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深
讀
み
の
手
法

─
程
頤
の
詩
經
解
釋
の
志
向
性
と
そ
の
宋
代
詩
經
學
史
に
お
け
る
位
置

─
種
村
和
史

Ⅰ　

は
じ
め
に

　

程
頤
先
生
の
詩
經
解
釋
は
、
あ
ま
り
に
も
多
く
の
意
味
を
詩
篇
か
ら
引
き
出
そ
う
と
す
る
。
詩
經
の
詩
人
の
作
詩
の
態
度
は
平

易
な
も
の
で
あ
り
、
恐
ら
く
は
先
生
が
考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
（
程
先
生
詩
傳
取
義
太
多
。
詩

人
平
易
。
恐
不
如
此）

1
（

）

　

南
宋
の
朱
熹
が
、
北
宋
の
理
學
者
程
頤
の
詩
經
解
釋
の
態
度
と
方
法
の
本
質
的
な
問
題
點
を
道
破
し
た
言
葉
で
あ
る
。
宋
代
理
學
の

大
成
者
で
あ
る
朱
熹
は
程
顥
・
程
頤
兄
弟
に
深
く
私
淑
し
た
が
、
し
か
し
そ
の
詩
經
學
に
は
贊
同
せ
ず
、
程
頤
の
解
釋
が
深
讀
み
に
過
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ぎ
る
こ
と
を
批
判
し
、
よ
り
平
明
な
解
釋
を
求
め
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
程
頤
の
詩
經
學
は
、
反
面
敎
師
の
役
割

を
果
た
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
朱
熹
の
評
價
は
定
說
と
な
り
、
程
頤
の
詩
經
解
釋
を
ま
と
め
た
「
詩
解）

2
（

」（
以
下
、「
程
解
」

と
略
稱
）
は
、
北
宋
詩
經
學
の
い
わ
ば
徒
花
と
し
て
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
も
は
や
稀
な
著
述
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
著
述
に
關

す
る
研
究
も
少
な
い）

�
（

。

　

し
か
し
、
定
評
は
ど
う
あ
れ
、
ま
た
現
代
の
我
々
が
詩
經
を
理
解
す
る
た
め
に
ど
れ
だ
け
參
考
に
な
る
か
は
し
ば
ら
く
措
き
、
程
頤

と
い
う
、
時
代
の
學
術
を
牽
引
し
た
人
物
の
詩
經
學
が
、
ど
の
よ
う
な
解
釋
理
念
と
方
法
論
と
を
持
っ
て
い
る
か
、
ま
た
そ
れ
が
詩
經

に
對
す
る
ど
の
よ
う
な
認
識
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
は
な
お
ざ
り
に
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
そ
れ
が
結
局
は
時
代
の

徒
花
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
宋
代
詩
經
學
の
形
成
期
に
お
け
る
そ
の
學
術
的
挑
戰
は
、
當
時
の
詩
經
學
者

た
ち
が
何
を
志
向
し
、
ど
の
よ
う
な
模
索
の
過
程
を
經
な
が
ら
新
時
代
の
詩
經
學
を
構
築
し
て
い
っ
た
か
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
材

料
を
提
供
し
て
く
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
程
頤
の
詩
經
學
は
と
か
く
孤
立
的
な
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
は

た
し
て
本
當
に
そ
う
で
あ
る
か
否
か
は
や
は
り
檢
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
程
頤
の
詩
經
學
が
先
行
の
詩
經
學
と
、
あ
る

い
は
同
時
代
の
學
者
の
詩
經
學
と
ど
の
よ
う
な
關
係
を
有
し
て
い
る
か
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
詩
經
學
史
に
お
い
て
普
遍
的
な
も
の
と

は
何
か
、
特
殊
性
と
は
何
か
と
い
う
問
題
を
考
え
る
上
で
、
貴
重
な
ヒ
ン
ト
を
與
え
て
く
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
立
ち
、「
程
解
」
に
見
え
る
詩
篇
解
釋
が
ど
の
よ
う
な
思
惟
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
て
い
る

か
、
通
時
的
・
共
時
的
雙
方
の
視
點
か
ら
他
の
學
者
の
說
と
比
較
し
な
が
ら
考
察
し
て
い
き
た
い
。
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深讀みの手法

Ⅱ　

程
頤
の
詩
經
解
釋
の
志
向
性
─
「
皇
矣
」
を
例
に

─

　

朱
熹
が
「
義
を
取
る
こ
と
太は

な
は

だ
多
し
」
と
評
す
る
程
頤
の
解
釋
と
は
、
具
體
的
に
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
實

例
に
基
づ
い
て
、
程
頤
の
詩
經
解
釋
の
特
徴
を
抽
出
し
、
そ
こ
か
ら
彼
の
學
術
的
な
志
向
性
を
探
っ
て
い
き
た
い
。
考
察
の
素
材
と
し

て
取
り
上
げ
る
の
が
、
大
雅
「
皇
矣
」
の
解
釋
で
あ
る
。
こ
の
詩
の
、
と
り
わ
け
そ
の
第
二
章
の
程
頤
の
解
釋
に
は
、
他
の
學
者
と
の

際
だ
っ
た
差
異
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
本
章
の
全
文
を
掲
げ
る
。

作
之
屏
之　
　

之
を
作お

こ

し
之
を
屏は

ら

ふ　

其
菑
其
翳　
　

其
れ

菑
た
ち
が
れ
し
き

其
れ
翳

た
お
れ
し
き

脩
之
平
之　
　

之
を
脩お

さ

め
之
を
平た

い

ら
か
に
す

其
灌
其
栵　
　

其
れ

灌
む
ら
し
げ
る
き

其
れ

栵

つ
ら
な
れ
る
き

啟
之
辟
之　
　

之
を
啟ひ

ら

き
之
を
辟ひ

ら

く

其
檉
其
椐　
　

其
れ

檉
カ
ワ
ラ
ヤ
ナ
ギ

其
れ
椐

ヘ
ミ
ノ
キ

攘
之
剔
之　
　

之
を
攘は

ら

ひ
之
を
剔き

る

其
檿
其
柘　
　

其
れ
檿

ヤ
マ
グ
ワ

其
れ
柘

ヤ
マ
グ
ワ

帝
遷
明
德　
　

帝　

明
德
に
遷う

つ

る

串
夷
載
路　
　

串し
た
が	

ひ
夷

た
い
ら
か

な
る
こ
と
載す

な
わ

ち
路

み
ち
に
み

つ
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天
立
厥
配　
　

天　

厥そ

の
配
を
立
つ　

受
命
既
固　
　

命
を
受
く
る
こ
と
既
に
固
し）

�
（

　

本
章
を
唐
・
孔
穎
達
等
『
毛
詩
正
義）

5
（

』（
以
下
、『
正
義
』
と
略
稱
）
は
次
の
よ
う
に
解
說
す
る
。

　

毛
公
は
次
の
よ
う
に
解
釋
す
る
。
天
は
文
王
を
心
に
掛
け
彼
に
居
住
の
地
を
與
え
た
。
そ
こ
で
四
方
の
民
は
大
い
に
彼
に
歸
服

し
そ
の
も
と
に
集
ま
っ
た
。
周
の
地
は
狹
く
險
し
く
、
樹
木
が
と
り
わ
け
多
く
生
え
て
い
た
。
人
々
は
競
っ
て
相
と
も
に
そ
れ
ら

を
伐
採
し
、
田
畑
や
居
宅
を
作
っ
た
…
…
天
帝
が
文
王
の
明
德
の
も
と
に
遷
っ
て
寄
り
添
い
彼
を
心
に
掛
け
た
の
は
、
そ
の
家
が

代
々
常
な
る
道
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
り
、
故
に
彼
は
こ
の
大
い
な
る
位
に
居
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
天
は
彼

を
心
に
掛
け
寄
り
添
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
彼
の
た
め
に
賢
女
を
生
み
妃
に
立
て
て
、
彼
を
補
佐
し
手
助
け
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

内
に
賢
明
な
妃
の
助
け
を
得
た
の
で
、
彼
が
天
命
を
受
け
た
道
は
も
は
や
堅
固
な
も
の
と
な
っ
た
。
天
の
助
け
は
昔
か
ら
あ
っ
た

の
で
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
こ
と
を
言
う
（
毛
以
爲
天
顧
文
王
而
與
之
居
。
於
是
四
方
之
民
大
歸
往
之
。
周
地
險
隘
樹
木

尢
多
。
競
共
刊
除
以
爲
田
宅
…
…
帝
所
以
徙
就
文
王
之
明
德
而
顧
之
者
、
以
其
世
世
習
於
常
道
則
得
居
是
大
位
也
。
天
既
顧
而
就

之
、
又
爲
生
賢
女
立
之
以
爲
妃
、
令
當
佐
助
之
。
內
有
賢
妃
之
助
、
其
受
命
之
道
既
堅
固
也
。
言
天
助
自
遠
、
非
始
於
今
也
）

　

漢
唐
の
詩
經
學
は
、
本
章
に
は
文
王
の
も
と
に
集
ま
っ
た
民
が
周
の
土
地
を
開
拓
し
、
文
王
が
天
下
の
主
と
し
て
の
實
力
を
固
め
て

い
っ
た
こ
と
が
詠
わ
れ
て
い
る
と
考
え
、
ま
た
「
天　

厥そ

の
配
を
立
つ
」
の
「
厥そ

の
配
」
を
文
王
の
妃
太
姒
の
こ
と
と
と
る
。「
天
助

は
遠
き
自よ

り
し
今
に
始
ま
る
に
非
ず
」
と
は
言
う
も
の
の
、
詩
句
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
一
章
全
體
が
文
王
の
事
蹟
に
關
わ
る
と



1�

深讀みの手法

考
え
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
朱
熹
『
詩
集
傳）

6
（

』（
以
下
、『
集
傳
』
と
略
稱
）
は
、
本
章
を
文
王
の
祖
父
大
王
が
岐
周
に
移
り
住
み
そ
の
地
を
開
拓
し
た
こ

と
を
詠
っ
た
も
の
と
考
え）

�
（

、「
厥そ

の
配
」
を
大
王
の
妃
大
姜
の
こ
と
と
と
る）

8
（

。
こ
の
說
は
、
程
頤
と
同
時
代
の
蘇
轍
が
『
詩
集
傳）

�
（

』（
以

下
、『
蘇
傳
』
と
略
稱
す
る
）
に
お
い
て
す
で
に
唱
え
て
い
る
の
で）
1（
（

、
朱
熹
は
そ
れ
を
繼
承
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

漢
唐
詩
經
學
と
朱
熹
の
解
釋
は
、
詠
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
時
代
こ
そ
異
な
る
が
、
い
ず
れ
も
本
章
前
半
の
詩
句
を
、
周
の
君
主
に

率
い
ら
れ
た
民
眾
が
周
の
地
を
開
拓
す
る
樣
子
を
詠
っ
た
も
の
と
と
る
點
で
共
通
し
て
い
る
。
實
際
に
起
こ
っ
た
あ
る
具
體
的
な
出
來

事
を
敍
述
し
た
「
賦
」
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
と
比
較
す
る
と
、
程
頤
の
解
釋
は
異
色
で
あ
る
。

　

前
章
で
は
、
天
命
が
周
に
歸
し
た
こ
と
が
詠
わ
れ
た
。
本
章
で
は
、
そ
れ
（
＝
周

─
筆
者
が
文
脈
よ
り
判
斷
し
た
。
以
下
同

じ
）
が
中
國
の
西
方
に
居
住
し
て
興
し
た
事
業
に
つ
い
て
言
う
（
上
章
之
末
言
天
命
歸
周
、
此
言
其
居
西
土
所
興
之
業
）

　

程
頤
は
、
本
章
に
は
天
命
を
受
け
た
周
が
西
方
に
お
い
て
德
治
の
實
績
を
蓄
積
し
徐
々
に
實
績
を
積
み
上
げ
て
い
っ
た
こ
と
が
詠
わ

れ
て
い
る
と
解
釋
す
る
。
こ
こ
で
、
敍
述
の
對
象
を
「
周
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
特
定
の
王
の
事
蹟

─
す
な
わ
ち

特
定
の
歷
史
的
時
點
に
お
け
る
具
體
的
な
出
來
事

─
を
敍
述
し
た
も
の
と
は
考
え
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
ま
た
次
の
よ
う
に
も
言
う
。

　
「
天　

厥そ

の
配
を
立
つ
、
命
を
受
く
る
こ
と
既
に
固
し
」
と
は
、
天
は
そ
の
（
＝
周
の
）
德
が
天
に
配な

ら

ぶ
ほ
ど
で
あ
っ
た
の
で
、

そ
の
（
＝
周
の
）
君
主
を
立
て
天
下
の
王
と
し
た
、
だ
か
ら
そ
れ
（
＝
周
）
が
天
命
を
受
け
た
こ
と
は
堅
固
で
變
え
る
こ
と
が
で
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き
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
う
。
天
命
が
つ
い
に
そ
れ
（
＝
周
）
に
歸
し
た
の
だ
か
ら
必
ず
や
王
業
を
成
し
遂
げ
る
で
あ
ろ
う
こ
と

を
言
う
（
天
立
厥
配
、
受
命
既
固
、
言
天
以
其
德
之
配
天
、
而
立
之
使
王
、
則
其
受
命
堅
固
而
不
易
也
。
言
天
命
終
歸
之
、
必
成

王
業
也
）

　

程
頤
は
「
厥そ

の
配
を
立
つ
」
を
、
周
の
德
が
天
の
德
に
竝
ぶ
ほ
ど
で
あ
る
こ
と
を
言
う
と
解
釋
す
る
。「
配
」
を
特
定
の
王
の
妃
と

い
う
意
味
で
は
と
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
程
頤
は
本
章
の
樹
木
を
伐
採
し
土
地
を
開
拓
す
る
樣
子
を
詠
っ
た
詩
句
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

そ
れ
（
＝
周
）
が
惡
を
取
り
除
き
善
を
養
い
、
そ
の
人
民
を
生
み
憩
わ
せ
た
こ
と
を
、
す
べ
て
材
木
を
養
い
治
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
興
し
た
…
…
〔「
之
を
作お

こ

し
之
を
屏は

ら

ふ
、
其
れ

菑
た
ち
が
れ
し
き

其
れ
翳

た
お
れ
し
き

」
と
言
う
の
は
〕
そ
も
そ
も
人
閒
は
惡
事
を
行
っ
て
自
ら

滅
び
る
の
で
、
故
に
自
然
に
枯
死
し
た
木
に
よ
っ
て
興
し
た
…
…
〔「
之
を
脩お

さ

め
之
を
平た

い

ら
か
に
す
、
其
れ

灌
む
ら
し
げ
る
き　

其
れ

栵

つ
ら
な
れ
る
き

」
と
言
い
〕
樹
木
が
群
落
を
な
し
て
生
え
て
い
た
り
、
列
を
な
し
て
生
え
て
い
る
の
に
き
ち
ん
と
手
を
入
れ
、
粗
密
を
均

等
に
し
列
を
眞
っ
直
ぐ
に
す
る
と
言
う
の
は
、
人
民
を
平
ら
げ
治
め
、
相
應
し
い
狀
態
に
置
く
こ
と
を
言
う
。「
之
を
啟ひ

ら

き
之
を

辟ひ
ら

く
」
と
言
う
の
は
…
…
伐き

り
拂
い
取
り
除
い
た
後
に
繁
茂
す
る
と
い
う
の
は
、
民
を
養
う
こ
と
を
興
す
る
。
上
の
四
句
は
取
り

除
く
べ
き
物
と
行
列
さ
せ
る
べ
き
こ
と
を
言
う
の
み
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
句
の
「
檉
椐
」
と
言
う
に
至
っ
て
、
は
じ
め
て
民
を
興

す
る
の
で
あ
る
。「

檉
カ
ワ
ラ
ヤ
ナ
ギ

」「
椐

ヘ
ミ
ノ
キ

」
の
二
種
類
の
木
は
よ
く
見
か
け
る
木
で
、
大
變
多
い
物
な
の
で
、
民
を
興
す
る
。「
之
を

攘は
ら

ひ
之
を
剔き

る
」
と
言
う
の
は
、
そ
の
煩
雜
で
無
駄
に
茂
り
す
ぎ
て
い
る
部
分
を
取
り
除
き
、
成
長
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

「
檿

ヤ
マ
グ
ワ

」「
柘

ヤ
マ
グ
ワ

」
は
實
用
に
供
す
べ
き
木
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
賢
明
で
才
能
あ
る
者
を
養
い
育
て
る
こ
と
を
興
す
る
（
其
去
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惡
養
善
、
生
息
其
人
民
、
皆
以
養
治
材
木
爲
興
。
…
…
夫
人
之
爲
惡
以
自
亡
、
故
以
自
死
之
木
興
之
。
…
…
謂
修
治
其
叢
列
、
使

疏
密
正
直
得
其
宜
、
此
興
平
治
民
物
、
各
得
其
宜
也
。
啟
之
辟
之
…
…
必
芟
除
而
後
茂
盛
、
此
興
養
民
也
。
上
四
句
止
言
所
當
去

者
及
行
列
、
至
此
言
檉
椐
、
乃
興
民
也
。
二
木
、
常
木
、
眾
多
者
、
故
以
興
民
。
攘
之
剔
之
、
謂
穿
剔
去
其
繁
冗
、
使
成
長
也
。

檿
柘
、
待
用
之
木
、
以
興
養
育
賢
才
也
）

　

本
章
で
詠
わ
れ
る
樹
木
の
伐
採
の
樣
子
を
實
事
と
は
せ
ず
、
周
が
西
方
に
あ
っ
て
德
に
よ
っ
て
民
を
治
め
養
う
樣
を
喩
え
た
比
喩
と

捉
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
程
頤
の
本
章
に
つ
い
て
の
解
釋
は
、
周
王
朝
の
興
隆
の
樣
子
を
比
喩
に
よ
っ
て
描
き
出
し
て
い
る
と

捉
え
る
點
で
、
漢
唐
詩
經
學
お
よ
び
蘇
轍
・
朱
熹
の
解
釋
に
比
較
し
て
詩
句
の
内
容
の
抽
象
性
が
高
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
意
味
を

引
き
出
す
手
續
き
が
複
雜
で
あ
り
、
朱
熹
が
こ
の
說
を
受
け
繼
が
ず
實
事
と
し
て
解
釋
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
こ
れ
を
朱
熹

の
批
判
す
る
「
義
を
取
る
こ
と
太は

な
は

だ
多
」
い
解
釋
の
例
と
見
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
な
ぜ
程
頤
は
本
章
を
實
事
か
ら
離
れ
た
抽
象
的
な
敍
述
で
あ
る
と
解
釋
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
、
本
詩
の
構

成
に
對
す
る
程
頤
の
考
え
方
と
い
う
點
に
着
目
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

　

本
詩
は
、
全
八
章
か
ら
な
る
が
、
本
章
に
續
く
第
三
・
四
章
で
は
、

帝
作
邦
作
對　
　

帝	

邦
を
作な

し
對
を
作
す

自
大
伯
王
季　
　

大
伯
王
季
自よ

り
す	

［
第
三
章
］

と
あ
り
、
文
王
の
父
王
季
の
德
治

─
お
よ
び
そ
の
兄
太
伯
が
王
季
に
位
を
讓
っ
た
美
擧

─
を
讃
美
す
る
内
容
が
詠
わ
れ
て
お
り
、
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續
く
第
五
章
以
下
で
は
、
文
王
の
聖
德
が
こ
と
ほ
が
れ
て
い
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
漢
唐
の
詩
經
學
で
は
第
二
章
を
文
王
の
事
跡
を

