か
に
敎
化
し
て
く
れ
る
の
か
と
い
う
生
々
し
い
關
心
を
捨
て
去
っ
た
上
で
實
現
し
た
も
の
だ
と
、
い
さ
さ
か
物
足
り
な
さ
を
感
じ
さ
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なぜ過去の君主を刺った詩と解釋してはならないか？

せ
る
と
言
っ
た
ら
、
あ
ま
り
に
獨
り
よ
が
り
な
印
象
で
あ
ろ
う
か
？

注（
�
）
拙
稿
「
詩
に
よ
っ
て
過
去
の
君
主
を
刺
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
か
？―

『
毛
詩
正
義
』
追
刺
說
の
考
察―

」（
慶
應
義
塾
大
學
日
吉
紀

要
『
言
語
・
文
化
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』
第
四
一
號
、
二
〇
〇
九
・
十
二
）。

（
（
）
テ
キ
ス
ト
は
、
十
三
經
注
疏
整
理
本
『
毛
詩
正
義
』（
北
京
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
）
第
四
～
六
册
を
用
い
た
。

（
（
）
も
ち
ろ
ん
、『
正
義
』
を
踏
襲
し
て
、「
抑
」
を
追
刺
詩
と
考
え
た
學
者
も
い
る
。
そ
の
代
表
例
と
し
て
、
蘇
轍
『
詩
集
傳
』
が
擧
げ
ら

れ
る
。
彼
は
、「
宣
王
十
六
年
、
衞
武
公
即
位
。
年
九
十
有
五
而
作
此
詩
。
蓋
追
刺
厲
王
以
自
警
也
」
と
言
う
（『
詩
集
傳
』
卷
一
八
、
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
、
一
六
〇
頁
上
段
）。

（
（
）
後
に
擧
げ
る
南
宋
・
范
處
義
の
『
詩
補
傳
』
も
同
じ
く
「
三
十
六
年
」
に
作
る
。
淸
・
嘉
慶
重
刊
宋
本
『
十
三
經
注
疏
』（
藝
文
印
書
館

影
印
本
）
も
「
三
十
六
年
」
に
作
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
阮
元
『
毛
詩
注
疏
挍
勘
記
』
に
「
閩
本
明
監
本
毛
本
同
。
案
浦
鏜
云
、
三
、
是

也
」
と
言
う
（
注
（
（
）
參
照
）。
ま
た
、
嚴
粲
『
詩
緝
』
に
「
疏
以
爲
宣
王
宣マ

マ王
三
十
六
年
即
位
。
恐
誤
矣
」
と
言
う
。
以
上
か
ら
考

え
る
と
、
范
處
義
・
呂
祖
謙
・
嚴
粲
の
見
た
『
毛
詩
正
義
』
の
テ
キ
ス
ト
は
『
挍
勘
記
』
の
擧
げ
る
諸
本
と
同
樣
、「
三
」
が
衍
字
と
な

っ
て
お
り
、
范
・
呂
は
そ
の
誤
り
を
踏
襲
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（
）『
呂
氏
家
塾
讀
詩
記
』
卷
二
七
（
四
部
叢
刊
廣
編
（
、
三
八
九
頁
）。

（
（
）
姚
永
輝
「
呂
祖
謙
《
呂
氏
家
塾
讀
詩
記
》
中
的
『
詩
史
互
釋
』」（
中
國
詩
經
學
會
編
『
詩
經
研
究
叢
刊
』
第
八
輯
、
學
苑
出
版
社
、
二

〇
〇
五
、
六
七
頁
）
に
呂
祖
謙
が
「
詩
を
以
て
史
を
釋
し
」
た
例
と
し
て
、
本
詩
の
解
釋
を
引
く
。

（
（
）『
詩
本
義
』
卷
十
一
「
抑
」（
四
部
叢
刊
廣
編
（
、
六
七
頁
）。

（
（
）『
史
記
』「
十
二
諸
侯
年
表
」
に
據
れ
ば
、
宣
王
十
六
年
が
「
衞
武
公
和
元
年
」
で
あ
る
（
中
華
書
局
排
印
本
、
第
二
册
五
二
一
頁
）。