詠
っ
た
も
の
と
捉
え
る
の
で
、
彼
等
の
考
え
る
本
詩
の
構
成
は
、

第
一）
11
（

・
二
章　
　

文
王

第
三
・
四
章　
　

王
季
（
お
よ
び
太
伯
）

第
五
章
以
下　
　

文
王

と
言
う
こ
と
に
な
り
、
敍
述
の
流
れ
に
錯
綜
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
程
頤
が
漢
唐
詩
經
學
の
說
に
從
わ
な
か
っ
た
の
は
こ
の
點
を
問

題
視
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
單
に
詩
の
敍
述
の
流
れ
を
整
序
化
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
で
あ
れ
ば
、
程
頤
の
同
時
代

人
蘇
轍
が
提
出
し
朱
熹
が
受
け
繼
い
だ
よ
う
に
、
本
章
を
文
王
の
祖
父
大
王
を
詠
っ
た
も
の
と
捉
え
、
本
詩
を
大
王

─
太
伯
・
王
季

─
文
王
と
い
う
周
王
朝
の
草
創
期
の
三
代
の
事
蹟
を
敍
述
し
た
作
品
と
解
釋
す
る）
12
（

方
法
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
程
頤
は
な
ぜ
、
本

章
を
特
定
の
人
物
の
實
事
と
捉
え
ず
、
周
の
代
々
の
治
世
を
包
括
的
に
描
い
た
も
の
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
程
頤
は
、
本
詩
の
主
旨

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

こ
の
詩
は
、
周
の
家
が
王
業
を
興
し
た
所
以
を
褒
め
稱
え
た
も
の
で
あ
る
…
…
こ
の
詩
の
主
旨
は
、
王
季
を
褒
め
稱
え
る
こ
と

に
あ
る
。
最
後
に
王
業
が
成
就
し
た
こ
と
を
言
い
、
盛
ん
に
文
王
の
事
蹟
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
（
此
詩
美
周
家
所
以
興
王
業

…
…
此
詩
主
意
、
在
美
王
季
。
終
言
王
業
之
成
、
而
盛
述
文
王
之
事
）

　

こ
の
詩
の
本
當
に
言
わ
ん
と
す
る
の
は
、
王
季
を
褒
め
稱
え
る
こ
と
に
あ
る
。
だ
か
ら
、
詩
中
で
太
伯
が
王
季
に
君
主
の
位
を

讓
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
も
、
そ
れ
は
み
な
王
季
〔
が
天
性
そ
の
兄
を
愛
し
親
し
ん
だ
た
め
に
、
太
伯
は
彼
を
賢
者
と
認
め
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た
こ
と
〕
に
よ
る
の
で
あ
る
。
下
の
章
で
文
王
の
事
蹟
を
詠
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
ま
た
本
を
た
ど
れ
ば
王
季
の
德
業
の
た
ま
も

の
な
の
で
あ
る
（
此
詩
本
意
、
在
美
王
季
。
故
其
言
太
伯
之
讓
、
皆
由
王
季
。
下
言
文
王
之
事
、
亦
歸
本
王
季
也
）

　　

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
程
頤
は
本
詩
の
中
心
人
物
は
王
季
で
あ
る
と
考
え
る
。
文
王
に
お
い
て
十
全
に
實
現
さ
れ
る
周
の
世
世

代
代
の
德
治
に
よ
る
興
隆
を
、
そ
の
要
た
る
王
季
の
功
業
を
中
心
に
据
え
て
詠
っ
た
の
が
本
詩
で
あ
る
と
捉
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
彼
の
考
え
か
ら
す
れ
ば
、
第
二
章
で
、
王
季
以
外
の
人
物
に
ス
ポ
ッ
ト
が
當
た
っ
た
な
ら
ば
、
敍
述
の
焦
點
が
擴
散
し
て
し
ま
う

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
、
第
二
章
を
抽
象
的
な
比
喩
と
し
て
解
釋
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
程
頤
が
本
章
を
特

定
の
人
物
の
實
事
と
解
釋
し
な
か
っ
た
の
は
、
本
詩
の
敍
述
の
焦
點
を
明
確
に
し
、
詩
の
内
容
の
凝
集
性
を
高
め
よ
う
と
い
う
動
機
に

發
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

右
の
筆
者
の
說
に
對
し
て
は
、
あ
る
い
は
異
論
が
出
る
か
も
知
れ
な
い

─
か
り
に
、
程
頤
が
本
詩
の
テ
ー
マ
を
王
季
に
對
す
る
讃

美
だ
と
捉
え
、
そ
こ
に
詩
の
敍
述
を
焦
點
化
し
よ
う
と
し
た
の
だ
と
し
て
も
、
な
お
、
第
二
章
を
實
事
と
捉
え
て
い
な
い
こ
と
は
充
分

に
說
明
で
き
な
い
。
第
二
章
を
王
季
の
事
蹟
を
敍
述
し
た
も
の
と
解
釋
す
る
道
も
あ
る
で
は
な
い
か

─
こ
の
よ
う
な
異
論
で
あ
る
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
は
、
本
詩
の
首
章
に
つ
い
て
の
彼
の
解
釋
姿
勢
を
檢
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
本
詩
首
章
に
、

維
此
二
國　
　

維
れ
此
の
二
國

其
政
不
獲　
　

其
の
政　

獲え

ず

維
彼
四
國　
　

維
れ
彼
の
四
國

爰
究
爰
度　
　

爰こ
こ

に
究も

と

め）
1（
（

爰
に
度は

か

る
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と
い
う
語
句
が
あ
る
。
こ
の
中
の
「
二
國
」
が
何
を
指
す
か
に
つ
い
て
は
、
歷
代
議
論
が
あ
っ
た）
1（
（

。
程
頤
は
毛
傳
の
說
に
從
い
、「
二

國
」
が
夏
と
殷
と
い
う
、
周
に
先
立
つ
二
つ
の
王
朝
を
指
し
て
い
る
と
考
え
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
毛
傳
の
解
釋
に
つ
い
て
は
、
つ
と

に
歐
陽
脩
に
よ
る
論
難
が
あ
る
。

　

詩
中
の
「
二
國
」
と
い
う
語
を
、
毛
傳
は
夏
と
殷
と
を
指
す
と
解
釋
し
た
が
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
本
詩
は
文
王
の
こ
と
を
敍

述
し
た
詩
で
あ
る
の
に
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
わ
け
で
遙
か
昔
の
夏
王
朝
の
事
に
言
及
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
ま
た
一
篇
全
體

の
中
に
殷
の
事
を
詠
っ
た
箇
所
も
な
い
。
だ
か
ら
毛
傳
の
說
は
誤
り
で
あ
る
（
詩
謂
二
國
者
、
毛
以
爲
夏
殷
者
非
也
。
且
詩
述
文

王
、
何
因
遠
及
夏
世
、
而
終
篇
無
殷
事
、
則
毛
說
非
也）
1（
（

）

　

歐
陽
脩
は
、
本
詩
が
文
王
の
興
隆
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
周
王
朝
と
關
係
の
な
い
夏
が
問
題
に
な
る
は
ず
も
な
い
し
、
ま
た
、

詩
中
で
殷
の
失
政
に
つ
い
て
の
具
體
的
な
言
及
が
な
い
以
上
、「
二
國
」
を
夏
と
殷
と
と
る
の
は
閒
違
い
だ
と
言
う
。
こ
れ
は
、
詩
の

具
體
的
な
文
脈
と
の
整
合
性
か
ら
毛
說
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

歐
陽
脩
の
指
摘
す
る
毛
傳
の
問
題
點
は
、
漢
唐
の
詩
經
學
者
も
認
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。『
正
義
』
に
毛
傳
を
合
理
化
し
よ
う

と
し
て
次
の
よ
う
な
說
明
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
詩
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
紂
の
こ
と
を
主
と
し
て
い
る
。
紂
の
惡
は
桀
と
同
じ
な
の
で
、
故
に
〔「
桀
」
を
「
紂
」

に
〕
配
し
て
言
っ
た
の
で
あ
る
（
此
詩
之
意
主
於
紂
耳
。
以
紂
惡
同
桀
、
故
配
而
言
之
）
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「
二
國
」
は
、
た
し
か
に
桀
王
の
治
め
る
夏
王
朝
と
紂
王
の
治
め
る
殷
王
朝
と
を
指
す
が
、
言
い
た
い
の
は
殷
の
方
で
、
夏
は
同
じ

暴
虐
の
王
と
い
う
關
係
か
ら
添
え
物
と
し
て
加
え
ら
れ
た
ま
で
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
確
か
に
惡
王
の
代
表
と
し
て

「
桀
紂
」
と
熟
語
化
し
て
言
う
こ
と
は
あ
り
得
よ
う
が
、
詩
で
は
固
有
名
詞
で
は
な
く
「
二
國
」
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
以
上
、

そ
の
う
ち
の
一
國
は
も
う
一
國
の
添
え
物
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
は
充
分
な
說
得
力
を
持
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

を
歐
陽
脩
は
突
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
毛
傳
と
同
樣
に
「
二
國
」
を
夏
と
殷
と
い
う
二
王
朝
の
こ
と
と
解
す
る
程
頤
は
、
歐
陽
脩
の
提
起
し
た
こ
の
問
題
を
ど

の
よ
う
に
解
消
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
〔
天
は
〕
た
だ
た
だ
民
が
安
定
で
き
る
ま
つ
り
ご
と
を
求
め
る
の
で
、
君
主
が
善
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
斷
絶
さ
せ
る
の
で
あ

る
。
彼
の
夏
と
商
の
二
國
は
、
そ
の
政
治
が
よ
ろ
し
き
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
君
主
と
し
て
あ
る
べ
き
道
を
失
っ
た
こ
と

を
言
う
。
そ
こ
で
、
四
方
の
國
の
中
か
ら
有
德
の
君
主
を
求
め
謀
っ
て
、
彼
を
天
下
の
王
た
ら
し
め
た
の
で
あ
る
（
維
求
民
所
定
、

故
君
不
善
則
絕
之
、
如
彼
夏
商
二
國
、
不
得
其
政
、
謂
失
君
道
也
。
則
於
四
方
之
國
、
求
謀
有
德
之
君
、
使
王
天
下
）

　

程
頤
は
、
前
掲
四
句
は
夏
殷
周
三
代
の
歷
史
の
總
括
か
ら
見
出
さ
れ
た
天
の
意
志
を
表
し
た
も
の
と
考
え
る
。
右
の
歐
陽
脩
の
批
判

は
、
四
句
が
文
王
と
い
う
歷
史
的
人
物
を
主
人
公
と
し
そ
の
事
蹟
を
具
體
的
に
敍
述
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
、

毛
傳
の
不
合
理
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
故
に
、
程
頤
の
說
の
よ
う
に
特
定
の
歷
史
的
事
實
に
關
す
る
敍
述
で
は
な
く
歷
史
の
原
理

を
說
明
し
た
も
の
と
と
れ
ば
、
そ
の
批
判
を
無
效
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
程
頤
の
認
識
は
首
章
全
體
を
通
し
て
表
さ
れ
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て
い
る
。

　
「
四
方
を
監
觀
し
、
民
の
莫さ

だ

ま
れ
る
を
求
む
」
と
言
う
の
は
、〔
天
が
〕
民
が
安
定
で
き
る
ま
つ
り
ご
と
を
求
め
る
こ
と
を
言
う
。

こ
れ
は
、
天
は
下
々
の
民
眾
に
佑
助
を
垂
れ
る
も
の
で
あ
り
、
民
の
安
定
を
得
さ
せ
る
た
め
に
、
彼
ら
を
治
め
る
天
子
や
諸
侯
を

立
て
る
の
で
あ
る
こ
と
を
一
般
論
と
し
て
言
う
（
監
觀
四
方
、
求
民
之
莫
、
求
民
所
定
也
。
此
泛
言
天
祐
下
民
、
作
之
君
長
、
使

得
安
定
也
）

　
「
乃
ち
眷け

ん

と
し
て
西
の
か
た
顧
り
み
、
此
れ
惟
れ
宅
を
與あ

た

ふ
」
と
言
う
の
は
、
前
に
天
道
が
こ
の
よ
う
で
あ
る
こ
と
を
一
般
論

と
し
て
述
べ
、
そ
こ
で
民
を
安
定
さ
せ
る
に
足
る
德
を
有
す
る
者
を
求
め
て
、
彼
の
存
在
を
大
き
く
し
て
天
下
の
王
と
す
る
と
言

っ
た
の
で
、
故
に
、
西
方
に
目
を
や
り
周
に
天
下
を
歸
す
る
こ
と
に
し
た
。「
此
れ
惟
れ
宅
を
與
ふ
」
と
言
う
の
は
、
彼
を
西
方

の
土
地
に
居
ら
し
め
て
天
下
の
王
と
し
た
こ
と
を
言
う
（
乃
眷
西
顧
、
此
惟
與
宅
、
上
泛
言
天
道
如
此
、
上
所
云
求
德
可
安
民
者
、

大
而
王
之
、
故
其
眷
西
顧
而
歸
於
周
、
此
維
與
宅
、
謂
使
其
居
西
土
以
王
天
下
也
）

　

こ
こ
で
、
程
頤
が
首
章
の
内
容
を
「
泛
言
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。「
泛
言
」（
ま
た
は
「
汎
言
」
と
も
書
く
）
は
、

詩
中
に
詠
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
具
體
的
な
事
件
や
出
來
事
を
敍
述
し
た
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
世
界
の
原
理
や
人
生
の
敎
訓
と
言
っ
た

抽
象
的
な
内
容
を
一
般
論
的
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
表
す
語
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
詩
が
主
内
容
に
屬
す
る
事
柄
を
具
體

的
に
敍
述
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
具
體
的
な
敍
述
の
中
に
そ
れ
に
關
連
す
る
一
般
的
な
原
理
・
敎
訓
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
構
成
さ
れ
て

い
る
と
い
う
認
識
が
解
釋
者
に
あ
っ
た
こ
と
を
表
す
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
詩
を
構
造
的
に
解
釋
す
る
態
度
の
存
在
を
表
す
も
の
で
あ
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る
。
筆
者
が
先
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
認
識
は
漢
唐
詩
經
學
の
解
釋
に
は
顯
著
に
は
現
れ
ず
、
北
宋
以
後
廣
く
用
い
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た）
1（
（

。
右
の
發
言
か
ら
、
程
頤
が
本
詩
の
構
造
と
そ
の
機
能
に
焦
點
を
當
て
て
解
釋
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
よ
う
な
視
點
か
ら
再
度
彼
の
「
皇
矣
」
解
釋
を
全
體
的
に
見
て
み
る
と
、
第
二
章
の
程
頤
の
解
釋
の
意
圖
が
見
え
て
く
る
。
彼

は
首
章
で
は
、
現
在
の
君
主
が
無
道
で
あ
れ
ば
新
た
な
天
下
の
主
と
す
る
た
め
德
あ
る
者
を
求
め
る
の
が
天
の
意
志
で
あ
り
歷
史
の
原

理
で
あ
る
こ
と
を
說
明
し
、
そ
こ
で
天
に
注
目
さ
れ
た
の
が
周
で
あ
る
と
解
釋
す
る
。
第
二
章
で
は
、
大
王
や
文
王
な
ど
の
特
定
の
君

主
の
事
蹟
で
は
な
く
、
周
の
家
が
代
々
民
を
育
み
憩
わ
せ
人
材
を
育
成
し
て
き
た
こ
と
が
比
喩
を
用
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
解
釋
し

た
。
續
く
三
章
以
下
で
は
、
程
頤
が
本
詩
の
眞
の
主
人
公
と
考
え
る
王
季
の
事
蹟
を
描
く
具
體
的
な
敍
述
に
入
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

解
釋
に
從
え
ば
、
天
の
意
志
と
い
う
一
般
論
を
說
明
し
た
後
、
周
王
朝
と
い
う
家
系
に
焦
點
を
絞
っ
た
首
章
を
承
け
、
第
二
章
で
は
天

の
付
託
を
受
け
た
周
が
着
々
と
天
下
の
君
主
と
な
る
に
相
應
し
い
實
績
を
積
み
上
げ
た
こ
と
が
詠
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
首
章
の

一
般
論
か
ら
三
章
以
下
の
歷
史
的
か
つ
具
體
的
な
敍
述
を
橋
渡
し
す
る
位
置
に
第
二
章
が
置
か
れ
、
周
と
い
う
王
朝
の
こ
と
で
は
あ
る

け
れ
ど
も
、
特
定
の
人
物
の
敍
述
で
は
な
い
、
半
ば
具
體
的
、
半
ば
抽
象
的
な
敍
述
が
展
開
さ
れ
て
い
る
、
と
程
頤
は
本
詩
の
構
成
を

捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釋
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歷
史
的
原
理
か
ら
お
も
む
ろ
に
讀
者
の
視
點
を
主
人
公
に
絞
っ
て

い
く
過
程
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
附
言
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
詩
の
全
體
的
構
成
に
つ
い
て
の
認
識
、
お
よ
び
第
二
章
の
解

釋
姿
勢
に
お
い
て
、
朱
熹
は
程
頤
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
首
章
の
捉
え
方
に
關
し
て
は
程
頤
と
相
似
た
說

を
述
べ
て
い
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。『
集
傳
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

本
詩
は
、
大
王
・
大
伯
・
王
季
の
德
、
お
よ
び
文
王
が
密
と
崇
と
を
征
伐
し
た
こ
と
を
敍
述
す
る
。
こ
の
首
章
で
は
、
ま
ず
天
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が
極
め
て
明
ら
か
に
天
下
に
臨
み
、
た
だ
民
が
安
定
す
る
こ
と
の
み
を
求
め
る
。
彼
の
夏
と
商
の
ま
つ
り
ご
と
は
正
し
き
を
得
な

か
っ
た
の
で
、
天
は
四
方
の
國
々
か
ら
〔
新
た
な
天
下
の
主
を
〕
求
め
探
し
た
。
か
り
に
上
帝
が
天
下
の
主
に
し
よ
う
と
思
っ
た

者
が
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
領
土
の
規
模
を
擴
大
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
天
は
西
方
の
地
を
眺
め
や
り
、
こ
の
岐
周
の
地

を
大
王
に
居
宅
と
し
て
與
え
た
（
此
詩
敘
大
王
、
大
伯
、
王
季
之
德
、
以
及
文
王
伐
密
伐
崇
之
事
也
。
此
其
首
章
先
言
天
之
臨
下

甚
明
、
但
求
民
之
安
定
而
已
。
彼
夏
商
之
政
既
不
得
矣
、
故
求
於
四
方
之
國
。
苟
上
帝
之
所
欲
致
者
、
則
增
大
其
疆
境
之
規
模
。

於
是
乃
眷
然
顧
視
西
土
、
以
此
岐
周
之
地
與
大
王
爲
居
宅
也
）

　

朱
熹
は
、
本
詩
の
題
下
注
に
お
い
て
、「
本
詩
一
・
二
章
は
天
が
太
王
に
命
じ
た
こ
と
を
言
う
（
一
章
二
章
言
天
命
太
王
）」
と
言
っ

て
い
る
が
、
右
の
「
苟
に
上
帝
の
致
さ
ん
と
欲
す
る
所
の
者
」
と
い
う
表
現
は
、
周
の
王
を
特
定
し
て
言
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
天
理

を
一
般
的
に
說
明
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
す
。
す
な
わ
ち
、「
此
の
首
章
は
先
ず
言
ふ
」
か
ら
「
則
ち
其
の
疆
境
の
規
模
を
增
大

す
」
ま
で
は
、
個
別
の
事
象
で
は
な
く
、
天
道
の
原
理
を
說
明
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
朱
熹
が
「
天
が
太
王
に
命

じ
」
た
こ
と
を
言
う
と
す
る
の
は
首
章
十
二
句
の
う
ち
末
二
句
に
つ
い
て
の
み
で
あ
り
、
彼
も
程
頤
と
同
樣
に
前
十
句
は
「
泛
言
」
で

あ
る
と
捉
え
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
す
れ
ば
、
彼
は
程
頤
の
說
を
繼
承
し
て
い
る
こ
と
に
な
る）
1（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
全
體

と
し
て
は
程
頤
の
そ
れ
と
は
異
な
る
朱
熹
の
解
釋
の
中
に
、
程
頤
の
說
を
繼
承
す
る
部
分
が
存
在
す
る
の
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

朱
熹
は
、
Ⅰ
で
紹
介
し
た
よ
う
に
程
頤
の
詩
經
學
に
對
す
る
鋭
い
批
判
を
行
っ
た
が
、
し
か
し
程
頤
の
詩
經
學
を
全
否
定
し
た
わ
け
で

は
な
く
、
む
し
ろ
程
頤
か
ら
學
ん
だ
面
も
あ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
は
、
十
分
な
檢
討
に
値
す
る
問

題
で
あ
る
。

　

以
上
、「
皇
矣
」
の
分
析
を
通
し
て
、
程
頤
の
詩
經
解
釋
の
志
向
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
そ
れ
を
ま
と
め
れ
ば
、
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①　

特
殊
性
の
高
い
（
操
作
性
の
強
い
）
詩
句
解
釋

②　

詩
篇
の
構
造
に
對
す
る
關
心

③　

抽
象
性
の
高
い
解
釋

と
言
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
程
頤
の
詩
經
解
釋
に
は
、
そ
の
語
句
・
詩
句
を
解
釋
す
る
際
に
、
本
例
で
言
え
ば
第
二
章

の
情
景
を
比
喩
と
し
て
解
釋
す
る
點
な
ど
、
解
釋
上
の
特
殊
な
操
作
を
伴
う
も
の
が
多
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
、
抽
象
性
の
高
い
解

釋
を
實
現
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
抽
象
性
の
高
い
解
釋
を
行
う
動
機
の
一
つ
に
、
詩
篇
の
構
造
に
對
す
る
關
心
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

程
頤
は
詩
篇
が
重
層
的
な
構
造
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
、
こ
の
觀
點
か
ら
解
釋
を
進
め
て
い
る
。

　
「
皇
矣
」
解
釋
か
ら
抽
出
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
は
た
し
て
程
頤
の
詩
經
解
釋
全
體
に
當
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ

れ
ら
の
特
徴
は
、
程
頤
に
固
有
の
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
程
頤
の
詩
經
學
は
本
當
に
孤
立
的
な
も
の
で
あ
ろ

う
か
。
先
人
の
詩
經
學
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
た
と
こ
ろ
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
時
代
の
學
術
傾
向
を
反
映
し
た
と
こ
ろ
は
な
い
で
あ

ろ
う
か
。
ま
た
、
後
代
の
詩
經
學
者
に
對
し
て
影
響
を
與
え
た
と
こ
ろ
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
次
章
以
降
で
は
こ
れ
ら
の
點
に
留
意
し

つ
つ
、
他
の
詩
篇
の
解
釋
に
視
野
を
廣
げ
て
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

Ⅲ　

獨
特
な
字
義
訓
釋

　

ま
ず
、
①
の
特
殊
性
の
高
い
詩
句
解
釋
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。「
皇
矣
」
に
お
い
て
は
、
詩
に
凝
集
性
の
高
い
構
成
を
見
出
す

た
め
に
程
頤
が
用
い
た
の
は
、
民
眾
が
樹
木
を
伐
採
す
る
樣
子
を
詠
っ
た
詩
句
を
、
周
王
朝
の
始
祖
た
ち
が
民
を
慈
し
み
育
て
た
こ
と

の
比
喩
と
し
て
讀
み
取
る
と
い
う
解
釋
方
法
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
詩
句
を
比
喩
と
し
て
、
し
か
も
道
德
的
な
比
喩
と
し
て
讀
み
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取
る
の
は
程
頤
の
詩
經
解
釋
の
顯
著
な
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
朱
熹
の
「
義
を
取
る
こ
と
太
だ
多
し
」
と
言
う
批
判
も
、
一
義
的
に
は
、

程
頤
の
比
喩
解
釋
に
見
ら
れ
る
牽
強
附
會
な
說
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
程
頤
の
比
喩
解
釋
に
つ
い
て
は
、
譚
德
興
氏
に
詳
細

な
考
察
が
存
在
す
る）
1（
（

の
で
、
本
稿
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
詳
し
い
檢
討
は
控
え
、
特
殊
な
詩
句
解
釋
を
生
み
出
す
、
今
ひ
と
つ
の

要
因
で
あ
る
字
義
の
訓
釋
に
視
點
を
合
わ
せ
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
程
頤
は
詩
篇
を
解
釋
す
る
際
、
從
來
の
訓
詁
と
異
な
る
獨
自
の

字
義
訓
釋
を
し
ば
し
ば
行
っ
た
。
そ
の
中
に
は
も
ち
ろ
ん
確
た
る
根
據
の
あ
る
場
合
も
あ
る）
1（
（

。
し
か
し
彼
の
字
義
訓
釋
に
は
、
そ
の
よ

う
な
根
據
と
す
べ
き
故
訓
が
見
出
せ
な
い
も
の
も
ま
ま
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
鄘
風
「
蝃
蝀
」
の
首
章
に
、

女
子
有
行　
　
　

女
子　

行み
ち

有
り
て　

遠
父
母
兄
弟　
　

父
母
兄
弟
に
遠
ざ
か
る	

［
箋
］「
行
」
は
道
で
あ
る
。
婦
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
人
に
嫁
ぐ
道
が
あ
る
。
ど
う
し
て
嫁
げ
な
い
こ
と
を
憂
え
て
淫
奔

の
過
ち
を
犯
す
必
要
が
あ
ろ
う
か
（
行
、
道
也
。
婦
人
生
而
有
適
人
之
道
、
何
憂
於
不
嫁
、
而
爲
淫
奔
之
過
乎
）

の
「
遠
」
の
字
は
傳
箋
は
訓
詁
を
示
さ
な
い
が
、『
正
義
』
が
、

　

こ
こ
で
は
、
女
子
に
は
人
に
嫁
ぐ
道
が
あ
り
、
お
の
ず
か
ら
そ
の
父
母
兄
弟
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
道
理
か
ら

言
っ
て
當
然
嫁
ぐ
は
ず
で
あ
る
。
い
っ
た
い
ど
う
し
て
嫁
げ
な
い
こ
と
を
憂
え
て
淫
奔
の
過
ち
を
犯
す
こ
と
が
あ
ろ
う
か
（
言
女

子
有
適
人
之
道
、
當
自
遠
其
父
母
兄
弟
、
於
理
當
嫁
。
何
憂
於
不
嫁
、
而
爲
淫
奔
之
過
惡
乎
）
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と
疏
通
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
文
字
通
り
「
遠
ざ
か
る
」
の
意
に
解
釋
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
對
し
て
程
頤
は
、

　

い
っ
た
い
ど
う
し
て
女
子
の
行
い
と
い
う
も
の
が
あ
り
な
が
ら
、
父
母
兄
弟
に
背
き
違
え
る
の
か
。「
違
」
は
、
背
き
違
え
て

父
母
兄
弟
の
命
令
に
從
わ
ず
に
出
奔
す
る
こ
と
を
言
う
（
奈
何
女
子
之
行
、
而
違
背
父
母
兄
弟
乎
、
違）
2（
（

謂
違
背
不
由
其
命
而
奔

也
）

と
言
い
、「
遠
」
の
字
を
「
違
」
の
意
味
で
解
釋
し
て
い
る）
21
（

。
し
か
し
、「
遠
」
に
「
違
」
の
義
を
與
え
て
い
る
例
は
故
訓
の
中
に
見
あ

た
ら
ず）
22
（

、
程
頤
の
字
義
訓
釋
は
基
づ
く
と
こ
ろ
の
な
い
獨
自
の
說
と
考
え
ら
れ
る
。

　

大
雅
「
皇
矣
」
に
も
こ
の
種
の
字
義
訓
釋
の
例
が
存
在
す
る
。
首
章
の
、

上
帝
耆
之

憎
其
式
廓

と
い
う
句
に
つ
い
て
、「
程
解
」
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
「
耆
」
は
致
す
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
…
…
「
上
帝　

之
を
耆い

た

す
」
と
い
う
の
は
、
天
命
が
歸
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
言
う
。

「
式
廓
」
は
、
規
模
限
度
で
あ
る
。「
規
模
範
圍
」
と
い
う
の
と
同
じ
で
あ
る
。
天
命
が
致
す
と
こ
ろ
は
、
そ
の
規
模
限
度
が
增
大

し
、
諸
侯
の
身
か
ら
天
子
の
位
に
上
り
、
百
里
の
地
を
治
め
る
と
こ
ろ
か
ら
天
下
を
慰
撫
す
る
ま
で
に
な
る
。
こ
れ
が
增
し
て
大
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き
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
憎
」
の
字
は
「
增
」
と
同
じ
で
あ
る
。
憎
め
ば
心
に
限
度
を
超
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
だ
か

ら
、
そ
の
字
義
は
「
增
」
と
通
じ
る
の
で
あ
る
（
耆
、
致
也
…
…
上
帝
耆
之
、
謂
天
命
所
歸
。
式
廓
謂
規
限
也
。
猶
云
規
模
範
圍

也
。
天
命
所
致
、
則
增
大
其
規
限
、
自
諸
侯
而
升
天
子
、
由
百
里
而
撫
四
海
、
是
增
而
大
之
也
。
憎
字
與
增
同
。
憎
、
心
有
所
超

也
。
義
與
增
通
矣
）

　

程
頤
が
「
憎
」
を
「
增
」
の
意
で
解
釋
す
る
の
は
、
基
づ
く
故
訓
が
見
あ
た
ら
な
い
。
ま
た
、「
憎
め
ば
心
に
超
ゆ
る
所
有
る
な
り
。

義
は
增
と
通
ず
」
と
い
う
說
明
を
見
て
も
、
程
頤
が
自
ら
の
推
論
に
よ
っ
て
強
引
に
演
繹
し
出
し
た
字
訓
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。
と

こ
ろ
で
、
こ
の
二
句
に
つ
い
て
朱
熹
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
「
耆
」「
憎
」「
式
廓
」
の
意
味
は
未
詳
で
あ
る
。
あ
る
學
者
は
次
の
よ
う
に
言
っ
た
、「〈
耆
〉
は
、
致
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

〈
憎
〉
は
〈
增
〉
の
字
に
作
る
べ
き
で
あ
る
。〈
式
廓
〉
は
「
規
模
」
と
言
う
の
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
岐
周
の
地
の
こ
と
を

言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
…
…
〔
天
下
の
主
の
地
位
に
〕
登
り
つ
め
さ
せ
よ
う
と
上
帝
が
欲
し
た
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
領
土
の

境
の
規
模
を
增
大
さ
せ
る
の
で
あ
る
（
耆
、
憎
、
式
廓
、
未
詳
其
義
。
或
曰
、
耆
、
致
也
。
憎
、
當
作
增
。
式
廓
、
猶
言
規
模
也
。

此
謂
岐
周
之
地
也
…
…
苟
上
帝
之
所
欲
致
者
、
則
增
大
其
疆
境
之
規
模
）

　

朱
熹
は
「
或
ひ
と
曰
く
」
と
言
っ
て
名
指
し
を
し
て
い
な
い
が
、
こ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
程
頤
の
詩
說
で
あ
る
。
程
頤
の
詩

經
解
釋
の
牽
強
附
會
さ
を
批
判
し
た
朱
熹
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
故
訓
に
基
づ
か
な
い
程
頤
の
訓
釋
を
自
ら
の
詩
篇
解
釋
に
用
い
て

い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
朱
熹
は
恐
ら
く
は
程
頤
の
論
理
に
無
理
を
感
じ
た
た
め
で
あ
ろ
う
、
意
味
の
引
伸
と
い
う
觀
點
か
ら
の
程
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頤
の
說
明
は
引
用
せ
ず
、「
憎
は
、
當
に
增
に
作
る
べ
し
」
と
、
二
字
の
關
係
を
字
形
の
相
似
に
據
る
傳
寫
の
誤
り
と
し
て
説
明
す
る
。

本
例
か
ら
も
、
朱
熹
の
程
頤
詩
經
學
批
判
は
、
必
ず
し
も
額
面
通
り
に
受
け
取
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

Ⅳ　

詩
篇
の
構
造
に
關
す
る
關
心

　

次
に
、
②
の
詩
篇
の
構
造
に
對
す
る
關
心
に
つ
い
て
檢
討
し
た
い
。
漢
唐
詩
經
學
に
比
較
し
て
程
頤
に
は
詩
篇
の
構
造
を
複
雜
に
捉

え
、
句
と
句
の
つ
な
が
り
に
も
論
理
的
關
係
を
讀
み
取
ろ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
、「
皇
矣
」
の
解
釋
か
ら
窺
わ
れ
た
。
こ
の

よ
う
な
傾
向
は
、
衞
風
「
碩
人
」
卒
章
の
「
庶
姜
孽
孽
、
庶
士
有
朅
」
で
も
見
ら
れ
る
。
毛
傳
は
「〈
孽
孽
〉
は
き
ら
び
や
か
に
飾
る

こ
と
で
あ
る
（
孽
孽
、
盛
飾
）」
と
訓
じ
、「
有
朅
」
を
「〈
朅
〉
は
、
勇
ま
し
く
盛
ん
な
樣
子
で
あ
る
（
朅
、
武
壯
貌
）」
と
訓
じ
る
。

こ
れ
に
據
れ
ば
こ
の
二
句
は
、

庶し
ょ
き
ょ
う姜　

孽げ
つ
げ
つ孽

と
し
て

庶し
ょ

士し　

有ゆ
う
け
つ朅

た
り

と
な
り
、「（
衞
の
莊
公
の
妃
莊
姜
に
付
き
從
っ
て
齊
國
か
ら
や
っ
て
來
た
、
莊
姜
の
〕
腰
元
で
莊
姜
の
姪
や
妹
た
ち）
2（
（

は
き
ら
び
や
か
な

服
裝
で
あ
り
、〔
莊
姜
を
送
っ
て
來
た
〕
齊
國
の
大
夫
た
ち）
2（
（

も
意
氣
盛
ん
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
す
な
わ
ち
毛
傳
は
、
同
じ

く
盛
ん
な
樣
子
が
詠
わ
れ
た
二
句
が
竝
列
さ
れ
て
い
る
と
解
釋
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
對
し
て
、
程
頤
は
こ
の
二
句
を
、
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庶
姜　

孽
孽
た
れ
ば

庶
士　

朅さ

る
有
り）
2（
（

と
解
釋
し
た
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

諸
々
の
姜
姓
の
妃
妾）
2（
（

は
數
多
い
が
、
孽
孽
と
し
て
從
順
で
は
な
く
、
ま
る
で
葭ア

シ

と
菼オ

ギ

の
よ
う
な
有
樣
で
あ
る
。
賢
明
な
大
夫
の

中
に
も
こ
の
狀
況
を
正
す
こ
と
の
で
き
る
者
は
お
ら
ず
、
た
だ
立
ち
去
る
者
が
い
る
だ
け
で
あ
る
（
庶
姜
眾
多
、
孽
孽
不
順）
2（
（

、
如

葭
菼
然
。
賢
士
大
夫
莫
能
正
、
有
去
而
已
）

　

程
頤
は
、
二
句
を
毛
傳
の
よ
う
に
同
質
の
内
容
の
單
純
な
竝
列
と
は
と
ら
ず
、「
姫
妾
が
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
」
の
で
、「
賢
者
も

如
何
と
も
し
難
く
立
ち
去
る
ほ
か
無
い
」
と
い
う
因
果
關
係
で
結
ば
れ
て
い
る
と
解
釋
す
る
。
二
句
で
一
連
の
意
味
單
位
と
捉
え
、
二

句
の
閒
に
論
理
の
展
開
を
見
出
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
解
釋
が
複
雜
で
起
伏
の
あ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

同
樣
の
例
を
、
齊
風
「
東
方
未
明
」
卒
章
の
解
釋
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

折
柳
樊
圃　
　

柳
を
折
り
て
圃そ

の

を
樊か

こ

ふ

狂
夫
瞿
瞿　
　

狂
夫　

瞿く

瞿く

た
り

不
能
辰
夜　
　

辰
夜
す
る
こ
と
能
は
ず

不
夙
則
莫　
　

夙は
や

か
ら
ざ
れ
ば
則
ち
莫お

そ

し）
2（
（
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の
上
二
句
に
つ
い
て
毛
傳
は
、

　

柳
を
折
っ
て
、
庭
園
の
垣
根
と
し
て
も
、
人
が
侵
入
す
る
の
を
防
ぐ
に
は
役
に
立
た
な
い
。「
瞿
瞿
」
と
い
う
の
は
、
守
る
こ

と
が
な
い
樣
子
で
あ
る
（
折
柳
以
爲
藩
園
、
無
益
於
禁
矣
。
瞿
瞿
、
無
守
之
貌
）

と
言
い
、
鄭
箋
は
、

　

柳
の
枝
が
〔
柔
ら
か
す
ぎ
て
〕
垣
根
の
材
料
と
し
て
用
い
る
に
は
相
應
し
く
な
い
の
は
、
ち
ょ
う
ど
狂
夫
が
〔
い
に
し
え
、
時

刻
を
計
っ
て
告
げ
知
ら
せ
る
こ
と
を
掌
っ
た
〕
挈け

つ
こ
し

壺
氏
の
任
務
に
堪
え
な
い
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
（
柳
木
之
不
可
以
爲
藩
、
猶

是
狂
夫
不
任
挈
壺
氏
之
事
）

と
言
う
。
す
な
わ
ち
、
毛
傳
鄭
箋
は
こ
の
二
句
を
、
柳
が
垣
根
と
し
て
の
役
に
立
た
な
い
よ
う
に
、
狂
夫
も
時
を
守
る
役
に
は
立
た
な

い
と
比
喩
關
係
で
捉
え
て
い
る
。
比
喩
と
比
喩
さ
れ
る
も
の
と
は
意
味
の
ベ
ク
ト
ル
が
同
じ
で
あ
る
と
い
う
點
で
、「
碩
人
」
と
同
じ

く
、
相
似
た
意
味
を
持
つ
句
が
單
純
に
竝
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
に
對
し
て
、
程
頤
は
本
章
を
次
の
よ
う
に
解
釋
す
る
。

　

政
治
が
亂
れ
節
度
が
無
く
な
り
、
行
動
す
る
に
も
相
應
し
い
時
を
守
ら
ず
、
早
す
ぎ
る
か
と
思
え
ば
遲
す
ぎ
た
り
し
て
、
一
定
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の
き
ま
り
と
い
う
も
の
が
な
い
。
挈
壺
氏
は
水
時
計
の
管
理
を
掌
る
が
、
朝
廷
の
起
居
が
決
め
ら
れ
た
時
刻
に
さ
れ
な
く
な
っ
た