（
（
）『
詩
補
傳
』（
詩
經
要
籍
集
成
第
五
册
、
據
通
志
堂
經
解
本
影
印
、
學
苑
出
版
社
、
二
六
四
頁
）。



（（

（
�0
）
范
處
義
『
詩
補
傳
』
に
つ
い
て
の
專
論
に
、
黄
忠
愼
『
范
處
義
《
詩
補
傳
》
與
王
質
《
詩
總
聞
》
比
較
研
究
』（
文
史
哲
大
系
二
三
一
、

臺
灣
、
文
津
出
版
社
、
二
〇
〇
九
）
が
あ
り
、
范
處
義
の
經
典
の
神
聖
性
に
つ
い
て
の
認
識
・
詩
序
尊
崇
の
態
度
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ

て
い
る
。

（
��
）
經
文
の
内
容
を
優
越
的
に
考
え
る
范
處
義
の
解
釋
態
度
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
そ
れ
は
本
當
に
あ
っ
た
こ
と
か
？―

詩
經
解
釋
學
史

に
お
け
る
歷
史
主
義
的
解
釋
の
諸
相―

」（
慶
應
義
塾
大
學
日
吉
紀
要
『
中
國
研
究
』
第
二
號
、
二
〇
〇
九
・
三
）
の
Ⅲ
も
參
照
さ
れ

た
い
。

（
�（
）
同
右
。

（
�（
）
南
宋
・
嚴
粲
『
詩
緝
』
も
、
范
處
義
の
説
に
從
う
（
卷
二
九
、
詩
經
要
籍
集
成
（
、
據
明
味
經
堂
刊
本
影
印
、
學
苑
出
版
社
、
四
一
七

頁
）。

（
�（
）
こ
の
問
題
に
關
し
て
は
、
前
掲
拙
稿
二
〇
〇
九
・
三
を
參
照
の
こ
と
。

（
�（
）
拙
稿
二
〇
〇
九
・
十
二
、
Ⅳ
を
參
照
の
こ
と
。

（
�（
）
ち
な
み
に
、
前
稿
で
は
『
正
義
』
に
見
え
る
「
抑
」
の
異
説
を
檢
討
し
て
、
そ
こ
に
疏
家
の
「
詩
は
過
去
を
ど
の
よ
う
に
詠
う
か
」
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
認
識
も
現
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
詩
が
現
實
の
事
態
を
詠
う
表
現
を
と
っ
て
い
る
か
ら
作
者
は
事
態
の
渦

中
に
あ
っ
た
は
ず
だ
と
い
う
思
考
の
筋
道
は
、
見
方
を
變
え
れ
ば
、
作
者
が
想
像
力
に
よ
っ
て
過
去
の
事
件
を
追
體
驗
す
る
と
い
う
詠
い

方
が
あ
り
得
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
、
本
文
に
舉
げ
た
宋
代
の
三
者
の
説
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と

で
あ
る
。
彼
ら
の
詩
經
解
釋
に
お
い
て
も
、
作
者
と
詩
の
内
容
と
が
現
實
的
な
次
元
で
直
接
的
に
對
應
し
て
い
る
と
考
え
る
傾
向
が
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
二
〇
〇
九
・
三
も
參
照
さ
れ
た
い
。

（
�（
）
歐
陽
脩
と
『
正
義
』
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
歐
陽
脩
『
詩
本
義
』
の
搖
籃
と
し
て
の
『
毛
詩
正
義
』」（
宋
代
詩
文
研
究
會
會

誌
『
橄
欖
』
第
九
號
、
二
〇
〇
〇
）
を
參
照
の
こ
と
。

（
�（
）
こ
の
こ
と
に
關
し
て
は
、
前
掲
拙
稿
二
〇
〇
九
・
三
を
參
照
の
こ
と
。

（
�（
）『
毛
詩
正
義
』
一
三
六
六
頁
上
段
。
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なぜ過去の君主を刺った詩と解釋してはならないか？