と
い
う
こ
と
は
、
挈
壺
氏
の
職
務
が
廢
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
々
が
正
し
い
時
に
行
動
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
挈
壺
氏
に
限
っ
て
批
判
を
加
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
柳
を
折
っ
て
庭
園
の
圍

い
と
す
れ
ば
、
愚
か
な
男
は
そ
れ
を
見
て
ま
ず
は
驚
い
て
跳
び
上
が
り
、
そ
こ
が
入
っ
て
は
な
ら
な
い
場
所
だ
と
い
う
こ
と
を
知

る
。
そ
れ
を
見
た
ら
跳
び
上
が
っ
て
驚
く
。
晝
と
夜
と
の
境
は
至
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
そ
れ
に
氣
づ
か
ず
、
早
す

ぎ
る
か
と
思
え
ば
今
度
は
遲
す
ぎ
た
り
す
る
と
い
う
の
は
、
こ
れ
で
は
あ
ま
り
に
節
度
が
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
政
亂
無
節
、

動
非
其
時
、
或
早
或
暮
、
無
常
度
也
。
挈
壺
氏
司
漏
刻
、
而
朝
廷
興
居
不
時
、
是
其
職
廢
也
。
言
其
不
能
正
時
矣
、
非
特
刺
是
官

也
。
折
柳
以
樊
圃
、
狂
夫
見
之
且
驚
躩
、
知
其
爲
限
也
。
柳
、
柔
脆
易
折
之
物
、
折
之
以
爲
藩
籬
、
非
堅
固
也
。
狂
夫
以
知
其
有

限
、
見
之
則
躩
然
而
驚
。
晝
夜
之
限
、
非
不
明
也
。
乃
不
能
知
、
而
不
早
則
晏
、
乃
無
節
之
甚
）

　

程
頤
は
、
右
の
二
句
を
漢
唐
の
詩
經
學
の
解
釋
の
よ
う
に
比
喩
關
係
で
は
捉
え
ず
、「
柳
を
折
り
て
圃そ

の

を
樊か

こ

ふ
の
み
な
れ
ど
も
、
狂

夫　

瞿
瞿
た
り
」
と
、
二
句
で
一
續
き
の
敍
述
と
し
、
上
の
句
と
下
の
句
が
逆
接
的
な
接
續
關
係
に
立
っ
て
い
る
と
捉
え
る
。
す
な
わ

ち
上
の
句
に
つ
い
て
は
、
柳
の
枝
が
垣
根
を
作
る
に
は
弱
々
し
す
ぎ
る
こ
と
を
詠
っ
た
も
の
と
い
う
、
傳
箋
以
來
の
解
釋
を
受
け
繼
い

で
い
る
が
、
下
の
句
で
は
、「
そ
の
よ
う
な
賴
り
な
い
垣
根
で
も
、
境
界
を
表
す
目
印
と
し
て
の
役
割
は
果
た
し
、
狂
夫
は
中
に
侵
入

し
よ
う
と
は
し
な
い
」
と
、
意
味
が
逆
接
的
に
展
開
し
て
い
る
と
解
釋
す
る
の
で
あ
る
。

　

右
の
二
句
に
轉
折
關
係
を
見
出
し
た
こ
と
は
、
本
章
に
お
い
て
さ
ら
に
大
き
な
意
味
の
轉
折
を
引
き
出
す
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
る
。

漢
唐
詩
經
學
に
お
い
て
は
、
卒
章
下
二
句
、「
辰
夜
す
る
こ
と
能
は
ず
、
夙は

や

か
ら
ざ
れ
ば
則
ち
莫お

そ

し
」
は
、
前
の
「
狂
夫　

瞿
瞿
た

り
」
を
承
け
、
能
力
も
な
い
の
に
時
を
守
る
役
目
を
命
じ
ら
れ
た
狂
夫
が
見
せ
る
失
態
を
詠
っ
た
も
の
と
解
釋
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
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對
し
て
程
頤
の
解
釋
で
は
、
上
二
句
を
「
も
の
の
役
に
立
ち
そ
う
も
な
い
柳
の
枝
で
さ
え
、
狂
夫
を
防
ぐ
役
割
は
果
た
す
」
と
解
釋
す

る
た
め
、
下
の
二
句
と
の
閒
に
意
味
の
斷
絶
が
生
じ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
に
、
下
二
句
は
決
め
ら
れ
た
時
刻
を
守
っ
て
行
動
し
よ
う

と
せ
ず
、
無
規
律
で
漫
然
と
日
を
送
っ
て
い
る
爲
政
者
た
ち
は
柳
の
垣
根
に
さ
え
も
及
ば
な
い
と
解
釋
す
る
。
上
二
句
は
比
喩
を
用
い

て
下
二
句
を
引
き
出
す
、
六
義
で
言
え
ば
「
興
」
に
當
た
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
通
常
の
順
接
的
な
比
喩
關
係
を
表
す
も
の
で
は
な
く
、

逆
接
的
に
下
二
句
の
意
味
を
際
だ
た
せ
る
逆
說
的
な
比
喩
關
係
を
表
す
も
の
と
し
て
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
興
句
と
そ
の

下
の
主
内
容
に
屬
す
る
詩
句
と
の
意
味
内
容
が
正
反
對
の
ベ
ク
ト
ル
を
持
ち
、
興
句
が
主
内
容
に
屬
す
る
詩
句
を
逆
接
的
に
導
き
出
し

て
い
る
と
い
う
構
造
を
認
め
て
解
釋
す
る
例
は
、「
程
解
」
に
他
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き）
2（
（

、
詩
句
に
複
雜
な
論
理
展
開
を
見
出
そ
う

と
す
る
程
頤
の
志
向
が
解
釋
方
法
と
し
て
具
體
化
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る）
（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
程
頤
は
、
上
二
句
に
お
い
て
第
一
句
と
第
二
句
と
の
閒
に
意
味
の
轉
折
が
存
在
す
る
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
上
二
句
と

下
二
句
と
が
轉
折
關
係
で
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
、
二
重
の
轉
折
關
係
を
持
っ
て
解
釋
を
し
て
い
る
。
漢
唐
詩
經
學
の
解
釋
に
比
べ
る

と
き
わ
め
て
複
雜
な
意
味
展
開
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
朱
熹
の
「
義
を
取
る
こ
と
太
だ
多
し
。
詩
人
は
平
易
な
り
。
恐
ら
く
は
此
の

如
く
な
ら
ざ
ら
ん
」
と
い
う
評
が
相
應
し
い
解
釋
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
朱
熹
『
詩
集
傳
』（
以
下
、『
集
傳
』
と
略
稱
』）
で
は
、
本
詩
を
次
の
よ
う
に
解
釋
し
て
い
る
。

　

柳
の
枝
を
折
っ
て
庭
園
を
圍
っ
て
も
賴
り
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
狂
夫
が
こ
れ
を
見
れ
ば
そ
れ
で
も
な
お
、
驚
い

て
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
し
、
そ
れ
を
超
え
て
中
に
入
ろ
う
と
は
し
な
い
。
と
言
う
こ
と
で
、
晝
と
夜
と
の
區
切
り
は
き
わ
め
て
明
ら
か

で
人
は
苦
も
な
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
な
の
に
、
今
は
そ
れ
す
ら
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
早
す
ぎ
な
け
れ
ば
遲
す
ぎ
る
よ

う
な
狀
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
（
折
柳
樊
圃
雖
不
足
恃
、
然
狂
夫
見
之
、
猶
驚
顧
而
不
敢
越
、
以
比
辰
夜
之
限
甚
明
、
人
所
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易
知
、
今
乃
不
能
知
、
而
不
失
之
早
則
失
之
莫
也
）

　

こ
れ
は
、
明
ら
か
に
程
頤
の
解
釋
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
朱
熹
は
自
ら
「
義
を
取
る
こ
と
太
だ
多
」
い
解
釋
を
行
っ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
程
頤
を
批
判
し
て
は
い
る
も
の
の
、
必
ず
し
も
「
平
易
」
な
解
釋
態
度
を
貫
い
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
詩
篇
に
複
雜
な
意
味
展
開
を
見
出
す
解
釋
を
志
向
す
る
側
面
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
程
頤
の
平
易
な
ら
ざ

る
解
釋
態
度
が
彼
特
有
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
朱
熹
を
含
め
た
、
時
代
に
共
通
し
た
解
釋
の
志
向
性
が
顯
著
に
現
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
次
章
で
は
こ
の
こ
と
を
檢
討
し
、
程
頤
の
解
釋
態
度
の
時
代
的
意
義
を
考
え
て
み
よ
う
。

Ⅴ　

同
時
代
の
詩
經
學
者
と
の
關
係

　

と
も
す
れ
ば
特
殊
に
見
え
る
程
頤
の
解
釋
も
、
時
代
の
詩
經
學
の
志
向
性
と
關
連
さ
せ
な
が
ら
見
て
い
く
べ
き
こ
と
、
こ
の
こ
と
の

傍
證
は
、
前
章
で
取
り
上
げ
た
齊
風
「
東
方
未
明
」
の
『
蘇
傳
』
か
ら
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
具
體
的
な
解
釋
こ
そ
異
な
る
が
、
蘇
轍

も
ま
た
詩
句
と
詩
句
と
の
關
連
を
複
雜
に
捉
え
、
そ
こ
に
ス
ト
ー
リ
ー
性
・
論
理
的
展
開
を
讀
み
取
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
政
を
行
う
に
當
た
っ
て
の
節
度
を
わ
き
ま
え
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
行
動
が
あ
ま
り
に
早
す
ぎ
る
か
、
あ
る
い
は

あ
ま
り
に
遲
す
ぎ
る
か
し
、
事
を
行
う
に
相
應
し
い
機
會
を
常
に
逃
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
ま
だ
ま
だ
早
い
と
思
っ
て
い
る

と
、
そ
の
た
め
行
動
が
ゆ
っ
く
り
に
な
っ
て
し
ま
う
の
が
常
で
あ
る
。
も
う
遲
い
と
思
っ
て
い
る
と
、
そ
の
た
め
あ
わ
て
て
行
動

す
る
こ
と
に
な
る
の
が
常
で
あ
る
。
ゆ
っ
く
り
し
て
い
る
と
、
事
が
す
で
に
起
こ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
に
そ
れ
に
氣
付
か
な
い
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も
の
で
あ
る
。
一
方
、
あ
わ
て
て
い
る
と
、
事
が
ま
だ
起
こ
っ
て
い
な
い
の
に
そ
れ
が
わ
か
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
故
に
、
い
ず

れ
も
憂
患
に
對
す
る
備
え
が
閒
に
合
わ
せ
で
し
っ
か
り
氣
が
配
ら
れ
て
い
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、「
柳
を
折
っ

て
庭
園
を
圍
い
、
狂
夫
は
瞿
瞿
と
し
て
」
垣
根
に
作
っ
て
防
御
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
柳
が
垣
根
の
役
に
立
た
な
い
こ
と
を
狂
夫

が
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
準
備
が
な
い
た
め
に
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
節
度
が
な
い
こ
と
の
招
い

た
誤
り
で
あ
る
。「
瞿
瞿
」
と
は
、
狂
お
し
い
樣
子
で
あ
る
（
夫
苟
不
知
爲
政
之
節
、
則
或
失
之
蚤
、
或
失
之
莫
、
常
不
能
及
事

之
會
矣
。
以
爲
尚
蚤
者
、
爲
之
常
緩
。
以
爲
已
晚
者
、
爲
之
常
遽
。
緩
者
不
意
事
之
已
至
、
而
遽
者
不
知
事
之
未
及
、
故
其
所
以

備
患
者
、
常
出
於
倉
卒
而
不
精
。
故
曰
、
折
柳
樊
圃
、
狂
夫
瞿
瞿
爲
藩
以
禦
、
狂
夫
豈
不
知
柳
之
不
可
用
哉
。
無
其
備
而
不
得
已

也
。
此
無
節
之
過
也
。
瞿
瞿
、
狂
貌
）

　

蘇
轍
は
程
頤
と
は
異
な
り
、「
狂
夫
」
を
庭
園
に
侵
入
し
よ
う
と
す
る
不
埒
者
と
は
解
釋
せ
ず
、
庭
園
を
守
る
役
目
を
負
っ
て
い
る

者
と
解
釋
す
る
。
故
に
第
一
句
と
第
二
句
の
閒
に
は
、
程
頤
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
轉
折
關
係
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、「
柳
の
枝
で
垣

根
を
作
っ
た
狂
夫
は
、
境
を
守
る
役
目
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
上
二
句
を
解
釋
す
る
た
め
、
下
二
句
と
の
閒
で
意
味
の
ベ
ク

ト
ル
が
逆
行
す
る
こ
と
も
な
く
、
順
接
的
に
下
の
句
を
引
き
出
す
通
常
の
「
興
」
と
し
て
解
釋
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、

一
見
す
る
と
蘇
轍
の
解
釋
は
漢
唐
詩
經
學
の
解
釋
を
踏
襲
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
兩
者
の
解
釋
に
は
大
き
な
違
い
が
あ

る
。
蘇
轍
は
上
二
句
を
傳
箋
の
よ
う
に
「
柳
で
垣
を
作
っ
て
も
役
に
立
た
な
い
よ
う
に
、
狂
夫
に
時
を
守
ら
せ
て
も
役
に
立
た
な
い
」

と
い
う
比
喩
關
係
で
は
解
釋
し
て
い
な
い
。

柳
を
折
り
て
圃そ

の

を
樊か

こ

ふ
は
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瞿
瞿
た
れ
ば
な
り

と
で
も
訓
讀
で
き
る
よ
う
に
、
彼
は
こ
の
二
句
を
一
つ
の
意
味
單
位
と
し
て
捉
え
、
狂
夫
に
視
點
を
集
中
さ
せ
彼
の
行
動
と
そ
の
動
機

を
詠
う
と
い
う
、
一
つ
の
筋
を
見
出
し
て
い
る
。
漢
唐
詩
經
學
の
よ
う
に
二
句
を
比
喩
關
係
で
捉
え
た
場
合
、
同
じ
事
柄
を
別
の
言
い

方
で
繰
り
返
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
に
對
し
て
、
蘇
轍
の
解
釋
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
内
容
を
持
つ
二
句
が
相
連
な
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
相
對
的
に
複
雜
な
意
味
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
見
出
さ
れ
た
意
味
こ
そ
異
な
る
が
、
二
句
を
論
理
性
を
有

す
る
一
連
の
意
味
單
位
と
し
て
解
釋
す
る
點
は
程
頤
と
同
樣
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
程
頤
と
蘇
轍
は
詩
句
を
複
雜
な
構
造
で
捉
え
、
で
き

る
だ
け
起
伏
に
富
ん
だ
多
く
の
意
味
を
引
き
出
そ
う
と
い
う
態
度
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
點
で
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、

「
義
を
取
る
こ
と
太
だ
多
し
」
が
程
頤
の
特
異
な
解
釋
姿
勢
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

詩
篇
か
ら
複
雜
な
意
味
内
容
を
引
き
出
す
た
め
に
程
頤
が
し
ば
し
ば
用
い
た
解
釋
手
法
の
一
つ
と
し
て
、
漸
層
法
を
用
い
た
解
釋
が

擧
げ
ら
れ
る
。
詩
篇
の
章
を
追
う
ご
と
に
、
あ
る
事
態
・
狀
況
の
程
度
が
次
第
に
增
す
よ
う
に
詠
う
技
巧
を
「
漸
層
法
」
と
言
う
。
こ

の
技
法
に
よ
っ
て
詠
わ
れ
て
い
る
と
解
釋
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詩
篇
は
單
純
な
疊
詠

─
同
じ
内
容
を
字
句
を
わ
ず
か
に
變
え
な
が

ら
繰
り
返
し
詠
う
技
法

─
で
は
な
く
、
あ
る
事
態
・
狀
況
の
進
展
・
變
化
が
描
か
れ
た
一
貫
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
を
具
え
た
も
の
と
な

り
、
意
味
内
容
は
よ
り
複
雜
に
な
る
。
こ
の
方
法
を
用
い
た
解
釋
は
漢
唐
詩
經
學
で
も
そ
の
例
が
あ
る
が
、
筆
者
が
以
前
考
察
し
た）
（1
（

よ

う
に
、
こ
れ
を
詩
篇
解
釋
に
多
用
し
た
の
は
王
安
石
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
漸
層
法
を
多
用
し
た
解
釋
は
程
頤
の
詩
經
解
釋
の
方
法

が
王
安
石
の
そ
れ
と
共
通
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
例
と
し
て
、
鄘
風
「
干
旄
」
を
見
よ
う
。
本
詩
の
各
章
に
以

下
の
よ
う
な
句
が
あ
る
。
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素
絲
紕
之　
　

素
絲
も
て
之
を
紕ひ

す

良
馬
四
之　
　

良
馬　

之
を
四
に
す

彼
姝
者
子　
　

彼
の
姝
た
る
者
は
子

何
以
畀
之　
　

何
を
以
っ
て
か
之
に
畀あ

た

へ
ん	

〔
首
章
〕

素
絲
組
之　
　

素
絲
も
て
之
を
組そ

す

良
馬
五
之　
　

良
馬　

之
を
五
に
す

彼
姝
者
子　
　

彼
の
姝
た
る
者
は
子

何
以
予
之　
　

何
を
以
っ
て
か
之
に
予く

み

せ
ん）
（2
（

	

〔
二
章
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

素
絲
祝
之　
　

素
絲
も
て
之
を
祝し

ゅ
く

す

良
馬
六
之　
　

良
馬　

之
を
六
に
す

彼
姝
者
子　
　

彼
の
姝
た
る
者
は
子

何
以
告
之　
　

何
を
以
っ
て
か
之
に
告
げ
ん	

〔
卒
章
〕

　

こ
れ
を
程
頤
は
次
の
よ
う
に
解
釋
す
る
。

　
「
紕
」
は
、
目
の
粗
い
布
の
樣
子
で
あ
る
。「
組
」
は
、
縱
絲
橫
絲
が
ぎ
っ
し
り
と
織
り
あ
げ
ら
れ
た
樣
子
で
あ
る
。「
祝
」
は
、



�6

「
竺
」
の
通
假
字
で
、
厚
く
積
み
重
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
と
思
わ
れ
る
。
馬
が
四
頭
か
ら
五
六
頭
に
な
り
、
馬
と
絹
帛
は
ま

す
ま
す
多
く
な
り
、
そ
の
禮
が
ま
す
ま
す
手
厚
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
始
め
は
こ
れ
に
畀あ

た

え
る
、「
畀
」
は
與あ

た

え
る
こ

と
で
あ
る
。
彼
に
答
禮
す
る
こ
と
を
言
う
。
次
に
「
之
に
與く

み

す
」
と
言
う
の
は
彼
と
親
し
く
つ
き
あ
う
こ
と
を
言
う
。
最
後
に

「
之
に
告
ぐ
」
と
言
う
の
は
、
彼
に
忠
告
す
る
こ
と
を
言
う
。
彼
へ
の
も
て
な
し
が
ま
す
ま
す
手
厚
く
な
っ
て
く
れ
ば
、
そ
れ
に

答
え
る
の
も
ま
す
ま
す
手
厚
く
な
る
。
そ
こ
で
喜
ん
で
告
げ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
（
紕
、
疎
布
之
狀
。
組
、
錯
密
之
狀
、
祝
、

疑
爲
竺
、
厚
積
之
意
。
馬
四
至
於
五
六
、
馬
帛
之
益
多
、
見
其
禮
之
益
加
也
。
始
畀
之
、
畀
、
與
也
。
謂
答
之
、
中
與
之
謂
交
親