（
（0
）「
抑
」
正
義
の
中
に
、「
詩
は
、
人
が
メ
ロ
デ
ィ
に
乘
せ
て
歌
い
上
げ
、
情
が
憤
り
を
發
し
て
生
ま
れ
る
も
の
で
、
善
行
を
見
て
は
そ
の

功
績
を
論
じ
た
く
思
い
、
惡
行
を
見
て
は
そ
の
過
失
を
言
い
た
く
思
い
…
…
自
分
の
心
の
結
ぼ
れ
を
ほ
ぐ
し
た
い
と
願
っ
て
作
る
（
詩
者
、

人
之
詠
歌
、
情
之
發
憤
、
見
善
欲
論
其
功
、
睹
惡
思
言
其
失
…
…
本
願
申
己
之
心
）」（
一
三
六
六
頁
上
段
）
と
言
う
言
葉
が
あ
る
。

（
（�
）
以
上
の
説
と
比
較
し
て
、
淸
・
翁
方
綱
の
説
は
注
目
に
値
す
る
。

孔
穎
達
『
正
義
』
に
侯
包
の
説
を
引
い
て
、「
衞
の
武
公
が
周
の
王
室
を
刺
り
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
を
戒
め
、
齡
九
十
五
に

な
っ
て
も
な
お
、
臣
下
に
こ
の
詩
を
朗
唱
さ
せ
て
側
ら
か
ら
離
そ
う
と
し
な
か
っ
た
」
と
言
う
。
言
っ
て
い
る
内
容
は
や
は
り

『
國
語
』「
楚
語
」
か
ら
取
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
韋
昭
の
説
と
は
少
し
く
異
な
っ
て
い
る
…
…
侯
包
が
〔「
抑
」
の
詩
を
〕「
王
室

を
刺
っ
た
」
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
も
、
や
は
り
比
較
的
抽
象
的
な
言
い
方
で
あ
り
、
侯
包
の
こ
の
説
の
方
が
正
し
い
と

考
え
る
べ
き
で
あ
る
。「
楚
語
」
に
は
「
王
を
刺
る
」
と
言
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
淸
・
朱
鶴
齡
が
、「
詩
中
で
『
爾
』『
女
』『
小

子
』
と
相
手
を
呼
ん
だ
り
、『
手
攜
耳
提
』『
諄
諄
藐
藐
』
な
ど
の
言
葉
が
あ
る
の
は
、
み
な
老
成
し
た
者
が
若
者
に
訓
戒
し
て
言

う
口
振
り
を
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
實
際
に
は
當
時
の
王
を
風
刺
し
、
ま
た
そ
れ
に
ち
な
ん
で
自
ら
を
戒
め
て
い
る
の
で

あ
る
」
と
言
う
の
と
、
矛
盾
は
し
な
い
。
厲
王
の
時
代
に
、
武
公
は
ま
だ
諸
侯
の
庶
子
の
身
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
南
宋
・
嚴
粲

や
淸
・
陳
啓
源
が
「
抑
」
の
詩
は
武
公
が
庶
子
の
時
に
作
ら
れ
た
と
解
釋
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
正
し
く
な
い
し
、
北
宋
・
蘇
轍
が

こ
の
詩
が
厲
王
を
追
刺
し
た
も
の
と
言
っ
た
り
、
南
宋
・
李
樗
が
幽
王
を
刺
っ
た
も
の
と
言
っ
て
い
る
の
も
、
や
は
り
い
ず
れ
も

正
し
く
な
い
。
私
が
思
う
に
、
小
序
に
「
厲
王
を
刺
る
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
經
師
の
閒
で
代
々
傳
承
さ
れ
た
説
で
、
根
據
の

な
い
も
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
い
つ
の
時
代
に
作
ら
れ
た
か
を
考
え
る
材
料
は
な
い
。
故
に
、
侯
包
の
説
に
從
っ
て
、

王
室
を
刺
り
、
か
つ
自
ら
を
警
め
た
と
解
釋
す
る
の
が
よ
く
、
そ
う
す
れ
ば
、
樣
々
な
説
も
み
な
包
含
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
孔