之
、
終
告
之
、
謂
忠
告
之
。
待
之
益
至
、
報
之
益
厚
、
是
爲
樂
告
也
）

　

各
章
で
「
良
馬
」
の
數
が
次
第
に
增
え
て
い
る
の
に
呼
應
し
て
、
白
い
絹
絲
か
ら
織
ら
れ
る
布
が
、
目
の
粗
い
布

─
目
の
細
か
い

布

─
分
厚
い
布
へ
と
程
度
を
增
し
、
ま
た
、
送
り
主
へ
の
報
い
も
、
答
禮

─
親
し
い
交
際

─
敎
導
へ
と
、
や
は
り
そ
の
程
度
を

次
第
に
增
し
て
い
る
と
解
釋
し
て
い
る
。
典
型
的
な
漸
層
法
に
よ
る
解
釋
で
あ
る
。
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
第
二
章
の
「
何
以
予
之
」

の
解
釋
で
あ
る
。
程
頤
は
、
こ
の
句
の
中
の
「
予
」
を
「
與
」
の
通
用
と
し
、「
與く

み

す
」
の
意
味
で
と
っ
た
。
文
字
通
り
「
予あ

た

え
る
」

の
意
味
で
訓
じ
る
と
第
一
章
「
之
に
畀あ
た

へ
ん
」
と
意
味
が
重
複
し
て
し
ま
う
。
詩
篇
全
體
を
漸
層
法
に
よ
っ
て
解
釋
す
る
た
め
に
こ
の

よ
う
な
解
釋
上
の
操
作
を
行
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、
王
安
石
『
詩
經
新
義）
（（
（

』
は
次
の
よ
う
に
解
釋
す
る
。

　

白
絲
で
組
紐
を
作
り
、
馬
を
繋
ぐ
用
具
に
使
う
。
…
…
こ
れ
を
編
ん
で
組
紐
を
作
り
…
…
組
紐
が
で
き
た
ら
こ
れ
を
斷
ち
切
る
。

だ
か
ら
は
じ
め
に
「
紕
」
と
言
い
、
次
に
「
組
」
と
言
い
、
最
後
に
「
祝
」
と
言
う
の
で
あ
る
。「
祝
」
と
は
、
裁
斷
す
る
こ
と
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で
あ
る
（
素
絲
爲
組
、
所
以
帶
馬
、
…
…
紕
之
以
爲
組
…
…
組
成
而
祝
之
、
故
初
言
紕
、
中
言
組
、
終
言
祝
、
祝
、
斷
也
）

　

具
體
的
な
解
釋
は
異
な
る
が
、
王
安
石
も
程
頤
と
同
樣
、
あ
る
事
態
が
章
を
追
う
ご
と
に
進
展
し
て
い
る
樣
が
詠
わ
れ
て
い
る
と
捉

え
て
お
り
、
や
は
り
漸
層
法
を
用
い
た
解
釋
を
し
て
い
る）
（（
（

。

　

漸
層
法
に
限
ら
ず
、
程
頤
の
解
釋
が
王
安
石
の
そ
れ
と
共
通
性
を
持
つ
例
は
他
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
小
雅
「
伐
木
」
の
次

の
程
頤
の
解
釋
も
王
安
石
と
共
通
の
認
識
を
示
す
例
で
あ
る
。

　

續
け
て
「
鳥
鳴
嚶
嚶
」
と
言
う
の
は
、
さ
ら
に
動
物
の
こ
と
を
例
に
擧
げ
て
、
友
達
同
士
の
好
み
を
興
す
る
。
…
…
鳥
を
見
て

も
や
は
り
こ
の
よ
う
に
友
を
求
め
合
っ
て
い
る
と
い
う
の
に
、
ど
う
し
て
人
閒
た
る
も
の
が
友
を
求
め
な
い
で
す
ま
さ
れ
よ
う
か

（
繼
言
鳥
鳴
嚶
嚶
、
又
以
物
情
興
朋
友
之
好
…
…
相
鳥
如
是
、
豈
人
而
不
求
友
乎
）

　

一
方
、『
新
義
』
は
本
詩
第
一
章
に
つ
い
て
、

鶯
す
ら
も
な
お
古
な
じ
み
の
友
を
尋
ね
求
め
る
（
鶯
猶
尋
舊
友
）

と
注
す
る
。
そ
し
て
、
第
二
章
以
下
に
つ
い
て
は
、

貧
し
い
庶
民
の
身
で
あ
っ
て
も
、
木
こ
り
の
友
の
よ
う
に
漉
し
た
う
ま
い
酒
で
も
て
な
す
も
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
（
天
子
の
身



�8

で
）
太
っ
た
小
羊
の
肉
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
親
族
を
招
く
の
は
當
然
の
こ
と
で
あ
る
（
以
庶
人
之
窶
、
而
伐
木
之
友
然
猶
釃
酒
有

藇
以
待
之
。
又
況
於
既
有
肥
羜
、
以
速
諸
父
乎
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
言
う
。
つ
ま
り
、
王
安
石
は
こ
の
詩
の
中
に
萬
物
み
な
友
と
親
し
む
と
い
う
構
造
を
見
出
し
て
い
る）
（（
（

。
こ
れ
は
、
程
頤
と
同
樣
の
解

釋
で
あ
る
。

　

邶
風
「
簡
兮
」
の
首
章
に
、

日
之
方
中　
　

日
の
方
に
中
せ
ん
と
す
る
と
き

在
前
上
處　
　

前
上
處
に
在
り

［
傳
］
國
の
貴
族
の
師
弟
を
敎
育
す
る
に
は
、
眞
晝
時
を
そ
の
時
閒
と
す
る
（
敎
國
子
弟
、
以
日
中
爲
期
）

［
箋
］「
前
上
處
」
に
い
る
と
い
う
の
は
、
前
列
の
中
心
に
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
在
前
上
處
者
、
在
前
列
上
頭
也
）

［
正
義
］
大
い
な
る
德
を
持
っ
た
人
が
い
る
…
…
ま
た
、
太
陽
が
南
中
す
る
こ
ろ
に
な
っ
て
、
貴
族
の
子
弟
に
舞
樂
を
學
習
さ

せ
る
時
に
、
ま
た
彼
を
舞
い
の
前
列
の
中
心
に
据
え
て
、
舞
い
の
あ
れ
こ
れ
を
親
し
く
敎
え
さ
せ
る
（
有
大
德
之
人
兮

…
…
又
至
於
日
之
方
中
、
敎
國
子
弟
習
樂
之
時
、
又
使
之
在
舞
位
之
前
行
而
處
上
頭
、
親
爲
舞
事
以
敎
之
）

と
い
う
句
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
程
頤
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

太
陽
が
ま
さ
に
南
中
し
て
い
る
の
は
、
明
る
い
時
閒
帶
で
あ
る
。
そ
の
上
、
前
列
に
い
て
上
席
に
い
る
の
だ
か
ら
、
一
目
見
れ
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ば
す
ぐ
に
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
氣
づ
か
な
い
の
で
あ
る
（
日
之
方
中
、
明
朗
之
時
、
又
在
前
列

而
處
上
、
見
之
宜
可
辨
、
而
不
能
知
之
也
）

　

王
安
石
も
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

太
陽
が
南
中
し
て
い
る
の
は
、
至
っ
て
明
る
く
も
の
が
見
え
や
す
い
時
閒
帶
で
あ
る
。
前
の
上
席
に
い
る
の
は
、
至
っ
て
近
く

で
見
つ
け
や
す
い
場
所
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
時
に
見
つ
け
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
。
だ
か
ら
刺
っ
て
い
る
の
で

あ
る
（
日
之
方
中
、
至
明
而
易
見
之
時
也
。
在
前
上
處
者
、
至
近
而
易
察
之
地
也
。
於
時
不
能
察
而
用
之
、
此
其
所
以
刺
之
也
）

　

程
頤
・
王
安
石
兩
者
と
も
、
こ
の
二
句
の
意
味
を
說
明
す
る
に
止
ま
ら
ず
、
そ
の
時
閒
そ
の
場
所
が
そ
こ
に
い
る
人
物
を
見
つ
け
る

の
に
最
適
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
見
つ
け
ら
れ
な
い
こ
と
を
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
だ
と
、
詩
人
が
詩
句
に
よ
っ
て
何
を
表
現
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
忖
度
し
、
衞
の
君
主
が
自
分
の
身
近
に
い
る
賢
者
の
眞
價
を
見
拔
け
ず
卑
賤
な
官
職
に
從
事
さ
せ
て
い
る
こ

と
を
刺
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
る
。
兩
者
の
こ
の
解
釋
は
、
本
詩
の
小
序
に
、

　
「
簡
兮
」
は
、
賢
者
を
用
い
な
い
こ
と
を
刺
っ
た
詩
で
あ
る
。
衞
の
賢
者
は
、
わ
ざ
お
ぎ
の
小
官
と
し
て
仕
え
て
い
た
が
、
み

な
王
者
の
側
近
く
で
そ
の
用
向
き
を
果
た
す
に
充
分
な
能
力
を
備
え
て
い
る
（
簡
兮
、
刺
不
用
賢
也
。
衞
之
賢
者
仕
於
伶
官
。
皆

可
以
承
事
王
者
）
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と
言
う
の
に
、
詩
句
を
關
連
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
兩
者
は
、
詩
中
の
詩
句
が
單
な
る
情
景
の
描
寫
で
は
な
く
、
詩

句
に
は
隅
々
に
ま
で
作
者
の
作
詩
の
意
圖
が
浸
透
し
て
い
る
と
い
う
考
え
の
も
と
に
、
小
序
を
指
針
と
し
て
解
釋
を
進
め
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
漢
唐
詩
經
學
に
は
稀
薄
な
解
釋
態
度
で
あ
る
。
右
に
擧
げ
た
傳
箋
正
義
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
彼
等
は
こ
の
句
を
單

な
る
情
景
描
寫
と
し
て
し
か
捉
え
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
王
安
石
と
程
頤
の
解
釋
態
度
は
、
詩
句
の
表
現
意
圖
を
過
度
に
穿
鑿
す
る

こ
と
に
つ
な
が
る
危
險
も
あ
る
が
、
一
面
で
は
、
詩
の
表
面
的
な
内
容
の
解
釋
で
滿
足
す
る
こ
と
な
く
、
作
者
の
思
い
に
意
を
馳
せ
て
、

詩
篇
を
有
機
的
な
表
現
體
と
し
て
讀
み
解
く
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釋
態
度
が
、
朱
熹
の
そ
れ
と
そ
れ
ほ
ど
懸
け
離
れ

た
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
右
の
二
句
の
解
釋
に
お
い
て
、『
集
傳
』
も
、

　

太
陽
が
南
中
し
、
前
の
上
席
に
座
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
明
ら
か
で
見
つ
け
や
す
い
は
ず
の
場
所
で
あ
る
こ
と
を
言
う
（
日

之
方
中
在
前
上
處
、
言
當
明
顯
之
處
）

と
、
兩
者
と
同
樣
の
解
釋
を
し
て
い
る
こ
と
で
も
わ
か
る）
（（
（

。
こ
れ
か
ら
考
え
て
も
、
朱
熹
の
解
釋
が
王
安
石
あ
る
い
は
程
頤
の
い
ず
れ

か
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
朱
熹
は
、「
義
を
取
る
こ
と
太
だ
多
」
い
解
釋
を
必
ず
し
も
一
概
に
斥
け
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
の
で
あ
る
。

　

Ⅳ
で
齊
風
「
東
方
未
明
」
卒
章
に
つ
い
て
の
程
頤
の
解
釋
を
取
り
上
げ
、
興
句
と
主
内
容
の
句
と
の
閒
に
逆
接
的
な
論
理
關
係
を
見

出
す
と
い
う
彼
の
解
釋
方
法
に
つ
い
て
論
じ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
解
釋
方
法
も
王
安
石
『
新
義
』
に
數
多
く
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
例

え
ば
、
小
雅
「
小
宛
」
の
、
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宛
彼
鳴
鳩　
　

	

宛え
ん

た
る
彼
の
鳴
鳩

翰
飛
戻
天　
　

	

翰た
か

く
飛
び
て
天
に
戻い

た

る

に
つ
い
て
、
毛
傳
は
、

　
「
鳴
鳩
」
は
鶻
鵰
で
あ
る
…
…
小
人
の
道
を
行
い
、
高
く
明
ら
か
な
功
績
を
求
め
よ
う
と
し
て
も
、
結
局
手
に
入
れ
ら
れ
な
い

（
鳴
鳩
鶻
鵰
…
…
行
小
人
之
道
責
高
明
之
功
、
終
不
可
得
）

と
言
い
、『
正
義
』
は
、

　

宛ち
つ
ぽ
け然

と
し
て
羽
が
小
さ
い
の
は
彼
の
鳴
鳩
と
い
う
鳥
で
あ
る
。
こ
の
鳥
を
高
く
飛
翔
さ
せ
天
に
屆
か
せ
よ
う
と
思
っ
て
も
、
き

っ
と
で
き
な
い
。
と
い
う
こ
と
で
、
ち
っ
ぽ
け
な
才
知
し
か
な
い
も
の
は
幽
王
で
あ
る
、
そ
の
彼
に
天
下
を
德
に
よ
っ
て
敎
化
し

理
想
の
政
治
を
行
わ
せ
よ
う
と
し
て
も
、
や
は
り
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
興
す
る
（
宛
然
翅
小
者
是
彼
鳴	

鳩

之
鳥
也
、
而
欲
使
之
高
飛
至
天
必
不
可
得
也
。
興
才
智
小
者
幽
王
身
也
、
而
欲
使
之
行
化
致
治
、
亦
不
可
得
也
）

と
解
釋
す
る
が
、『
新
義
』
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

鳩
は
ち
っ
ぽ
け
な
鳥
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
高
く
飛
翔
し
天
に
屆
こ
う
と
い
う
志
を
持
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
幽
王
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は
自
ら
發
憤
勉
勵
し
よ
う
と
し
な
い
の
は
、
鳩
に
も
及
ば
な
い
（
鳩
雖
小
鳥
、
尚
有
高
飛
及
天
之
志
、
而
幽
王
不
自
奮
勉
、
致
鳩

不
如
也
）

　

毛
傳
・
正
義
と
は
異
な
り
、
王
安
石
は
興
句
を
主
内
容
と
逆
接
的
な
論
理
關
係
で
結
び
つ
け
て
解
釋
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
程
頤
と

同
樣
の
解
釋
方
法
で
あ
る）
（（
（

。

　

王
安
石
と
程
頤
と
は
、
新
法
を
め
ぐ
っ
て
鋭
く
對
立
し
た
者
同
士
で
あ
る
。
程
頤
の
詩
經
解
釋
に
も
、
そ
の
動
機
に
王
安
石
『
詩
經

新
義
』
に
對
す
る
反
發
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る）
（（
（

。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
詩
經
解
釋
の
方
法
に
お
い
て
兩
者
の
閒
に
共
通
性
を
見
出

せ
る
の
は
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
政
治
的
・
學
派
的
見
解
の
相
違
を
超
え
て
、
詩
篇
が
ど
の
よ
う
に
詠
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
共

通
の
認
識
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
か
ら
で
あ
る
。
時
代
の
趨
向
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釋
を
進
め
た
兩
者
の
姿
を
暗
示
す
る
も

の
で
あ
る）
（（
（

。

Ⅵ　

抽
象
性
の
高
い
解
釋

　

さ
て
、
Ⅱ
の
考
察
か
ら
抽
出
さ
れ
た
程
頤
の
詩
經
解
釋
の
特
徴
の
う
ち
、
殘
る
③
の
抽
象
化
さ
れ
た
解
釋
を
志
向
す
る
こ
と
に
つ
い

て
考
察
し
よ
う
。
程
頤
に
は
、
詩
篇
を
歷
史
的
な
實
事
と
關
連
さ
せ
ず
、
詩
の
敎
訓
性
を
重
視
し
て
解
釋
を
行
う
傾
向
が
あ
る
。

　

程
頤
は
詩
序
の
說
を
尊
重
し
て
詩
經
解
釋
を
行
う
「
尊
序
」
派
の
學
者
と
し
て
知
ら
れ
る）
（（
（

。
確
か
に
、『
程
解
』
中
に
は
漢
唐
詩
經

學
に
比
べ
て
も
一
層
、
小
序
と
詩
句
と
の
對
應
關
係
を
追
求
し
た
詩
篇
解
釋
を
し
て
い
る
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る）
（1
（

。
し
か
し
、
そ

の
彼
も
小
序
の
說
に
從
わ
な
い
こ
と
も
あ
る
。
特
に
そ
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
小
序
が
詩
を
歷
史
的
な
人
物
・
事
件
と
關
連
づ
け
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よ
う
と
す
る
の
を
程
頤
は
斥
け
て
、
一
般
的
な
敎
訓
が
詠
わ
れ
て
い
る
と
解
釋
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
周
南
「
關
雎
」
の
序
に
、「〈
關
雎
〉
は
、
后
妃
の
德
を
詠
っ
た
詩
で
あ
る
（
關
雎
、
后
妃
之
德
也
）」
と
言
う
「
后
妃
」

は
文
王
の
妃
太
姒
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
定
說
で
あ
る
が
、
南
宋
・
呂
祖
謙
『
呂
氏
家
塾
讀
詩
記
』
に
引
く
と
こ
ろ
に

據
れ
ば
、

　

程
氏
は
言
う
、「
詩
序
に
〈
后
妃
の
德
〉
と
言
う
の
は
、
后
妃
の
位
に
あ
る
人
閒
を
指
し
て
言
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
后
妃
は

太
姒
の
こ
と
を
指
す
と
い
う
說
が
あ
る
が
、
閒
違
い
で
あ
る
（
程
子
曰
、
詩
言
后
妃
之
德
、
非
指
人
而
言
、
或
謂
太
姒
、
失
之

矣）
（2
（

）

と
あ
り
、
程
氏
が
本
詩
を
太
姒
と
い
う
特
定
の
人
物
を
詠
っ
た
も
の
だ
と
捉
え
る
こ
と
に
反
對
し
、
后
妃
の
位
に
あ
る
者
が
一
般
的
に

持
つ
べ
き
德
に
つ
い
て
詠
っ
た
詩
だ
と
主
張
す
る
。

　

ま
た
、
小
雅
「
常
棣
」
の
序
に
、

　
「
常
棣
」
は
、
宴
を
催
し
て
兄
弟
を
も
て
な
す
詩
で
あ
る
。〔
周
公
旦
の
兄
弟
の
〕
管
叔
と
蔡
叔
が
道
を
踏
み
外
し
〔
周
公
旦
に

反
逆
し
〕
た
の
を
憐
れ
ん
で
、
ゆ
え
に
「
常
棣
」
の
詩
を
作
っ
た
の
で
あ
る
（
常
棣
、
燕
兄
弟
也
。
閔
管
蔡
之
失
道
、
故
作
常
棣

也
）

と
い
う
の
に
對
し
て
、「
程
解
」
は
、
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本
詩
は
宴
を
催
し
て
兄
弟
を
樂
し
ま
せ
、
一
族
の
親
睦
を
圖
る
詩
で
あ
る
。
管
叔
・
蔡
叔
の
事
件
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で

は
な
い
（
此
燕
樂
兄
弟
、
親
睦
宗
族
之
詩
、
不
因
管
蔡
而
作
也
）

と
言
っ
て
、
本
詩
が
歷
史
上
の
あ
る
事
件
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
說
を
否
定
す
る
。「
關
雎
」
と
と
も
に
、
詩
篇
が