疏
引
侯
包
云
、
衞
武
公
刺
王
室
、
亦
以
自
戒
。
行
年
九
十
有
五
、
猶
使
臣
日
誦
是
詩
而
不
離
於
其
側
。
其
意
亦
取
楚
語
爲
說
、
與

韋
昭
小
異
…
…
其
云
刺
王
室
、
亦
爲
較
渾
、
當
以
侯
包
此
說
爲
正
也
。
楚
語
不
言
刺
王
者
、
朱
氏
鶴
齡
曰
、
篇
中
爾
女
小
子
及
手

攜
耳
提
、
諄
諄
藐
藐
等
語
、
皆
設
爲
老
成
人
訓
戒
後
生
之
言
、
意
實
在
諷
刺
時
王
、
亦
因
以
自
警
。
此
說
與
朱
傳
未
始
不
相
合
也
。

至
謂
厲
王
之
世
、
武
公
方
爲
諸
侯
之
庶
子
、
而
嚴
氏
陳
氏
皆
以
爲
作
于
爲
庶
子
時
固
非
矣
。
蘇
氏
又
以
爲
追
刺
厲
王
。
李
氏
又
以
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爲
刺
幽
王
亦
皆
非
也
。
愚
謂
序
以
爲
刺
厲
王
、
此
在
經
師
相
傳
、
必
非
無
因
、
而
其
作
於
何
時
則
無
從
而
考
矣
。
故
莫
若
依
侯
包

謂
刺
王
室
兼
以
自
警
、
則
眾
說
皆
融
貫
耳
（『
詩
附
記
』
卷
四
、
叢
書
集
成
初
編
、
一
〇
一
頁
）

	
　

翁
方
綱
は
、
小
序
の
説
を
尊
重
は
し
な
が
ら
も
、
本
詩
の
作
詩
年
代
の
嚴
密
な
比
定
を
放
棄
し
て
、「
王
室
を
刺
っ
た
」
詩
と
い
う
漠

然
と
し
た
理
解
に
と
ど
め
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、「
闕
疑
」
を
尊
ぶ
と
い
う
學
問
的
な
姿
勢
の
表
れ
と
言
う
べ
き
で
あ
る
が
、

同
時
に
、
宋
代
の
學
者
が
持
っ
て
い
た
、
作
詩
の
狀
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
詩
の
表
す
道
德
的
意
味
に
迫
ろ
う
と
い
う
過

剩
な
ま
で
の
思
い
入
れ
が
無
く
な
り
、
詩
篇
を
純
粹
な
學
問
的
關
心
の
對
象
と
し
て
客
體
化
し
て
扱
う
と
い
う
、
解
釋
對
象
へ
の
姿
勢
の

變
化
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ⅶ
で
淸
・
陳
奐
の
解
釋
を
考
察
し
た
の
も
參
照
さ
れ
た
い
。

（
（（
）
原
文
「
以
意
度
之
」
は
、『
孟
子
』「
萬
章　

上
」
の
、「
故
說
詩
者
、
不
以
文
害
辭
、
不
以
辭
害
志
、
以
意
逆
志
、
是
爲
得
之
」
を
意
識

し
て
の
發
言
と
考
え
て
こ
の
よ
う
に
譯
し
た
。

（
（（
）『
朱
子
語
類
』
卷
二
三
「
論
語
五
・
爲
政
篇
上
」（
理
學
叢
書
本
、
中
華
書
局
排
印
本
第
二
册
五
四
〇
頁
）。

（
（（
）「
衞
武
公
作
此
詩
、
使
人
日
誦
於
其
側
以
自
警
」
と
言
い
、
北
宋
・
董と
う
ゆ
う逌

の
言
葉
を
引
い
て
、「
刺
厲
王
者
誤
矣
」
と
言
う
。

（
（（
）
淸
・
董
增
齡
撰
、
光
緖
庚
辰
章
氏
式
訓
堂
精
刻
本
影
印
『
國
語
正
義
』
卷
十
七
（
一
九
八
五
、
巴
蜀
書
社
、
下
册
一
一
二
二
頁
）。