あ
る
特
定
の
歷
史
的
な
狀
況
を
詠
っ
た
も
の
と
考
え
ず
、
よ
り
一
般
性
の
強
い
内
容
を
持
っ
て
い
る
と
解
釋
し
て
い
る
。

　

程
頤
が
、
詩
篇
の
敎
訓
性
を
重
視
し
た
こ
と
を
示
す
も
う
一
つ
の
解
釋
の
あ
り
方
が
あ
る
。
小
雅
「
鹿
鳴
」
の
「
程
解
」
に
次
の
よ

う
に
言
う
。

　
「
鹿
鳴
」
以
下
の
二
十
二
篇
は
、
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
事
を
直
敍
し
、
そ
の
事
を
行
う
際
に
そ
の
詩
を
用
い
て
演
奏
し
た
。
こ
れ
ら

は
周
公
の
作
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
南
と
同
樣
で
あ
る
。
群
臣
嘉
賓
を
も
て
な
す
際
に
は
「
鹿
鳴
」
の
詩
を
用
い
た
（
自
鹿

鳴
以
下
二
十
二
篇
、
各
賦
其
事
、
於
其
事
而
用
之）
（（
（

、
其
周
公
之
謂
乎
。
與
二
南
同
也
。
燕
群
臣
嘉
賓
則
用
鹿
鳴
）

　

こ
こ
に
は
、
詩
篇
は
本
來
は
あ
る
歷
史
的
な
出
來
事
を
詠
う
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
後
に
は
も
と
の
歷
史
的
一
回
性
が
捨
象

さ
れ
、
一
般
的
な
用
途
に
用
い
ら
れ
た
と
い
う
考
え
方
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
小
雅
「
采
薇
」
の
「
程
解
」
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

文
王
の
時
代
、〔
西
方
の
異
民
族
〕
昆
夷
と
〔
北
方
の
異
民
族
〕
玁
狁
に
よ
る
〔
中
國
へ
の
侵
入
と
い
う
〕
事
件
が
あ
り
、
國

境
守
備
の
兵
を
派
遣
し
て
防
衞
さ
せ
た
と
き
、
こ
の
詩
を
詠
っ
て
彼
等
を
派
遣
し
、
彼
等
が
任
務
に
苦
勞
し
哀
し
む
氣
持
ち
を
陳



�5

深讀みの手法

べ
て
、
か
つ
道
義
に
よ
っ
て
敎
え
な
び
か
せ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
當
時
の
出
來
事
で
あ
る
。
後
世
に
お
い
て
は
こ
の
詩
を
國
境

守
備
の
兵
を
派
遣
す
る
の
に
用
い
た
（
文
王
之
時
、
有
昆
夷
玁
狁
之
事
、
遣
戍
役
以
守
衞
、
歌
此
詩
以
遣
之
、
敘
其
勤
勞
悲
傷
之

情
、
且
風
以
義
、
當
時
之
事
也
。
後
世
因
用
之
以
遣
戍
役
）

　
「
采
薇
」
は
本
來
、
文
王
時
代
の
異
民
族
征
伐
の
實
事
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
が
、
後
世
に
は
そ
の
本
來
の
歷
史
的
事
實
を
捨
象
し

て
、
一
般
化
し
て
兵
士
を
派
遣
す
る
際
に
演
奏
さ
れ
た
と
言
う）
（（
（

。
詩
篇
が
後
世
の
人
閒
に
と
っ
て
意
義
を
持
つ
の
は
、
そ
こ
に
歷
史
上

の
出
來
事
が
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
が
抽
象
化
さ
れ
普
遍
的
な
事
柄
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
讀
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
見
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
解
釋
は
、
小
雅
「
伐
木
」
に
も
見
ら
れ
る
。

　

山
中
で
木
を
切
る
仕
事
は
、
一
人
の
力
で
で
き
る
こ
と
で
は
な
く
、
必
ず
志
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
協
力
し
合
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
同
じ
仕
事
に
携
わ
っ
て
い
る
以
上
、
お
互
い
に
相
親
し
み
、
友
人
の
道
義
を
完
成
す
る
。
木
こ
り
の
仕
事
を
す
る
人
に

さ
え
こ
の
よ
う
な
道
義
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
士
大
夫
な
ら
ば
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
故
に
、
木
こ
り
の
こ
と
を
直
敍
し
、
そ

の
感
情
を
陳
べ
、
そ
の
道
義
を
推
し
廣
め
、
朋
友
の
義
を
勸
め
る
の
で
あ
る
。
友
人
や
古
い
な
じ
み
を
も
て
な
す
の
に
こ
の
詩
を

歌
う
の
は
そ
れ
に
よ
っ
て
天
下
の
人
々
を
敎
化
し
よ
う
と
し
て
の
こ
と
で
あ
る
（
山
中
伐
木
、
非
一
人
能
獨
爲
、
必
與
同
志
者
共

之
。
既
同
其
事
、
則
相
親
好
、
成
朋
友
之
義
。
伐
木
之
人
、
尚
有
此
義
、
況
士
君
子
乎
。
故
賦
伐
木
之
人
、
敘
其
情
、
推
其
義
、

以
勸
朋
友
之
義
、
燕
朋
友
故
舊
則
歌
之
、
所
以
風
天
下
也
）（
小
雅
「
伐
木
」
程
解
）
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も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
擧
げ
た
小
雅
の
詩
は
天
子
や
諸
侯
の
朝
廷
で
の
儀
式
や
宴
會
の
席
で
演
奏
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
本
來
の

意
味
が
抽
象
化
さ
れ
一
般
的
な
意
味
・
機
能
が
付
與
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、
ご
く
常
識
的
な
認
識
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
實
際
の
詩
篇

解
釋
の
場
面
で
は
、
傳
箋
正
義
は
も
と
よ
り
歐
陽
脩
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
歷
史
上
の
い
ず
れ
の
人
物
に
關
す
る
ど
の
よ
う
な
出
來
事

を
詠
っ
た
も
の
で
あ
る
か
を
究
明
す
る
こ
と
に
そ
の
努
力
が
注
が
れ
て
い
る）
（（
（

の
に
比
較
す
る
と
、
そ
う
い
っ
た
問
題
に
興
味
を
示
し
て

い
な
い
程
頤
の
解
釋
は
、
や
は
り
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
解
釋
の
特
徴
は
朱
熹
に
お
い
て
も
見
ら
れ）
（（
（

、
こ
の
面
で
も

程
頤
と
朱
熹
と
の
共
通
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

唐
風
「
葛
生
」
の
「
程
解
」
も
こ
れ
に
準
じ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
本
詩
の
詩
序
に
、

　
「
葛
生
」
は
、
晉
の
獻
公
を
刺
っ
た
詩
で
あ
る
。
獻
公
は
戰
を
好
ん
だ
の
で
、
國
の
民
は
命
を
失
う
者
が
多
か
っ
た
（
葛
生
、

刺
晉
獻
公
也
。
好
攻
戰
則
國
人
多
喪
矣
）

と
言
う
の
に
對
し
て
、
程
頤
は
、

　

本
詩
は
、
生
き
て
い
る
夫
を
思
慕
し
て
詠
っ
た
も
の
で
あ
り
、
亡
き
人
を
悼
ん
だ
詩
で
は
な
い
。
詩
序
は
誤
っ
て
い
る
。
君
主

が
戰
を
好
む
と
夫
婦
が
長
い
閒
生
き
別
れ
に
な
り
怨
み
を
託
つ
者
が
多
く
な
る
…
…
夏
の
晝
、
冬
の
夜
と
い
う
長
い
時
閒
に
は
、

人
を
思
う
氣
持
ち
が
最
も
強
く
な
る
。
故
に
、
死
ん
で
は
夫
と
同
じ
穴
に
葬
ら
れ
る
こ
と
を
誓
い
、
決
し
て
離
れ
ば
な
れ
に
な
ろ

う
と
し
な
い
の
で
あ
る
（
此
詩
思
存
者
、
非
悼
亡
者
、
序
爲
誤
矣
。
好
攻
戰
則
多
離
闊
之
恨
…
…
晝
夜
之
永
時
、
思
念
之
情
尤
切
、

故
期
於
死
而
同
穴
、
乃
不
相
離
也
）
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と
言
っ
て
、
小
序
に
反
對
し
て
ま
で
、
こ
の
詩
が
夫
を
亡
く
し
た
悲
し
み
で
は
な
く
、
夫
を
戰
場
に
送
り
出
し
た
妻
が
夫
と
引
き
裂
か

れ
た
悲
し
み
を
詠
っ
た
詩
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
れ
は
詩
句
か
ら
は
說
明
が
難
し
い
解
釋
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
本
詩
に
は
、

予
美
亡
此

誰
與
獨
處

と
い
う
詩
句
が
あ
り
、「
亡
」
を
通
用
義
に
よ
っ
て
解
釋
す
る
と
夫
は
す
で
に
死
亡
し
た
よ
う
に
讀
み
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
程
頤
は
、

こ
れ
を
「
死
ん
で
し
ま
っ
た
」
と
は
と
ら
ず
「〔
こ
こ
に
は
〕
い
な
い
」
と
と
り
、「
私
の
愛
し
い
人
は
こ
こ
（
わ
た
し
の
も
と
）
に
い

な
い
」
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
說
は
、
次
の
鄭
箋
に
基
づ
い
て
い
る
。

　
「
亡
」
と
は
、
無
し
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
た
し
が
愛
し
く
思
う
あ
の
人
は
こ
こ
に
い
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
自

分
の
夫
の
こ
と
を
言
う
…
…
從
軍
し
て
い
ま
だ
歸
還
せ
ず
、
生
き
死
に
も
わ
か
ら
な
い
。
今
〔
わ
た
し
の
い
る
〕
こ
こ
に
〔
夫

は
〕
い
な
い
の
で
あ
る
（
亡
、
無
也
。
言
我
所
美
之
人
無
於
此
、
謂
其
君
子
也
…
…
從
軍
未
還
、
未
知
死
生
、
其
今
無
於
此
也
）

　

鄭
箋
は
、「
亡
」
を
死
亡
と
は
取
ら
ず
「
無
（
不
在
）」
と
解
釋
す
る
が
、
こ
の
解
釋
に
は
違
和
感
を
持
つ
者
が
多
か
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、『
正
義
』
が
鄭
箋
を
次
の
よ
う
に
疏
通
し
て
い
る
こ
と
か
ら
推
測
で
き
る
。
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今
わ
た
し
が
愛
し
く
思
う
あ
の
人
は
、
そ
の
身
は
こ
こ
に
い
な
い

・

・

・

。
わ
た
し
は
誰
と
い
っ
し
ょ
に
暮
ら
す
の
か
。
一
人
家
を
守

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
獻
公
が
戰
を
好
ん
だ
せ
い
で
、
自
分
の
夫
を
死
亡
4

4

さ
せ
た
の
で
、
だ
か
ら
妻
は
怨
ん
で
い
る
の
で
あ
る

（
今
我
所
美
之
人
、
身
無・

於
此
、
我
誰
與
居
乎
。
獨
處
家
耳
。
由
獻
公
好
戰
、
令
其
夫
亡4

、
故
婦
人
怨
之
也
）

　

正
義
は
、
前
半
で
は
「
身
は
此
に
無
し
」
と
言
い
、
鄭
箋
に
從
い
「
亡
」
を
「
無
」
と
解
し
て
い
る
が
、
後
半
で
は
「
其
の
夫
を
し

て
亡
ぜ
令
む
」
夫
が
死
亡
し
た
と
言
う
。
こ
れ
は
、
小
序
の
「
國
人　

多
く
喪
す
」
の
意
味
を
言
わ
ば
外
付
け
し
て
疏
通
し
よ
う
と
し

た）
（（
（

も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
で
き
る
だ
け
明
快
な
字
義
解
釋
を
行
う
と
い
う
點
か
ら
言
っ
て
も
、
あ
る
い
は
小
序
に
即
し
た
字
義

解
釋
を
す
る
と
い
う
點
か
ら
言
っ
て
も
、「
亡
」
を
「（
こ
こ
に
）
い
な
い
」
の
意
で
取
る
の
は
屈
折
し
た
訓
詁
で
あ
る
が
、
程
頤
は
そ

れ
を
採
用
し
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
「
國
人　

喪
す
る
も
の
多
し
」
と
い
う
小
序
を
誤
り
だ
と
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る）
（（
（

。
そ
の
理
由

は
程
頤
は
說
明
し
て
い
な
い
が
、
こ
れ
も
、
詩
篇
を
よ
り
一
般
的
な
狀
況
が
詠
わ
れ
て
い
る
と
い
う
解
釋
を
す
る
彼
の
志
向
性
が
表
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
夫
が
戰
死
し
た
と
解
す
る
よ
り
も
、
夫
が
出
征
し
て
家
を
離
れ
て
い
る
と
解
釋
し
た

方
が
、
よ
り
現
實
的
に
當
て
は
ま
る
狀
況
が
多
い
。
前
の
二
例
を
參
考
に
し
て
考
え
る
と
、
程
頤
は
よ
り
普
遍
性
を
持
つ
解
釋
を
採
用

し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

歷
史
的
な
出
來
事
を
詠
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
一
般
的
敎
訓
を
詠
う
た
め
に
作
ら
れ
た
詩
と
し
て
解
釋
す
る
こ
と
と
、
本
來
は
歷
史

上
の
具
體
的
な
出
來
事
を
詠
う
も
の
と
し
て
作
ら
れ
た
の
だ
が
、
後
に
歷
史
性
が
捨
象
さ
れ
て
一
般
的
な
意
味
・
機
能
を
擔
う
よ
う
に

な
っ
た
と
解
釋
す
る
こ
と
、
こ
の
二
者
は
そ
の
現
れ
方
こ
そ
異
な
る
が
、
し
か
し
い
ず
れ
も
同
じ
解
釋
の
志
向
性
を
示
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
詩
篇
の
持
つ
普
遍
的
な
意
味
、
言
い
換
え
れ
ば
後
世
に
生
き
る
人
閒
が
そ
の
詩
篇
を
ど
の
よ
う
に
し
て
自
身
の
生
活
や
人
生

に
役
立
た
せ
て
い
け
ば
よ
い
か
と
い
う
「
用
詩
」
に
對
す
る
興
味
が
解
釋
態
度
と
し
て
具
現
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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宋
代
詩
經
學
の
特
徴
と
し
て
、
漢
唐
詩
經
學
が
解
釋
の
基
本
的
態
度
と
し
て
い
た
「
詩
を
以
て
史
に
附
す
」
と
い
う
態
度
か
ら
の
脱

却
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
。
筆
者
が
以
前
論
じ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
言
う
「
詩
を
以
て
史
に
附
す
」
か
ら
の
脱
却
と
は
、

必
ず
し
も
、
詩
篇
が
歷
史
的
な
事
實
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
と
い
う
考
え
方
を
完
全
に
捨
て
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い）
（（
（

。
し
か
し
な
が

ら
、
歷
史
的
に
著
名
な
人
物
、
あ
る
い
は
著
名
な
事
件
を
背
景
に
し
て
詩
が
作
ら
れ
た
と
い
う
認
識
を
前
提
に
詩
篇
の
意
味
を
探
る
漢

唐
詩
經
學
の
解
釋
態
度
か
ら
、
宋
代
詩
經
學
の
諸
家
が
脱
却
し
た
こ
と
は
事
實
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
點
に
立
つ
な
ら
ば
、
右
に
見

た
よ
う
な
程
頤
の
抽
象
的
な
解
釋
を
志
向
す
る
態
度
も
、「
詩
を
以
て
史
に
附
す
」
か
ら
の
脱
却
の
一
つ
の
あ
り
方
だ
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
點
か
ら
も
、
程
頤
の
詩
經
學
は
、
宋
代
詩
經
學
の
共
通
の
學
的
志
向
性
を
備
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

Ⅶ　

終
わ
り
に

　

以
上
、
程
頤
「
詩
解
」
の
經
說
に
現
れ
た
彼
の
詩
經
解
釋
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
確
か
に
、
程
頤
の
經
說
は
、
個
別
の
解
釋

に
お
い
て
は
定
評
通
り
極
め
て
特
殊
な
も
の
が
多
い
。
そ
れ
は
、
朱
熹
の
「
義
を
取
る
こ
と
太
だ
多
し
」
と
い
う
批
判
が
相
應
し
く
、

深
讀
み
に
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
解
釋
が
、
詩
經
に
對
す
る
彼
の
ど
の
よ
う
な
認

識
に
基
づ
い
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
彼
が
ど
の
よ
う
な
解
釋
を
志
向
し
た
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
な
の
か
を
考
え
た
場
合
、
一
見
、

彼
と
は
全
く
解
釋
態
度
を
異
に
す
る
よ
う
に
思
え
る
北
宋
の
詩
經
學
者
た
ち
と
共
通
す
る
性
格
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
と
り
わ
け
、

王
安
石
と
の
關
係
は
注
目
に
値
す
る
。
程
頤
は
、
王
安
石
と
は
政
治
的
に
は
完
全
な
る
敵
對
關
係
に
立
ち
、
ま
た
彼
の
目
指
し
た
新
し

い
儒
敎
解
釋

─
「
新
學
」
に
も
強
く
反
對
し
た
。
そ
れ
に
も
關
わ
ら
ず
、
彼
の
詩
經
解
釋
の
解
釋
態
度
と
方
法
に
は
王
安
石
と
の
共

通
性
を
濃
厚
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
二
人
の
學
者
と
し
て
の
資
質
の
類
似
性
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
、
し
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ば
し
ば
宋
代
詩
經
學
の
學
問
的
な
主
流
か
ら
は
除
外
さ
れ
が
ち
な
彼
ら
二
人
の
詩
經
學
が
、
實
際
に
は
時
代
の
學
問
的
な
志
向
性
を
共

有
し
、
ま
た
時
代
の
學
問
的
要
請
に
確
實
に
應
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
す
だ
ろ
う
。

　

む
ろ
ん
、
そ
れ
で
は
王
安
石
と
程
頤
の
詩
經
學
の
差
異
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
か
、
程
頤
の
王
學
批
判
は
、
詩
經
に
つ

い
て
言
え
ば
い
っ
た
い
ど
こ
に
照
準
が
合
わ
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
問
題
は
詳
し
く
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

む
し
ろ
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
兩
者
の
學
術
の
共
通
性
は
、
そ
の
差
異
の
實
相
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
前
提
條
件
を
提
供
す
る
も

の
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

　

さ
ら
に
、
程
頤
と
朱
熹
と
の
關
係
に
つ
い
て
も
新
た
な
光
を
當
て
る
べ
き
こ
と
も
示
唆
さ
れ
た
。
そ
の
程
頤
評
が
あ
ま
り
に
斷
定
的

で
あ
っ
た
た
め
か
、
朱
熹
の
詩
經
學
に
お
け
る
程
頤
の
詩
經
學
か
ら
の
繼
承
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
考
察
が
加
え
ら
れ
て

こ
な
か
っ
た）
（（
（

。
し
か
し
、
本
稿
の
考
察
の
中
で
、
し
ば
し
ば
程
頤
の
經
說
が
朱
熹
に
受
け
繼
が
れ
て
い
る
例
が
見
出
さ
れ
た
。
そ
れ
は

單
に
個
別
の
詩
句
や
文
字
の
解
釋
を
採
用
し
た
に
止
ま
ら
ず
、
詩
篇
を
構
造
的
に
把
握
す
る
た
め
の
方
法
論
を
繼
承
し
た
も
の
も
あ
っ

た
。
さ
ら
に
、
自
身
が
批
判
し
た
「
義
を
取
る
こ
と
太
だ
多
」
き
解
釋
を
取
り
入
れ
て
い
る
例
も
複
數
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え

る
と
、
朱
熹
の
程
頤
批
判
を
額
面
ど
お
り
受
け
取
る
の
は
不
充
分
で
あ
る
。

　

端
的
に
言
え
ば
、
程
頤
の
解
釋
が
「
義
を
取
る
こ
と
太
だ
多
」
き
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
朱
熹
の
解
釋
も
ま
た
「
義
を
取
る
こ
と
太

だ
多
」
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
言
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
宋
代
詩
經
學
は
そ
の
よ
う
な
解
釋
に
對
す
る
志
向
性
を
共
有
し
て
い
た
と
考
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
宋
代
の
詩
經
學
者
は
、
漢
唐
の
詩
經
學
が
、「
詩
を
以
て
史
に
附
す
」
に
典
型
的
な
よ
う
に
あ
ま
り
に
牽
強
附
會

で
あ
ま
り
に
煩
瑣
な
解
釋
に
陷
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
反
發
し
て
、
新
た
な
學
問
を
構
想
し
た
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
詩
篇
の
構
造
、

お
よ
び
そ
の
論
理
と
い
う
觀
點
か
ら
言
え
ば
、
漢
唐
詩
經
學
の
學
者
は
、
詩
篇
が
表
し
て
い
る
の
は
至
っ
て
單
純
な
構
造
と
論
理
で
あ

る
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
考
え
る
と
、
宋
代
の
學
者
が
從
來
の
解
釋
に
飽
き
足
り
な
か
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
そ
れ
が
詩
篇
の
構
造
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と
論
理
に
對
す
る
充
分
な
關
心
と
理
解
を
持
た
ず
、
そ
の
た
め
に
、
詩
篇
の
意
味
を
あ
ま
り
に
皮
相
的
に
單
純
に
捉
え
す
ぎ
て
い
る
と

感
じ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
前
代
の
詩
經
學
に
對
す
る
そ
の
よ
う
な
反
省
の
上
に
立
っ
て
、
彼
ら
は
詩
篇
か
ら
よ
り
複
雜
で
豐
か
な
意

味
を
引
き
出
そ
う
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
釋
の
方
法
を
編
み
出
し
驅
使
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

た
だ
し
筆
者
は
、
詩
篇
の
内
容
を
單
純
に
捉
え
る
漢
唐
詩
經
學
の
解
釋
が
誤
っ
て
お
り
、
複
雜
に
捉
え
る
宋
代
詩
經
學
の
そ
れ
が
正

し
い
と
言
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
い
ず
れ
が
正
し
い
解
釋
か
と
い
う
こ
と
は
問
わ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
で
詩
經
と
い
う
同
一
の
對

象
に
相
異
な
る
性
格
を
見
出
し
て
い
た
、
そ
の
こ
と
自
體
が
重
要
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
詩
經
解
釋
と
い
う
鏡
を
用
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
時
代
の
精
神
を
映
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
の
考
察
を
通
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き

た
程
頤
の
詩
經
解
釋
の
時
代
性
は
、
そ
の
よ
う
な
面
か
ら
詩
經
解
釋
學
史
を
再
考
す
る
た
め
の
絶
好
の
材
料
を
提
供
す
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

注（
1
）『
朱
子
語
類
』
卷
八
〇
、
詩
一
、
解
詩
（
理
學
叢
書
、
中
華
書
局
、
排
印
本
、
第
六
册
二
〇
八
九
頁
）。

（
2
）「
河
南
程
氏
經
說
卷
第
三
」（
理
學
叢
書
『
二
程
集
』
下
册
、
中
華
書
局
、
一
九
八
一
）。

（
�
）
近
年
の
成
果
と
し
て
、
管
見
の
限
り
で
は
以
下
の
三
つ
が
あ
る
。

①
戴
維
『
詩
經
研
究
史
』
第
六
章
「
宋
代
《
詩
經
》
研
究
」
第
四
節
「《
詩
經
》
的
理
學
化
」（
湖
南
敎
育
出
版
社
、
二
〇
〇
一
）。

②
譚
德
興
「
試
論
程
顥
程
頤
的
《
詩
》
學
思
想
」（
中
國
詩
經
學
會
編
『
詩
經
研
究
叢
刊
』
第
六
輯
、
學
苑
出
版
社
、
二
〇
〇
四
）。

③
張
立
文
・
祁
潤
興
『
中
國
學
術
通
史

─
宋
元
明
卷

─
』
第
五
章
第
三
節
第
二
項
「《
詩
序
》
作
者
和
價
値
的
論
爭
」（
人
民
出
版
社
、

二
〇
〇
四
）。

（
�
）
訓
讀
は
、「
程
解
」
の
解
釋
に
基
づ
い
た
。
文
字
の
訓
は
、
語
釋
の
煩
を
避
け
讀
者
の
理
解
に
便
な
ら
し
む
る
よ
う
に
、「
程
解
」
お
よ
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び
そ
こ
に
說
解
が
な
い
場
合
は
『
正
義
』
の
說
に
基
づ
い
て
、
筆
者
が
か
り
に
付
け
た
も
の
が
あ
る
。

（
5
）
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
。

（
6
）
テ
キ
ス
ト
は
、
四
部
叢
刊
廣
編
0�
景
印
靜
嘉
堂
文
庫
藏
宋
本
を
用
い
た
。

（
�
）
第
二
章
の
『
集
傳
』
に
、「
此
章
言
大
王
遷
於
岐
周
之
事
」
と
言
う
。

（
8
）「
配
、
賢
妃
也
。
謂
大
姜
」（
同
右
）
と
言
う
。

（
�
）
テ
キ
ス
ト
は
、
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
）
を
用
い
た
。

（
10
）
第
二
章
の
『
蘇
傳
』
に
、「
大
王
之
徙
於
岐
周
也
、
伐
山
刊
木
而
居
之
…
…
自
立
其
賢
妃
大
姜
以
配
之
、
而
其
受
命
既
固
矣
」
と
言
う
。

（
11
）
首
章
『
正
義
』
に
、「
在
上
之
天
…
…
乃
從
殷
都
眷
然
迴
首
西
顧
於
岐
周
之
地
、
而
見
文
王
。
天
意
遂
歸
於
此
文
王
、
維
與
之
居
。
言
天

常
居
文
王
之
所
、
使
之
爲
主
、
以
定
民
也
」
と
言
い
、
首
章
も
第
二
章
と
同
じ
く
文
王
の
事
跡
を
詠
っ
た
も
の
だ
と
解
釋
す
る
。

（
12
）
首
章
の
『
集
傳
』
に
、「
此
詩
敘
大
王
、
大
伯
、
王
季
之
德
、
以
及
文
王
伐
密
伐
崇
之
事
也
」
と
言
い
、
題
下
注
に
、「
一
章
二
章
言
天

命
太
王
。
三
章
四
章
天
命
王
季
。
五
章
六
章
言
天
命
文
王
伐
密
。
七
章
八
章
言
天
命
文
王
伐
崇
」
と
言
う
。

（
13
）「
究
」
の
訓
は
、
程
頤
の
說
に
從
っ
た
。

（
14
）
毛
傳
は
、「
二
國
」
を
「
夏
」
と
「
殷
」
と
と
る
。
鄭
箋
は
、「
殷
の
紂
王
」
と
彼
の
側
近
の
「
崇
侯
」
と
と
る
。
歐
陽
脩
は
傳
箋
の
說

に
反
對
し
、「
密
」
と
「
崇
」
の
二
國
と
と
る
。

（
15
）『
詩
本
義
』
卷
十
、
大
雅
「
皇
矣
」
論
。

（
16
）
拙
稿
「
一
般
論
と
し
て
…
…

─
歷
史
主
義
的
解
釋
か
ら
の
脱
却
に
か
か
わ
る
方
法
的
概
念
に
つ
い
て

─
」（
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
〇
號
、
二
〇
〇
八
年
十
二
月
）
參
照
。

（
17
）
朱
熹
が
末
二
句
を
大
王
と
い
う
特
定
の
人
物
に
つ
い
て
の
敍
述
に
入
る
と
し
て
、
程
頤
と
異
な
る
解
釋
を
す
る
の
は
、
本
詩
の
敍
述
の

焦
點
に
つ
い
て
の
兩
者
の
考
え
方
の
違
い
に
よ
る
。
注（
12
）で
引
い
た
よ
う
に
、
朱
熹
は
、
本
詩
を
周
王
朝
創
業
の
君
主
三
代
の
功
業
を

列
擧
し
褒
め
稱
え
た
も
の
と
捉
え
て
お
り
、
程
頤
の
よ
う
に
い
ず
れ
か
一
人
を
中
心
人
物
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
三
代
に

つ
い
て
の
敍
述
の
量
を
で
き
る
だ
け
均
等
に
す
る
た
め
に
、
抽
象
的
敍
述
の
範
圍
を
縮
小
し
た
方
が
よ
い
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
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（
18
）
譚
氏
前
掲
論
文
、
第
二
章
「《
詩
》
分
六
義
、
以
〈
興
〉
爲
重
」
を
參
照
。

（
19
）
一
例
を
擧
げ
よ
う
。
衞
風
「
碩
人
」
卒
章
の
、

庶
姜
孽
孽

庶
子
有
朅

に
つ
い
て
、
毛
傳
は
、「〈
朅
〉
は
、
勇
ま
し
く
盛
ん
な
樣
子
で
あ
る
（
朅
、
武
壯
貌
）」
と
訓
釋
す
る
の
に
對
し
、
程
頤
は
「
朅
」
に

「
去
る
」
の
字
義
を
與
え
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
基
づ
く
と
こ
ろ
が
あ
る
。『
楚
辭
』
九
歎
「
遠
遊
」
の
、「
貫
澒
蒙
以
東
朅
兮
」
王
逸
注

に
、「
朅
、
去
也
」
と
あ
り
、『
漢
書
』「
司
馬
相
如
傳　

下
」
の
「
朅
輕
舉
而
遠
遊
」
の
顏
師
古
注
に
、「
朅
、
去
意
也
」
と
い
う
の
が
そ

れ
で
あ
る
。

（
20
）
理
學
叢
書
本
『
二
程
集
』、
文
淵
閣
四
庫
全
書
『
程
氏
經
說
』
と
も
「
違
」
に
作
る
が
、
前
後
の
文
脈
か
ら
考
え
る
と
「
遠
」
の
誤
り
で

は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
李
氏
朝
鮮
・
宋
時
烈
（
一
六
〇
七
～
一
六
八
九
）
が
朱
熹
編
『
二
程
全
書
』
に
基
づ
き
内
容
別
に
分

類
し
た
『
程
書
分
類
』
所
載
の
本
條
は
、
排
印
本
を
見
る
限
り
や
は
り
「
違
」
に
作
っ
て
い
る
（
徐
大
源
校
勘
評
點
、
上
海
辭
書
出
版
社
、

二
〇
〇
六
、
上
册
八
七
頁
）。
待
考
と
し
た
い
。

（
21
）
た
だ
し
、
本
詩
第
二
章
「
女
子　

行み
ち

有
り
て
、
兄
弟
父
母
に
遠
ざ
か
る
（
女
子
有
行
、
遠
兄
弟
父
母
）」
に
お
い
て
は
、
程
頤
は
、「
い

っ
た
い
ど
う
し
て
女
子
は
か
え
っ
て
そ
の
父
母
兄
弟
か
ら
遠
ざ
か
ろ
う
と
す
る
の
か
（
奈
何
女
子
反
遠
其
父
母
兄
弟
乎
）」
と
訓
釋
し
、

「
遠
」
の
字
義
に
つ
い
て
漢
唐
詩
經
學
と
同
樣
の
解
釋
を
し
て
い
て
、
一
訓
を
も
っ
て
貫
い
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
未
詳
で
あ
る
。

（
22
）
宗
福
邦
・
陳
世
鐃
・
蕭
海
波
主
編
『
故
訓
匯
纂
』（
商
務
印
書
館
、
二
〇
〇
七
）
に
據
る
。

（
23
）
鄭
箋
に
、「
庶
姜
、
謂
姪
娣
」
と
言
う
の
に
據
っ
た
。

（
24
）
毛
傳
に
、「
庶
士
、
齊
大
夫
送
女
者
」
と
い
う
の
に
據
っ
た
。

（
25
）
程
頤
の
解
釋
に
從
っ
て
訓
讀
し
た
。
な
お
、「
朅
」
を
「
去
る
」
と
解
釋
す
る
の
は
、『
說
文
解
字
』
卷
五
、
去
部
に
、「
朅
、
去
也
」
と

あ
り
、
基
づ
く
故
訓
の
あ
る
字
訓
で
あ
る
。

（
26
）
程
頤
は
、
傳
箋
正
義
の
解
釋
と
は
異
な
り
、「
庶
姜
」
を
本
詩
の
主
人
公
莊
姜
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
者
と
捉
え
た
。
こ
れ
は
、
本
詩
の
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小
序
に
「
莊
公
惑
於
嬖
妾
、
使
驕
上
僭
」
と
言
う
中
の
、
莊
公
を
惑
わ
す
「
嬖
妾
」
が
「
庶
姜
」
だ
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。

（
27
）「
孽
孽
」
を
「
順
は
ず
」
と
訓
じ
る
例
は
、
故
訓
に
は
見
あ
た
ら
な
い
。「
孽
」
一
字
の
字
義
（
例
え
ば
、
漢
・
賈
誼
『
新
書
』「
道
術
」

に
「
反
孝
爲
孽
」
と
言
う
の
が
近
い
か
）
か
ら
程
頤
が
類
推
し
て
つ
け
た
も
の
か
。

（
28
）
詩
篇
の
訓
讀
は
、
主
に
淸
原
宣
賢
講
述
・
倉
石
武
四
郞
・
小
川
環
樹
・
木
田
章
喜
校
訂
『
毛
詩
抄　

詩
經
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
）

に
據
り
つ
つ
、
解
釋
者
の
意
圖
が
明
瞭
に
傳
わ
る
よ
う
に
平
明
な
訓
讀
を
心
が
け
た
。

（
29
）
以
下
に
二
例
を
擧
げ
る
。
豳
風
「
狼
跋
」
の
「
程
解
」
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

狼
、
獸
之
貪
者
、
猛
於
求
欲
、
故
檻
於
機
穽
、
羅
縶
前
跋
後
疐
、
進
退
困
險
、
詩
人
取
之
以
言
夫
狼
之
所
以
致
禍
難
危
困
如
是
者
、

以
其
有
貪
欲
故
也
。
若
周
公
者
、
至
公
不
私
、
進
退
以
道
、
無
利
欲
之
蔽
、
以
謙
退
自
處
、
不
有
其
尊
、
不
矜
其
德
、
故
雖
在
危
疑

之
地
、
安
步
舒
泰
、
赤
舄
几
几
然
也
。

唐
風
「
采
苓
」
の
「
程
解
」
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

首
陽
山
生
堅
實
之
物
、
故
以
興
讒
誣
不
實
之
人
。

（
30
）
詩
篇
の
構
造
に
注
意
し
て
解
釋
を
行
う
程
頤
の
態
度
に
つ
い
て
は
、
譚
德
興
氏
も
、「《
詩
》
之
章
句
閒
的
結
構
、
有
詩
人
爲
抒
情
需
要

而
作
的
特
殊
安
排
。
其
中
蘊
蓄
着
豐
富
的
情
感
內
涵
。
二
程
對
此
有
深
刻
的
認
識
」
と
述
べ
、
實
例
を
擧
げ
つ
つ
そ
の
重
要
性
を
指
摘
し

て
い
る
（
前
掲
論
文
一
一
四
頁
）。

（
31
）
拙
稿
「
詩
の
構
造
的
理
解
と
『
詩
人
の
視
點
』

─
王
安
石
『
詩
經
新
義
』
の
解
釋
理
念
と
方
法

─
」（
宋
代
詩
文
研
究
會
會
誌
『
橄

欖
』
第
十
二
號
、
二
〇
〇
四
年
九
月
）
參
照
。

（
32
）「
予
」
の
訓
讀
は
、
程
頤
の
說
に
據
っ
た
。
傳
箋
正
義
の
解
釋
に
據
れ
ば
、「
予あ

た

へ
ん
」
に
な
る
。

（
��
）
テ
キ
ス
ト
は
、
程
元
敏
『
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
）
を
用
い
た
。

（
34
）
こ
れ
に
對
し
て
、『
正
義
』
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

衞
の
文
公
の
臣
下
は
善
を
好
む
者
が
多
か
っ
た
の
で
、
故
に
處
士
の
賢
者
は
彼
等
に
善
き
道
を
告
げ
る
こ
と
を
願
っ
た
。
本
詩
三

章
は
み
な
、
賢
者
が
善
き
道
を
告
げ
る
こ
と
を
願
っ
た
こ
と
を
陳
べ
る
…
…
鄭
箋
は
三
章
は
い
ず
れ
も
前
四
句
で
文
公
の
臣
下
が
旗
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指
物
を
立
て
て
馬
に
乘
り
、
し
ば
し
ば
賢
者
を
浚
邑
に
尋
ね
た
こ
と
を
陳
べ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
は
善
を
好
ん
だ
こ
と
を
表
す
。
彼

が
善
を
好
む
樣
子
を
見
て
、
下
の
二
句
で
は
賢
者
が
善
な
る
道
を
告
げ
る
こ
と
を
願
っ
た
こ
と
を
言
う
と
考
え
る
（
衞
文
公
臣
子
多

好
善
、
故
處
士
賢
者
樂
告
之
以
善
道
也
。
經
三
章
皆
陳
賢
者
樂
告
以
善
道
之
事
…
…
鄭
以
三
章
皆
上
四
句
言
文
公
臣
子
建
旌
乘
馬
、

數
往
見
賢
者
於
浚
邑
、
是
好
善
。
見
其
好
善
、
下
二
句
言
賢
者
樂
告
以
善
道
也
）

こ
の
『
正
義
』
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
漢
唐
の
詩
經
學
で
は
本
詩
各
章
が
基
本
的
に
同
内
容
の
繰
り
返
し
で
あ
る
と
捉
え
、
各
章
閒

で
事
態
が
推
移
し
て
い
る
と
い
う
認
識
が
薄
い
。

（
�5
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
二
〇
〇
四
年
九
月
を
參
照
の
こ
と
。

（
36
）
ち
な
み
に
、
朱
熹
が
し
ば
し
ば
そ
の
解
釋
が
妥
當
で
あ
る
と
評
價
し
て
踏
襲
し
た
蘇
轍
は
、
こ
の
二
句
に
つ
い
て
は
、

晝
日
中
に
な
っ
て
も
舞
い
を
や
め
な
い
と
い
う
の
は
、
限
度
が
な
い
こ
と
を
言
う
。「
前
上
處
に
在
り
」
と
は
、
舞
い
手
の
前
列

に
い
る
こ
と
を
言
う
（
日
中
而
舞
未
止
、
言
無
度
也
。
在
前
上
處
居
舞
者
之
前
列
也
）

と
異
な
る
解
釋
を
示
す
。

（
37
）『
新
義
』
中
で
、
こ
の
よ
う
な
解
釋
方
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
筆
者
が
氣
が
つ
い
た
例
を
以
下
に
掲
げ
る
。

　