（
（（
）『
毛
詩
正
義
』
一
三
六
五
頁
下
段
。

（
（（
）
前
掲
拙
稿
二
〇
〇
九
・
十
二
參
照
。

（
（（
）
た
だ
し
『
正
義
』
に
據
れ
ば
、
本
詩
に
は
幽
王
に
對
す
る
「
疾に
く

し
み
」「
恨
み
」
の
情
が
溢
れ
て
は
い
る
が
、
追
刺
の
た
め
に
作
ら
れ
た

詩
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
前
稿
二
〇
〇
九
・
十
二
を
參
照
。

（
（（
）
詩
篇
の
訓
讀
に
つ
い
て
は
、
淸
原
宣
賢
講
述
、
倉
石
武
四
郞
・
小
川
環
樹
・
木
田
章
義
校
訂
『
毛
詩
抄　

詩
經
』（
全
四
册
、
一
九
九
六
、

岩
波
書
店
）
を
參
考
に
し
た
。

（
（0
）
詳
細
は
、
前
稿
、
二
〇
〇
九
・
一
二
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
（�
）『
李
迂
仲
黄
實
夫
毛
詩
集
解
』
卷
八
（
通
志
堂
經
解
（
、
江
蘇
廣
陵
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
三
、
三
一
三
頁
）。

（
（（
）
楊
時
の
文
集
『
龜
山
集
』
に
は
、
相
當
す
る
詩
説
は
見
出
せ
な
い
。
た
だ
し
、
李
樗
の
引
用
文
中
の
「
黍
離
降
而
爲
國
風
」
は
、『
龜
山
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集
』
卷
八
、
經
解
、
春
秋
義
「
始
隱
」・
卷
十
、
語
録
「
荊
州
所
聞
」・
卷
二
五
「
孫
先
生
春
秋
傳
序
」
の
三
個
所
に
見
ら
れ
る
。「
楊
龜

山
曰
」
が
ど
こ
ま
で
か
か
る
か
が
問
題
と
な
る
が
、「
亦
不
必
如
此
」
の
下
に
述
べ
ら
れ
た
説
が
李
樗
自
身
の
も
の
と
す
る
と
、
そ
の
上

は
す
べ
て
楊
時
の
説
と
と
る
の
が
妥
當
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
こ
れ
は
楊
時
の
詩
解
釋
の
逸
文
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（（
）
同
注
（
（�
）。

（
（（
）
李
樗
は
、
こ
の
よ
う
に
詠
う
詩
人
が
ど
の
よ
う
な
心
情
な
の
か
を
説
明
し
て
は
い
な
い
。
淸
・
翁
方
綱
は
李
樗
の
説
を
敷
衍
し
て
、
亡

國
の
悲
哀
に
打
ち
の
め
さ
れ
て
あ
て
ど
も
な
く
さ
ま
よ
っ
て
い
る
樣
が
、
詩
人
の
思
い
を
知
ら
な
い
人
物
に
は
不
審
な
振
る
舞
い
に
思
わ

れ
た
の
で
、
こ
の
よ
う
に
問
い
か
け
ら
れ
た
の
だ
と
説
明
す
る
（『
詩
附
記
』
卷
二
、
伯
克
莱
加
州
大
學
東
亞
圖
書
館
編
『
翁
方
綱
經
學

手
稿
五
種
』
第
三
種
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
六
、
八
六
頁
）。

（
（（
）『
詩
補
傳
』
卷
六
、
七
三
頁
。

（
（（
）
南
宋
・
王
質
も
、
范
處
義
と
同
趣
旨
の
解
釋
を
し
て
い
る
。

當
時
、
東
周
に
仕
え
忠
義
の
心
を
胸
に
抱
い
た
士
が
、
自
分
の
仕
え
る
主
で
あ
る
周
王
を
舊
都
宗
周
に
連
れ
歸
り
た
い
と
の
思
い

を
持
っ
て
、
陳
と
秦
の
宮
廷
に
や
っ
て
き
た
。
あ
る
い
は
王
室
を
尊
ぶ
べ
き
こ
と
を
説
い
て
諸
侯
を
牽
制
す
る
言
葉
を
述
べ
た

…
…
た
だ
心
に
祕
め
た
憂
い
は
明
ら
か
に
し
が
た
い
の
で
、
理
解
し
て
く
れ
な
い
の
は
い
っ
た
い
何
者
だ
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は

私
の
仲
閒
と
す
る
に
足
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
告
げ
た
の
で
あ
る
（
當
時
東
周
懷
忠
抱
義
之
士
來
陳
秦
庭
以
奉
今
主
歸
舊
都
爲

意
。
或
以
尊
王
室
制
諸
侯
爲
辭
…
…
徒
隱
憂
難
明
、
告
以
不
知
者
爲
何
人
、
此
等
人
非
我
輩
人
也
（『
詩
總
聞
』
卷
四
、
詩
經
要
籍

集
成
（
、
三
七
四
頁
）

（
（（
）『
朱
子
語
類
』
卷
八
十
、
詩
一
、
綱
領
（
理
學
叢
書
、
中
華
書
局
排
印
本
、
第
六
册
二
〇
六
五
頁
）。

（
（（
）
同
右
二
〇
七
四
頁
。

（
（（
）「
放
鵰
」
の
語
、
各
種
辭
典
類
に
は
採
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
同
音
の
「
放
刁
」
の
音
通
と
考
え
て
解
釋
し
た
。
南
宋
・
王
質

『
詩
總
聞
』
卷
五
、
齊
風
「
東
方
未
明
」
に
、「
此
必
是
醉
亂
之
中
、
偶
有
徵
召
之
命
。
而
以
非
時
召
臣
咎
其
君
、
以
逞
狂
駭
人
罪
其
使
。

…
…
俗
所
謂
放
鵰
者
也
。
既
挾
持
其
君
、
又
挾
持
其
將
命
之
人
…
…
此
臣
當
是
狡
腸
凶
德
者
也
」
と
言
う
の
が
參
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
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（
（0
）
同
右
二
〇
七
六
頁
。

（
（�
）
檀
作
文
『
朱
熹
詩
經
學
研
究
』（
學
苑
出
版
社
、
二
〇
〇
三
）、
鄒
其
昌
『
朱
熹
詩
經
詮
釋
學
美
學
研
究
』（
商
務
印
書
館
、
二
〇
〇
四
）、

莫
礪
鋒
『
朱
熹
文
學
研
究
』
第
五
章
「
朱
熹
的
詩
經
學
」（
南
京
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
）。

（
（（
）
同
右
卷
八
十
一
、
詩
二
、
九
罭
、
二
一
一
五
頁
。

（
（（
）『
詩
序
辨
説
』
衞
風
「
考
槃
」（『
朱
子
全
書
』
第
一
册
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
二
、
三
六
七
頁
）。
本
詩
に
對
す
る
朱
熹
の
解
釋
は
、

拙
稿
「
國
を
捨
て
新
天
地
を
め
ざ
す
の
は
不
義
か
？

─
詩
經
解
釋
に
込
め
ら
れ
た
國
家
へ
の
歸
屬
意
識
の
變
遷

─
」（『
表
象
文
化
に

關
す
る
融
合
研
究
』、
平
成
十
二
年
度
～
平
成
十
六
年
度
私
立
大
學
學
術
研
究
高
度
化
推
進
事
業
〔
學
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
推
進
事
業
〕
研

究
成
果
報
告
書
、
第
四
卷
「
融
合
研
究
」、
二
〇
〇
五
年
三
月
）
を
參
照
の
こ
と
。

（
（（
）『
毛
詩
正
義
』
八
五
四
頁
上
段
。

（
（（
）
蘇
轍
『
詩
集
傳
』
卷
十
一
、
一
〇
八
頁
上
段
。

（
（（
）『
詩
緝
』
巻
三
、
五
九
頁
。

（
（（
）「『
不
平
の
鳴
』
に
對
す
る
反
駁
と
修
正
と
し
て
、
宋
人
は
、『
自
持
』
と
い
う
新
た
な
觀
點
を
提
起
し
た
。
…
…
詩
と
い
う
も
の
は
、
情