唐
風
「
山
有
樞
」

山
隰
有
樞
、
榆
、
栲
、
杻
、
漆
、
栗
、
以
自
庇
飾
爲
美
者
、
而
人
所
資
賴
。
今
也
有
衣
裳
弗
能
曳
婁
、
有
車
馬
弗
能
馳
驅
、
有
朝

廷
弗
能
洒
埽
、
有
鐘
鼓
弗
能
鼓
考
、
有
酒
食
弗
能
爲
樂
、
曾
山
隰
之
不
如
也
。

　

唐
風
「
杕
杜
」

杕
之
實
不
足
食
而
又
特
生
、
然
其
葉
湑
湑
然
則
亦
能
庇
其
本
根
。
君
不
能
親
其
宗
族
、
骨
肉
離
散
、
曾
杕
杜
之
不
如
也
。

　

小
雅
「
我
行
其
野
」

樗
、
惡
木
、
尚
可
芘
而
息
。
今
以
昏
姻
之
故
言
就
爾
居
、
而
爾
不
我
畜
、
則
樗
之
不
如
也
。

　

こ
の
よ
う
な
解
釋
方
法
は
、
衞
風
「
有
狐
」
の
正
義
に
、

有
狐
綏
綏
然
匹
行
、
在
彼
淇
水
之
梁
而
得
其
所
、
以
興
今
之
男
女
皆
喪
妃
耦
、
不
得
匹
行
、
乃
狐
之
不
如
。
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と
言
う
よ
う
に
、
漢
唐
詩
經
學
に
お
い
て
す
で
に
用
い
ら
れ
て
い
る
（
臺
灣
・
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
『
漢
籍
電
子
文
獻
・
瀚
典

全
文
檢
索
系
統
』http://hanchi.ihp.sinica.edu.tw

/ihpc/hanjiquery

に
據
り
、「
之
不
如
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
檢
索
し
、
關
係

の
な
い
例
を
除
外
す
る
と
、『
正
義
』
は
十
二
首
の
詩
に
つ
い
て
興
と
主
内
容
と
が
逆
說
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
解
釋
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
）。
し
か
し
、
漢
唐
詩
經
學
と
は
異
な
る
解
釋
を
行
う
た
め
に
こ
の
方
法
を
活
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
程
頤
・
王
安
石
の
詩

經
學
に
と
っ
て
こ
の
解
釋
法
が
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
38
）
戴
維
氏
前
掲
書
に
、「
王
安
石
新
經
義
一
出
、
反
對
者
眾
、
主
要
以
元
祐
黨
人
爲
核
心
、
對
三
經
義
都
有
專
著
攻
擊
、
其
中
反
新
《
詩

義
》
是
以
洛
學
派
爲
首
、
主
要
代
表
有
程
頤
及
其
弟
子
楊
時
、
游
酢
…
…
」（
二
八
九
頁
）、「
程
氏
兄
弟
是
反
王
安
石
的
先
鋒
、
其
《
詩

經
》
說
也
是
反
王
氏
《
詩
義
》
的
…
…
」（
二
九
六
頁
）
と
言
う
。

（
39
）
土
田
健
次
郞
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

程
頤
は
易
學
習
の
際
に
推
稱
す
べ
き
參
考
書
と
し
て
、
王
弼
、
胡
瑗
、
王
安
石
の
易
解
を
擧
げ
る
。
…
…
こ
こ
で
こ
の
三
者
が
あ

げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
と
程
頤
が
同
じ
路
線
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
…
…
要
す
る
に
こ

こ
で
程
頤
が
三
家
を
推
し
て
い
る
の
は
義
理
易
對
象
數
易
と
い
う
枠
内
で
あ
っ
て
、
彼
が
義
理
易
の
路
線
に
立
つ
こ
と
の
表
明
な
の

で
あ
る
。

…
…
程
頤
の
王
安
石
批
判
は
有
名
で
あ
る
。
し
か
し
こ
と
『
易
經
』
解
釋
に
か
け
て
は
、
程
頤
は
王
安
石
に
一
應
の
評
價
を
し
た

よ
う
で
あ
る
。
王
安
石
の
易
解
は
現
在
佚
し
て
し
ま
っ
て
い
る
が
…
…
お
そ
ら
く
そ
れ
は
『
易
經
』
の
文
義
の
考
證
に
力
を
い
れ
る

も
の
、
つ
ま
り
義
理
易
に
屬
す
る
性
格
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
…
…
ま
た
彼
の
「
卦
名
解
」（『
王
文
公
文
集
』
三
〇
）
等
を
見
る
と
、

「
序
卦
傳
」
的
な
各
卦
相
互
の
有
機
的
關
連
に
留
意
し
各
卦
の
特
質
を
定
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
…
…
胡
瑗
述
の
『
口
義
』
も
程
頤

の
『
易
傳
』
も
、
共
に
『
序
卦
傳
』
を
各
卦
の
冒
頭
に
配
し
注
を
付
し
て
い
る
。
…
…
「
序
卦
傳
」
的
易
解
へ
の
三
者
の
親
近
性
は

同
時
に
彼
ら
の
易
解
の
同
類
性
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
王
安
石
の
易
解
は
、
胡
瑗
、
程
頤
と
同
一
方

向
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
程
頤
も
あ
え
て
彼
の
易
說
を
推
稱
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

	
（『
道
學
の
形
成
』
第
四
章
、
創
文
社
、
二
〇
〇
二
、
二
四
二
頁
）
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王
安
石
『
新
義
』
を
め
ぐ
る
對
立
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
學
問
的
志
向
性
と
方
法
に
お
い
て
王
安
石
と
程
頤
と
の
『
易
經
』
解
釋
の
閒
に

も
同
質
性
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
詩
經
解
釋
と
同
樣
に
論
理
性
を
重
視
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
參
考
に
す
べ
き
で

あ
る
。

（
40
）
戴
維
氏
前
掲
書
に
「
程
氏
是
主
張
尊
《
序
》
的
」
と
言
い
、
そ
の
詩
序
說
を
概
說
す
る
。
そ
れ
を
參
考
に
し
つ
つ
程
頤
の
詩
序
說
を
ま

と
め
て
み
よ
う
。
程
頤
は
、
大
序
は
、
孔
子
の
作
と
考
え
る
。

夫
子
慮
後
世
之
不
知
詩
也
、
故
序
關
雎
以
示
之
。
學
詩
而
不
求
序
、
猶
欲
入
室
而
不
由
戶
也
。（「
關
雎
」
程
解
）

一
方
、
小
序
に
つ
い
て
は
、
そ
の
首
句
は
、
國
史
が
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
對
し
、
第
二
句
以
下
は
後
人
の
附
加
で
あ
る
と
考
え
る
。

得
失
之
迹
、
刺
美
之
義
、
則
國
史
明
之
矣
。
史
氏
得
詩
、
必
載
其
事
、
然
後
其
義
可
知
、
今
小
序
之
首
是
也
。
其
下
則
說
詩
之
辭

也
。
其
下
則
說
詩
者
之
辭
也
（「
關
雎
」
程
解
）

程
氏
曰
、
國
史
得
詩
於
采
詩
之
官
、
故
知
其
得
失
之
迹
（
南
宋
・
呂
祖
謙
『
呂
氏
家
塾
讀
詩
記
』〈
四
部
叢
刊
廣
編
0�
、
據
瞿
氏

鐵
琴
銅
劍
樓
藏
宋
刊
本
景
印
本
。
以
下
、『
讀
詩
記
』
と
略
稱
〉
卷
二
、
四
葉
表
）

　

な
お
、
右
の
引
用
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
程
頤
は
『
詩
經
』
成
立
に
對
す
る
孔
子
の
關
與
を
重
く
見
る
。

至
夫
子
之
時
、
所
傳
者
多
矣
。
夫
子
刪
之
、
得
三
百
篇
、
皆
止
於
禮
義
、
可
以
垂
世
立
敎
、
故
曰
興
於
詩
（「
關
雎
」
程
解
）

　

孔
子
當
時
、
世
に
傳
え
ら
れ
て
い
た
詩
は
多
數
に
上
っ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
に
對
し
て
孔
子
が
嚴
正
な
取
捨
選
擇
を
加
え
た
後
、
三

百
篇
を
選
び
出
し
て
『
詩
經
』
を
編
纂
し
た
と
考
え
る
の
は
、
歐
陽
脩
と
同
樣
の
考
え
方
で
あ
る
。
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
）
參
照
。

（
41
）
一
例
を
擧
げ
よ
う
。
齊
風
「
東
方
之
日
」

東
方
之
日
兮

彼
姝
者
子

在
我
室
兮

在
我
室
兮
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履
我
即
兮

の
下
二
句
に
つ
い
て
鄭
箋
は
、

私
の
部
屋
に
い
る
男
が
、
も
し
禮
を
守
っ
て
や
っ
て
來
た
な
ら
ば
わ
た
し
は
彼
に
つ
い
て
行
こ
う
。
言
わ
ん
と
す
る
の
は
、
今
こ

こ
に
い
る
男
は
禮
を
守
っ
て
や
っ
て
來
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
在
我
室
者
、
以
禮
來
、
我
則
就
之
、
與
之
去
也
。
言
今
者

之
子
、
不
以
禮
來
也
）

と
言
う
。
そ
れ
に
對
し
て
、「
程
解
」
は
次
の
よ
う
に
解
釋
す
る
。

齊
國
は
政
治
が
衰
え
、
君
主
と
家
臣
は
み
な
道
義
を
失
っ
た
た
め
に
、
故
に
風
俗
は
崩
壞
し
、
男
女
は
淫
ら
な
關
係
を
結
ん
で
出

奔
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。〔
本
詩
首
章
の
〕「
日
」
は
君
主
を
興
し
、〔
第
二
章
の
〕「
月
」
は
家
臣
を
興
し
、
日
と
月
が
明
る
く
照
ら

せ
ば
、
萬
物
は
覆
い
隱
さ
れ
る
も
の
が
な
く
な
り
、
姦
慝
も
目
こ
ぼ
し
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
こ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
朝
廷
が
民
の
上

に
あ
っ
て
明
ら
か
に
治
め
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
今
、
君
主
は
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
淫
奔
の
風
俗
が
起
こ
っ
た
。
詩
人
は

「
東
方
の
日
」
に
據
っ
て
、
そ
れ
が
明
る
く
照
ら
す
は
ず
で
あ
る
の
に
薄
暗
い
こ
と
を
刺
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
が
上
れ
ば
明
る

く
な
る
は
ず
だ
が
、
し
か
し
、
見
目
よ
い
私
の
思
い
人
は
私
の
部
屋
に
い
る
。
私
の
部
屋
に
い
る
の
は
、
私
の
後
に
つ
い
て
や
っ
て

來
た
の
だ
。「
即
」
と
は
つ
い
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
私
の
後
に
つ
い
て
や
っ
て
來
て
出
奔
し
た
の
で
あ
る
、
…
…
お
上
が
明
察
を

持
た
ず
、
こ
の
よ
う
な
惡
事
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
容
認
し
て
い
る
こ
と
を
言
う
（
齊
國
政
衰
、
君
臣
皆
失
道
、
故
風
俗
敗
壞
、
男
女

淫
奔
。
日
興
君
、
月
興
臣
、
日
月
明
照
、
則
物
無
隱
蔽
、
姦
慝
莫
容
、
如
朝
廷
明
於
上
也
。
今
君
不
明
、
故
有
淫
奔
之
俗
、
詩
人
以

東
方
之
日
、
刺
其
當
明
而
昏
也
。
日
出
當
明
、
而
姝
美
之
人
在
我
室
。
所
以
在
我
室
、
履
我
即
而
來
也
。
即
、
就
也
。
謂
行
跡
履
我

跡
而
來
奔
也
。
…
…
由
在
上
之
人
不
明
、
容
此
姦
慝
也
）

　

鄭
箋
が
、
男
は
不
道
德
だ
が
女
性
は
そ
の
男
性
に
對
し
て
批
判
的
な
態
度
を
示
す
、
す
な
わ
ち
道
德
的
で
あ
る
と
解
釋
す
る
の
に
對
し

て
、
程
頤
は
、
男
女
が
出
奔
し
よ
う
と
し
て
い
る
樣
子
を
詠
っ
た
も
の
と
と
り
、
男
女
と
も
に
不
道
德
だ
と
考
え
る
。
こ
れ
は
本
詩
の
小

序
が
、「

東
方
之
日
」
は
、
衰
亡
を
刺
っ
た
詩
で
あ
る
。
君
主
と
家
臣
が
道
義
を
失
い
、
男
女
は
淫
ら
な
關
係
を
結
ん
で
出
奔
し
、
禮
に
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よ
っ
て
敎
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
（
東
方
之
日
、
刺
衰
也
。
君
臣
失
道
、
男
女
淫
奔
、
不
能
以
禮
化

也
）　

と
言
い
、「
男
女
は
淫
奔
す
」
と
言
い
、
男
女
い
ず
れ
も
不
道
德
だ
と
言
っ
て
い
る
の
に
忠
實
に
解
釋
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
序
に
忠
實
な
解
釋
を
行
う
態
度
は
、
鄭
玄
よ
り
徹
底
し
て
い
る
。
な
お
、
前
注
で
說
明
し
た
と
お
り
程
頤
は
小
序
の
初

句
と
第
二
句
以
下
と
の
閒
に
位
相
の
違
い
を
認
め
、
首
句
が
作
詩
の
狀
況
を
知
る
國
史
が
記
録
し
た
も
の
で
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
の
に
對

し
て
、
第
二
句
以
下
は
後
人
の
附
加
と
考
え
、
相
對
的
に
價
値
が
低
い
も
の
と
考
え
る
。
し
か
し
、
本
詩
に
お
い
て
は
第
二
句
以
下
に
忠

實
な
解
釋
を
提
出
し
て
い
る
。
程
頤
は
詩
篇
を
解
釋
す
る
際
に
、
必
ず
し
も
彼
の
考
え
る
位
相
の
違
い
に
よ
り
第
二
句
以
下
を
全
面
的
に

排
斥
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
詩
篇
に
よ
っ
て
臨
機
應
變
に
採
用
す
る
か
し
な
い
か
態
度
を
決
定
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
詩
序
に

對
す
る
こ
の
よ
う
な
態
度
は
蘇
轍
に
も
見
ら
れ
た
。
拙
稿
「
穩
や
か
さ
の
内
實

─
北
宋
詩
經
學
史
に
お
け
る
蘇
轍
『
詩
集
傳
』
の
位
置

　

三　

小
序
お
よ
び
漢
唐
詩
經
學
に
對
す
る
認
識

─
」（
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

九
號
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
）
參
照
。

　

ち
な
み
に
、
本
詩
に
つ
い
て
の
右
の
程
頤
の
解
釋
は
、『
集
傳
』
に
、

興
也
。
履
、
躡
也
。
即
、
就
也
。
言
此
女
躡
我
之
跡
而
相
就
也	

［
首
章
］

興
也
。
闥
、
門
內
也
。
發
、
行
去
也
。
言
躡
我
而
行
去
也	

［
卒
章
］

と
言
う
と
お
り
、
朱
熹
も
採
用
し
て
い
る
。

（
42
）『
讀
詩
記
』
卷
二
、
三
葉
表
。

（
43
）「
關
雎
」
の
「
程
解
」
に
お
い
て
も
、「
如
小
雅
鹿
鳴
以
下
、
各
於
其
事
而
用
之
也
。
爲
此
詩
者
、
其
周
公
乎
。
古
之
人
由
是
道
者
、
文

王
也
…
…
故
以
當
時
之
詩
繫
其
後
」
と
言
う
。

（
44
）
朱
熹
の
「
采
薇
」
解
釋
は
、
程
頤
よ
り
も
さ
ら
に
普
遍
化
を
進
め
て
い
る
。
そ
の
「
詩
序
辨
說
」
に
お
い
て
、

此
未
必
文
王
之
詩
。
以
天
子
之
命
者
、
衍
說
也

と
言
い
、
本
詩
を
文
王
に
繋
け
る
こ
と
に
反
對
す
る
。
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（
45
）「
鹿
鳴
」
の
『
正
義
』
は
、

言
鹿
既
得
苹
草
、
有
懇
篤
誠
實
之
心
發
於
中
、
相
呼
而
共
食
。
以
興
文
王
既
有
酒
食
、
亦
有
懇
篤
誠
實
之
心
發
於
中
、
召
其
臣
下

而
共
行
饗
燕
之
禮
以
致
之
。

と
言
い
、『
詩
本
義
』
は
、

鹿
鳴
言
文
王
能
燕
樂
嘉
賓
以
得
臣
下
之
歡
心
爾
。

と
言
う
。「
伐
木
」
の
『
正
義
』
は
、

天
子
至
于
庶
人
、
未
有
不
須
友
以
成
者
、
即
序
首
章
之
事
、
因
文
王
求
友
而
廣
言
貴
賤
也
。

と
言
い
、鄭

以
爲
…
…
言
文
王
昔
日
爲
居
位
之
時
、
與
友
生
伐
木
於
山
阪
、
丁
丁
然
爲
聲
也
。

と
言
い
、『
詩
本
義
』
は
、

伐
木
文
王
之
雅
也
…
…
此
詩
文
王
之
詩
也
。

と
言
う
。
い
ず
れ
も
文
王
を
詠
っ
た
詩
で
あ
る
こ
と
に
焦
點
を
當
て
て
解
釋
し
て
い
る
。	

（
�6
）『
集
傳
』
は
「
鹿
鳴
」
に
つ
い
て
、

此
燕
饗
賓
客
之
詩
也
。

と
言
い
、「
伐
木
」
に
つ
い
て
、

此
燕
朋
友
故
舊
之
樂
歌
。

と
言
い
、
文
王
の
詩
と
し
な
い
。

（
47
）
ち
な
み
に
、
蘇
轍
は
『
正
義
』
と
同
樣
、
夫
が
死
亡
し
て
い
る
と
考
え
る
。

今
予
所
美
亡
矣
、
將
誰
與
哉
。
亦
獨
處
而
已
…
…
思
之
而
不
可
得
、
則
曰
、
不
可
生
得
而
見
之
矣
。
要
之
百
歲
之
後
、
歸
于
其
居

而
已
。
居
墳
墓
也
。
思
之
深
而
無
異
心
、
此
唐
風
之
厚
也
。

　

た
だ
し
蘇
轍
は
『
正
義
』
と
は
異
な
り
、「
今
予
所
美
亡
矣
」
と
し
、
詩
句
の
「
亡
」
を
「
死
亡
」
の
意
味
で
取
り
、
詩
句
に
す
で
に



61

深讀みの手法

夫
が
死
亡
し
た
と
詠
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。「
以
詩
解
詩
」
の
態
度
に
よ
る
解
釋
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
48
）
た
だ
し
こ
こ
で
程
頤
が
批
判
し
て
い
る
の
は
「
葛
生
」
序
の
第
二
句
以
下
で
あ
る
の
で
、
彼
の
尊
序
の
姿
勢
に
反
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
注（
�8
）參
照
の
こ
と
。

（
49
）
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
年
三
月
）
を
參
照
の
こ
と
。

（
50
）
も
ち
ろ
ん
、
個
別
の
詩
の
解
釋
に
つ
い
て
、
朱
熹
が
程
頤
の
説
を
繼
承
し
て
い
る
例
は
、
先
學
も
言
及
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
譚
德
興

前
掲
論
文
一
一
三
頁
に
、
朱
熹
が
程
頤
の
鄭
風
「
丰
」
の
解
釋
に
從
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。