感
が
『
平
靜
で
な
い
』
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
、『
そ
の
心
の
中
に
動
搖
す
る
も
の
が
な
い
』
と
い
う
と
こ

ろ
に
基
づ
く
。
こ
れ
が
宋
儒
の
典
型
的
な
考
え
方
で
あ
る
…
…
こ
れ
を
、
唐
儒
の
代
表
で
あ
る
孔
穎
達
が
『
毛
詩
正
義
』〔
毛
詩
大
序
『
正

義
』〕
の
中
で
言
及
し
た
、
詩
と
は
『
心
志
の
憤
懣
を
舒
ぶ
る
所
以
』
で
あ
り
、『
物
に
感
じ
て
動
』
き
、『
悅
豫
の
志
』
や
『
憂
愁
の

志
』
を
『
言
う
』
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
と
比
べ
る
な
ら
ば
、
き
わ
め
て
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
作
爲
對
「
不
平
之
鳴
」

的
反
駁
和
補
救
、
宋
人
提
出
「
自
持
」
的
新
觀
點
…
…
詩
之
并
非
出
於
情
感
的
「
不
平
」、
而
是
基
於
「
無
所
動
於
其
心
」。
這
是
宋
儒
的

典
型
看
法
…
…
這
與
唐
儒
代
表
孔
穎
達
在
《
毛
詩
正
義
》
裏
所
談
詩
「
所
以
舒
心
志
憤
懣
」、「
感
物
而
動
」、「
言
悅
豫
之
志
」、「
憂
愁
之

志
」
相
較
、
顯
然
形
同
胡
越
）」（『
宋
代
詩
學
通
論
』
甲
編
「
詩
道
篇
」、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
七
、
六
一
頁
）。

（
（（
）「
宋
代
に
起
こ
っ
た
文
字
の
獄
は
、
…
…
詩
を
作
る
者
と
詩
を
解
釋
す
る
者
と
の
閒
で
詩
が
有
す
る
政
治
的
な
役
割
に
つ
い
て
認
識
が
一

致
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
側
面
か
ら
説
明
し
て
い
る
。
諷
諌
が
一
旦
埒
を
超
え
た
な
ら
ば
誹
謗
中
傷
と
な
り
、
そ
れ
を
言
っ
た
者
は
罪
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あ
り
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
宋
代
の
文
字
の
獄
が
仁
宗
慶
暦
の
後
に
出
現
し
政
敎
を
主
張
す
る
詩
論
の
強
化
と
歩
み
を
同
じ
く

し
た
と
い
う
の
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
（
文
字
獄
…
…
從
側
面
說
明
作
詩
者
和
解
詩
者
對
詩
的
政
治
功
能
的
理
解
是
一
致

的
。
諷
諫
一
旦
越
界
成
爲
譏
刺
訕
謗
、
言
之
者
也
就
有
罪
了
。
宋
代
的
文
字
獄
出
現
於
仁
宗
慶
曆
之
後
、
與
政
敎
詩
論
的
強
化
正
好
同
步
、

這
決
非
偶
然
）」（
同
右
、
三
九
頁
）。

（
（（
）
同
右
、
四
〇
頁
。

（
（0
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
二
〇
〇
五
・
五
を
參
照
の
こ
と
。

（
（�
）
前
掲
拙
稿
、
二
〇
〇
九
・
十
二
參
照
。

（
（（
）
注
（
（�
）
參
照
。

（
（（
）
檀
作
文
前
掲
書
第
四
章
「
理
學
思
想
與
朱
熹
詩
經
學
之
關
係
」。

（
（（
）
拙
稿
「
イ
ナ
ゴ
は
ど
う
し
て
嫉
妬
し
な
い
の
か
？

─
詩
經
解
釋
學
史
點
描

─
」（
慶
應
義
塾
大
學
日
吉
紀
要
『
言
語
・
文
化
・
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』
第
三
五
號
、
二
〇
〇
五
年
九
月
）。

（
（（
）
朱
熹
『
詩
集
傳
』
卷
四
（
國
學
要
籍
叢
刊
之
五
、
臺
灣
、
學
生
書
局
、
一
九
七
〇
、
一
七
一
頁
）。

（
（（
）『
詩
緝
』
卷
七
、
一
〇
三
頁
。

（
（（
）『
詩
補
傳
』
卷
一
八
、
一
七
八
頁
。
范
處
義
は
、
本
文
で
擧
げ
た
他
に
も
、「
於
是
作
此
詩
之
大
夫
既
歸
過
於
其
長
、
謂
離
居
而
去
、
不

任
國
事
、
莫
知
我
勞
勩
。
又
追
咎
當
時
三
公
及
其
餘
大
夫
、
莫
肯
夙
夜
無
在
公
之
節
〔
第
二
章
〕」「
此
章
上
則
追
咎
幽
王
爲
惡
不
悛
〔
第

三
章
〕」
と
本
詩
が
「
追
咎
」
の
た
め
の
作
だ
と
指
摘
す
る
。

（
（（
）『
詩
毛
氏
傳
疏
』
卷
二
五
（
北
京
中
國
書
店
、
據
漱
芳
齋
咸
豐
元
年
〔
一
八
五
一
〕
版
影
印
本
）。

（
（（
）『
詩
毛
氏
傳
疏
』「
賓
之
初
筵
」
に
お
い
て
も
、「
入
入
相
也
。
武
公
入
相
在
周
平
王
之
世
、
是
詩
爲
追
刺
幽
王
而
作
」
と
言
い
、
本
詩
が

追
刺
詩
で
あ
る
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、『
正
義
』
に
は
そ
の
よ
う
な
説
は
な
い
ば
か
り
か
、
小
序
も
「
賓
之
初
筵
、
衞

武
公
刺
時
也
。
幽
王
荒
廢
、
媟
近
小
人
、
飮
酒
無
度
、
天
下
化
之
、
君
臣
上
下
沉
湎
淫
液
。
武
公
既
入
而
作
是
詩
也
」
と
言
い
、「
當
時

の
時
世
を
刺
る
（
刺
時
）」「
武
公
は
朝
廷
に
入
っ
た
後
で
こ
の
詩
を
作
っ
た
（
武
公
既
入
而
作
是
詩
也
）」
と
い
う
言
葉
に
表
れ
て
い
る
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よ
う
に
、
や
は
り
こ
の
詩
を
武
公
が
自
分
が
體
驗
し
て
い
る
事
柄
を
詠
っ
た
詩
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
陳
奐
の
説
は
、
こ
の
小
序
に

も
從
わ
ず
に
立
て
ら
れ
た
と
い
う
點
で
獨
自
性
の
高
い
も
の
で
あ
る
。

補
記

　

本
稿
入
稿
後
、
馮
浩
菲
『
歴
代
詩
經
論
説
述
評
』（
二
〇
〇
三
、
中
華
書
局
）
を
讀
み
、
第
七
章
「
關
於
《
國
風
》」
三
「
王
風
論
」
に
お
い

て
、
清
・
魏
源
『
詩
古
微
』
の
説
を
檢
證
批
判
す
る
形
で
、「
抑
」
に
つ
い
て
詳
細
な
考
證
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
本
稿
の
關
心

と
は
直
接
關
わ
ら
な
い
が
、
し
か
し
「
抑
」
の
作
詩
の
事
情
に
つ
い
て
の
解
釋
史
を
考
え
る
上
で
參
考
に
な
る
。
特
に
、
前
稿
に
お
い
て
筆
者

が
提
示
し
た
、『
國
語
』「
楚
語
」
を
韋
昭
注
に
從
わ
ず
に
讀
ん
だ
場
合
、「
懿
」
が
「
戒
」
と
い
う
文
體
の
文
章
と
な
る
と
い
う
説
は
、
す
で

に
淸
・
方
玉
潤
『
詩
經
原
始
』、
姚
際
恆
『
詩
經
通
論
』
に
あ
る
こ
と
を
、
氏
の
議
論
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
に
記
し
て
前
稿

の
付
注
と
す
る
。


